
E
・

ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト

、ノ

ツ

ト
『
倫
理
学
講
義
』

一
二
一

」
水
野

建
雄
・
吉
野

　
　
　
　
井
上

　
　
　
　
清
水

貴
好
・
鈴
木
　
　
覚
・
小
林

直
昭
・
内
田
善
一
郎
・
千
葉

洋
貴
・
佐
々
木
香
織
・
吉
田

　　秀
誠建樹

は
じ
め
に

　
前
号
に
引
き
続
き
、
『
倫
理
学
講
義
』
一
団
昌
ω
；
品
彗
争
芦
＜
邑
g
昌
o
・
昌

旨
⑦
畠
彗
打
6
8
）
の
第
二
講
義
「
最
初
の
概
念
的
解
明
一
道
徳
的
判
断
、

道
徳
的
義
務
」
を
紹
介
し
た
い
。

　
第
一
講
義
「
問
題
提
起
」
の
後
半
部
の
と
こ
ろ
で
、
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト

ハ
ッ
ト
は
現
代
倫
理
学
の
根
本
的
誤
り
と
し
て
、
一
こ
絶
対
的
な
基
礎
づ

け
が
あ
る
か
、
或
い
は
な
い
か
、
の
い
ず
れ
か
し
か
想
定
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
、
一
二
一
道
徳
問
題
が
つ
ね
に
「
直
接
的
に
」
着
手
さ
れ
る
こ
と
、
の

二
つ
を
挙
げ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
現
代
特
有
の
問
題
一
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト

ハ
ッ
ト
は
、
移
民
問
題
、
堕
胎
や
安
楽
死
、
障
害
者
問
題
、
動
物
へ
の
責

務
、
エ
コ
ロ
ジ
i
や
次
世
代
へ
の
道
徳
的
責
任
、
遺
伝
子
工
学
な
ど
を
挙

げ
て
い
る
一
に
直
面
し
て
、
現
在
「
〈
道
徳
V
と
い
う
名
の
も
と
に
理
解

さ
れ
る
べ
き
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
」
の
合
意
形
成
が
困
難
に
な
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
本
訳
の
第
二
講
義
と
第
三
講
義
「
〈
善
〉
と
く
悪
V
」

お
よ
び
第
四
講
義
「
道
徳
に
お
け
る
基
礎
づ
け
一
伝
統
的
道
徳
概
念
と
自

然
的
道
徳
概
念
」
は
、
こ
の
合
意
形
成
の
た
め
の
予
備
的
考
察
に
あ
て
ら

れ
て
い
る
。
「
道
徳
」
へ
の
直
接
的
塗
言
及
は
、
第
五
講
義
「
納
得
で
き
る

道
徳
概
念
一
U
虜
旦
昌
き
一
⑰
竃
◎
邑
ぎ
冒
⑰
呂
か
ら
は
じ
ま
る
。
こ
こ
で
、

前
述
の
現
代
倫
理
学
の
誤
り
と
し
て
あ
げ
た
（
こ
に
か
か
わ
る
、
絶
対

的
基
礎
づ
け
を
目
指
し
た
カ
ン
ト
倫
理
学
と
絶
対
的
基
礎
づ
け
を
否
定
す

る
契
約
論
（
功
利
主
義
一
と
を
相
互
に
止
揚
す
る
新
た
な
基
礎
づ
け
の
方

向
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
第
二
講
義
で
は
「
道
徳
的
に
判
断
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」

に
つ
い
て
、
こ
の
〈
道
徳
的
〉
と
い
う
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
日
常
的
語
法
な

ら
び
に
伝
統
的
理
解
を
手
が
か
り
に
一
義
的
な
合
意
を
得
る
た
め
の
議
論

が
展
開
さ
れ
る
。

　
な
お
、
翻
訳
に
当
た
っ
た
の
は
平
成
九
・
十
年
度
「
倫
理
学
原
論
」
受

講
の
院
生
た
ち
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
水
野
建
雄
　
記
一
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第
一
一
講
義
最
初
の
概
念
的
解
明

道
徳
的
判
断
、
道
徳
的
義
務

　
私
は
、
道
徳
的
判
断
に
関
す
る
問
題
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
暖
昧
な
先

行
理
解
を
前
提
し
て
き
た
。
い
ま
や
わ
れ
わ
れ
は
、
第
一
に
、
わ
れ
わ
れ

が
あ
る
道
徳
的
判
断
の
も
と
で
本
来
的
に
何
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の

か
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
判
断
の
認
識
基
準
は
何
で
あ
る
べ
き
な
の

か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
了
解
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

道
徳
的
判
断
を
、
そ
れ
と
し
て
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
理
解

す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
遣
徳
的
判
断
の
意
味
へ
の
あ
る
い
は
「
本

質
」
へ
の
問
い
は
、
わ
れ
わ
れ
の
諸
研
究
の
、
こ
の
よ
う
な
最
初
の
部
分

の
第
二
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
。
こ
の
最
初
の
部
分
で
は
、
た
だ
、
あ
る
道

徳
の
形
式
的
意
味
が
解
明
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
が
。
第
一
ス
テ
ッ
プ
で

は
、
わ
れ
わ
れ
が
問
題
と
し
て
い
る
事
柄
を
わ
れ
わ
れ
が
了
解
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
確
保
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
何
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
二
つ
の

ス
テ
ッ
プ
が
区
別
さ
れ
る
の
か
を
、
陳
述
命
題
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問

い
に
類
比
的
な
例
に
お
い
て
私
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
以
来
、
命
令
命
題
と
は
何
か
し
ら
異
な
っ
た
陳
述
命
題
に
対

す
る
通
常
の
認
識
基
準
と
は
、
そ
れ
が
真
で
あ
り
う
る
か
偽
で
あ
り
う
る

よ
う
な
命
題
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
ス
テ
ッ
プ
は
、
こ

の
よ
う
な
基
準
に
よ
つ
て
、
単
に
同
定
さ
れ
る
よ
う
な
陳
述
命
題
を
理
解

す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
遣
徳
的
判
断
が
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
道
徳
的
陳
述
は
、
あ
る
陳
述
の

一
つ
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
間
う
の
で
あ
る
。
い
つ
判
断
は
道

徳
的
判
断
で
あ
り
、
い
つ
そ
う
で
な
い
の
か
？
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
次

の
こ
と
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
判
断
者
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
い
っ
判
断

は
道
徳
的
判
断
で
あ
る
の
か
？
そ
れ
ゆ
え
、
い
つ
判
断
は
道
徳
的
判
断
と

み
な
さ
れ
る
の
か
？
一
あ
る
文
化
圏
の
人
に
と
っ
て
、
あ
る
判
断
が
道
徳

的
判
断
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
異
な
っ
た
文
化
圏
の
人
に
と
っ
て
は
そ

う
で
は
な
い
。
）
こ
れ
と
同
時
に
次
の
よ
う
に
も
問
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
何
に
よ
っ
て
道
徳
、
も
し
く
は
、
道
徳
的
観
念
を
認
識
す
る
の
か
？
と
。

「
あ
る
道
徳
」
を
人
々
、
も
し
く
は
、
あ
る
団
体
が
使
用
し
て
い
る
数
多

く
の
道
徳
的
判
断
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
意
味
で
、
道
徳
的
判
断
あ
る
い
は
道
徳
が
何
で
あ
る
の
か
と
問
う
こ
と

は
、
私
が
先
の
議
論
で
述
べ
て
き
た
形
式
的
な
道
徳
的
概
念
に
対
応
し
て

い
る
。
例
え
ば
、
社
会
学
者
あ
る
い
は
人
類
学
者
が
、
あ
る
一
定
の
社
会

や
部
族
の
道
徳
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
の
な
ら
ば
、
か
れ
は
そ
の
よ
う
な

概
念
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
一
般
に
、
道
徳
的
判
断
の
意
味

へ
の
第
二
の
ス
テ
ッ
プ
を
も
含
む
わ
れ
わ
れ
の
研
究
の
最
初
の
部
分
は
、

こ
の
人
類
学
者
が
必
要
と
す
る
よ
う
な
道
徳
的
な
も
の
の
概
念
と
は
区
別

さ
れ
な
い
。

　
私
は
先
に
次
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
道

徳
的
判
断
の
も
と
で
何
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
か
に
つ
い
て
了
解
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
人
は
道
徳
の
問
題
を
異

な
っ
て
理
解
し
う
る
の
で
あ
り
、
道
徳
の
問
題
は
異
な
っ
て
理
解
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
道
徳
」
と
い
う
語
は
何
も
不
可
侵
な
も
の
は
持
っ
て

い
な
い
し
、
ま
た
古
く
さ
い
も
の
で
も
な
い
。
人
は
哲
学
に
お
い
て
、
語

94



の
真
な
る
意
味
に
つ
い
て
争
う
と
い
う
こ
と
が
何
の
意
味
も
な
い
の
だ
、

と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
語
の
さ
ま
ざ
ま
な
可
能

的
意
味
を
区
別
す
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
人
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
そ
れ

を
使
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
し
た
見
通
し
を
つ

け
る
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
　
「
道
徳
」
と

い
う
語
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
当
然
哲
学
的
に
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
る

言
葉
に
お
い
て
は
、
次
の
こ
と
に
注
意
が
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
人
は
道
徳
と
い
う
言
葉
で
人
間
的
理
解
に
お
い
て
現
実

に
存
在
す
る
根
本
的
特
質
に
直
面
す
る
し
、
同
様
に
そ
の
よ
う
を
言
葉
の

な
か
に
根
本
的
特
質
が
異
な
っ
た
文
化
の
う
ち
で
現
わ
れ
て
く
る
、
と
い

う
こ
と
に
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
自
身

が
道
徳
的
に
正
し
い
も
の
と
み
な
す
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
判
断
を
道
徳
的

と
呼
ぶ
こ
と
が
理
性
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
（
私
は
「
間

違
っ
て
い
る
」
と
は
言
わ
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
「
間
違
っ
て

い
る
」
と
言
う
こ
と
自
体
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
一
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
他
者
と
正
し
い
道
徳
的
判
断
に
つ
い

て
は
争
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
「
道
徳
」
と
い

う
語
を
、
わ
れ
わ
れ
が
異
な
っ
た
道
徳
的
概
念
を
区
別
で
き
、
互
い
に
そ

れ
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
よ
う
に
拡
張
し
て
定
義
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。

　
読
者
は
、
私
が
先
の
議
論
で
「
倫
理
」
と
「
道
徳
」
と
い
う
言
葉
を
ほ

ぼ
交
換
可
能
な
も
の
と
し
て
使
用
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
持
つ
か

も
t
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
に
現
代
の
著
作
家
の
中
に
は
「
倫

理
」
と
「
道
徳
」
に
区
別
を
設
け
よ
う
と
す
る
者
が
い
る
。
し
か
し
そ
の

場
合
に
も
、
そ
こ
で
は
一
倫
理
と
道
徳
の
一
必
然
的
な
区
別
が
問
題
と
は

な
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
人
は
当
然
見
て
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
も

ち
ろ
ん
こ
こ
で
も
、
「
倫
理
」
と
「
道
徳
」
を
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
区
別
し

よ
う
と
す
る
と
き
、
人
間
的
理
解
に
お
い
て
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
た
あ
る

重
要
な
区
別
に
直
面
す
る
と
い
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
区
別
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
そ
れ
ら
言
葉

の
中
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
倫
理
と
道
徳
の
区
別
が
そ
れ
自
身
で

ど
こ
に
存
在
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
は
、
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
の

問
い
は
、
ア
カ
シ
カ
と
ノ
ロ
ジ
カ
の
区
別
が
ど
こ
に
存
在
す
る
の
か
と
問

う
の
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。

　
実
際
、
「
倫
理
」
と
「
道
徳
」
と
い
う
こ
れ
ら
の
語
は
、
一
般
に
、
手
引

き
と
し
て
は
あ
ま
り
相
応
し
く
な
い
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
語
の
奇
妙

な
由
来
に
つ
い
て
注
釈
し
て
お
こ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
か
れ
の
道
徳

論
的
諸
研
究
を
な
し
た
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
《
里
巨
斥
g
》
と
呼
ば
れ

「
《
Φ
旨
Ω
》
に
つ
い
て
の
」
、
す
な
わ
ち
性
格
特
性
に
つ
い
て
の
諸
研
究
と

呼
ば
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
善
き
そ
し
て
悪
し
き
性
格
特
性
に
つ
い
て
の

（
い
わ
ゆ
る
徳
と
悪
徳
に
つ
い
て
の
一
記
述
が
こ
の
諸
研
究
の
本
質
的
な

要
素
を
構
成
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
倫
理
」
と
い
う
語
の

由
来
は
、
わ
れ
わ
れ
が
「
倫
理
」
と
い
う
語
の
も
と
で
理
解
し
て
い
る
こ

と
と
は
何
の
関
係
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ギ
リ
シ
ャ
語
の
埣
巨
斤
8
が

ラ
テ
ン
語
の
目
o
邑
訂
に
翻
訳
さ
れ
た
。
目
o
嚢
と
は
習
慣
、
風
習
と
い
う

よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
も
や
、
わ
れ
わ
れ
の
倫
理
や

道
徳
に
つ
い
て
の
理
解
と
何
ら
対
応
し
て
は
い
な
い
。
そ
の
う
え
こ
こ
に

は
翻
訳
の
問
違
い
が
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
の
中
に
は
、
性
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格
の
特
性
を
意
味
す
る
一
長
母
音
を
も
っ
た
一
Φ
苧
畠
と
い
う
語
も
、
（
短

母
音
を
も
っ
た
一
習
慣
を
意
味
す
る
Ω
旨
g
と
い
う
語
も
登
場
す
る
。
こ
の

二
番
日
の
語
が
ラ
テ
ン
語
訳
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
た
哲
学
で
は
、
目
o
H
昌
ω
と
い
う
語
が
や
が
て

一
つ
の
術
語
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
述
語
で
は
、
習
慣
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
も
は
や
ま
っ
た
く
念
頭
に
お
か
れ
な
い
で
、
《
昌
o
邑
ぎ
写
と
い
う

ま
っ
た
く
わ
れ
わ
れ
の
意
味
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
例
え
ば
カ
ン
ト
の
『
人
倫
の
形
而
上
学
一
峯
g
岩
昌
ω
只
宗
『

旨
雪
一
』
に
み
う
け
ら
れ
る
よ
う
な
、
　
《
旨
一
雪
（
習
俗
）
》
と
い
う
語
の

注
目
す
べ
き
ド
イ
ツ
語
訳
も
理
解
で
き
よ
う
。
一
般
に
カ
ン
ト
は
、
通
常

の
意
味
で
（
習
俗
の
意
味
で
一
旨
一
昌
を
考
え
て
い
た
の
で
は
決
し
て
な

か
っ
た
。
彼
は
単
に
昌
o
曇
に
対
す
る
翻
訳
と
し
て
こ
の
語
を
使
用
し
て

い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
語
は
そ
の
本
来
の
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、

ギ
リ
シ
ャ
語
の
通
常
の
翻
訳
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル

が
始
め
て
、
カ
ン
ト
の
道
徳
に
対
し
、
人
倫
と
呼
ば
れ
る
道
徳
の
通
常
理

解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
よ
り
高
い
形
式
を
構
成
す
る
た
め
に
、
蟹
冒
自
と

い
う
語
を
根
源
的
な
意
味
で
用
い
た
の
で
あ
る
。
人
倫
は
、
習
慣
と
伝
統

的
な
事
柄
に
よ
つ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
性
格
づ
け
ら
れ
る

は
ず
で
あ
っ
た
。

　
「
道
徳
」
や
「
倫
理
」
と
い
う
言
葉
、
そ
の
言
葉
の
起
源
か
ら
、
そ
の
言

葉
の
意
味
は
何
も
引
き
出
さ
れ
得
な
い
。
そ
の
言
葉
は
術
語
に
な
っ
て
し

ま
い
、
そ
の
用
語
は
哲
学
的
な
伝
統
の
な
か
で
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
（
ド

イ
ツ
語
の
《
塞
昌
o
貝
人
倫
的
一
》
と
い
う
こ
と
ば
と
）
同
等
に
使
わ
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。
《
昌
o
邑
ぎ
プ
（
道
徳
的
）
》
と
い
う
こ
と
ば
は
、
し
か
し

な
が
ら
、
と
り
わ
け
否
定
形
（
《
昌
昌
◎
邑
ぎ
す
（
不
道
徳
的
な
）
》
）

で
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
の
日
常
の
語
法
の
中
に
入
っ
て
い
っ
た
。

一
方
、
《
き
ぎ
貝
倫
理
的
一
》
と
い
う
言
葉
は
、
近
代
言
語
に
お
い
て
何
ら

明
確
な
使
わ
れ
方
を
持
た
ず
、
そ
の
た
め
人
々
が
《
筆
ぎ
写
と
い
う
言

葉
に
哲
学
的
な
側
面
か
ら
付
与
し
よ
う
と
試
み
た
広
義
の
意
味
で
、

《
⑭
彗
ω
g
》
と
い
う
言
葉
は
開
か
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
2
つ
の
言
葉
は
、
も
と
も
と
別
の
意
味
を
持
っ

て
い
て
、
哲
学
的
な
原
理
の
た
め
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
導
入
さ
れ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
道
徳
や
道
徳
的
判
断
を
我
々
が
ど
う
理
解
し
た
い
の
か
、
と

い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
確
認
地
点
と
し
て
、
「
遣
徳
」
や
「
倫

理
」
と
い
う
言
葉
は
そ
れ
ほ
ど
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
こ
こ
で
も
っ
と
意
義

深
い
こ
と
は
、
言
葉
の
語
法
の
特
性
に
さ
か
の
ぽ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

特
性
と
は
、
よ
り
深
き
と
こ
ろ
に
横
た
わ
り
、
我
々
が
他
の
諸
文
化
の
中

で
適
合
す
る
も
の
を
見
つ
け
る
の
に
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
る
。
（
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
た
め
に
独
断
的
に
で
は
な
く
、
言
語
の
事
柄
は

普
遍
的
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
む
し
ろ
、
哲
学
ω
の
似

通
っ
た
全
て
の
事
例
に
お
い
て
の
よ
う
に
、
以
下
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
が
見
る
限
り
で
は
、
こ
の
事
は
私
に
馴
染

み
の
竈
言
語
に
妥
当
す
る
。
も
し
、
当
座
の
言
葉
の
語
法
も
し
く
は
そ
れ

と
似
な
言
葉
の
語
法
を
知
ら
な
い
諸
々
の
文
化
が
こ
こ
で
同
定
さ
れ
る
と

し
た
ら
、
如
何
に
概
念
一
寄
冒
｛
）
が
変
更
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

が
個
々
の
事
例
で
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
う
し
た
言
葉
の
語
法
を
私
は
《
目
邑
（
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
》
、

《
穴
彗
；
｛
ま
（
で
き
な
い
）
》
、
《
邑
二
す
べ
き
で
あ
る
）
．
》
と
い
う
言
葉
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の
グ
ル
ー
プ
と
《
①
・
具
一
善
い
一
》
、
《
8
彗
8
津
一
悪
い
一
》
と
い
う
言
葉
の

グ
ル
ー
プ
の
あ
る
用
法
を
関
連
づ
け
る
こ
と
に
す
る
。
両
者
の
言
葉
の
グ

ル
ー
プ
は
幅
広
く
豊
富
な
使
い
方
②
を
有
し
て
い
る
が
、
こ
の
両
者
が
特

別
な
意
味
を
持
つ
の
は
、
そ
れ
ら
が
文
法
的
に
無
条
件
に
用
い
ら
れ
る
場

合
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
場
合
に
は
こ
の
両
者
は
明
確
に
用

い
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
両
者
の
言
葉
の
グ
ル
ー
プ
の
絶
対
的
な
用

法
を
通
じ
て
、
道
徳
的
判
断
の
発
言
を
定
義
す
る
の
で
あ
る
。

　
《
昌
冒
ω
昌
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
》
な
ど
の
言
葉
の
グ
ル
ー
プ
に
お

い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
さ
し
あ
た
っ
て
理
論
的
な
用
法
が
選
び
出
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
大
気
の
状
態
を
鑑
み
る
と
、
明
日
は
雨
が
降
る

か
も
し
れ
な
い
」
と
か
「
も
し
私
が
グ
ラ
ス
を
手
か
ら
放
せ
ば
、
グ
ラ
ス

は
落
ち
る
に
違
い
な
い
」
と
一
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
必
然
性
の
理
論
的
な
発

言
で
あ
る
。
実
際
的
な
必
然
性
、
実
際
的
に
　
《
目
o
馨
目
一
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
）
》
こ
と
に
つ
い
て
我
々
が
発
言
す
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
「
地
下

鉄
の
最
終
便
に
間
に
合
い
た
け
れ
ば
、
君
は
今
、
発
た
ね
ば
な
ら
な
い
》

と
い
っ
た
場
合
で
あ
る
。

　
《
8
自
昌
一
す
べ
き
で
あ
る
一
》
は
、
理
論
的
に
も
、
実
践
的
に
も
弱
め

ら
れ
た
《
竃
豪
8
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
》
、
す
な
わ
ち
例
外
を
許
容

す
る
⑭
雪
冒
ω
s
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
「
明
日
は
雨
が
降
る
か
も
し
れ
な

い
」
と
い
う
の
は
一
例
で
あ
る
。
実
践
的
な
例
と
し
て
は
、
「
君
は
今
発
た

ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
う
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
し
た
方

が
い
い
」
と
い
う
言
い
方
で
あ
る
。
と
り
わ
け
カ
ン
ト
は
《
。
。
O
＝
昌
一
す

べ
き
で
あ
る
一
》
と
い
う
言
葉
を
道
徳
的
な
名
詞
に
用
い
た
こ
と
は
、
哲
学

の
大
部
分
に
は
幸
福
な
こ
と
で
は
な
い
。
約
束
事
は
た
だ
持
つ
だ
け
で
な

く
、
実
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
大
方
、
我
々
が
実
際
的
な
必
然
性
に
つ
い
て
発
言
す
る
の
は
、
我
々
が

実
際
的
な
必
然
性
を
何
ら
か
の
関
係
の
中
に
措
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
私
が
示
し
た
地
下
鉄
の
例
の
よ
う
な
場
合
で
あ

る
。
も
し
、
私
が
誰
か
に
無
造
作
に
「
あ
な
た
は
そ
の
よ
う
に
ふ
る
ま
わ

ね
ば
な
ら
な
い
」
と
言
う
場
合
、
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
は
、
も
し
彼
が
事

情
肩
◎
巨
異
一
）
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
、
「
一
体
、
何
に
対
し
て
」
と

か
、
「
も
し
私
が
そ
う
し
な
い
と
す
れ
ば
、
何
が
起
こ
る
の
か
」
（
例
え
ば
、

「
さ
も
な
く
ば
、
君
は
地
下
鉄
に
間
に
合
わ
な
い
」
と
か
、
　
「
さ
も
な
く

ば
、
君
に
と
っ
て
都
合
が
悪
く
な
る
」
　
「
君
は
遊
び
の
捷
を
遵
守
し
な
い

こ
と
に
な
る
」
）
と
き
き
返
し
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

《
目
募
ω
s
》
の
用
法
に
は
聞
き
返
し
が
退
け
ら
れ
る
用
法
が
一
つ
あ
る
。

例
え
ば
、
我
々
は
他
人
を
侮
辱
す
る
者
に
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
そ
ん
な
事

を
君
は
し
て
は
い
け
な
い
」
と
、
何
か
の
関
連
で
言
う
の
で
は
な
く
、
端

的
に
言
う
の
で
あ
る
。
も
し
く
は
、
そ
こ
か
し
こ
へ
間
に
合
い
た
い
か
ら

で
は
な
く
、
「
と
に
か
く
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
」
　
「
君
は
約
束

事
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
言
う
場
合
、
こ
れ
は
道
徳
的
な
語
法
で
あ
る
。

　
似
た
よ
う
な
傑
出
し
た
語
法
を
我
々
は
《
o
・
貝
善
い
一
》
と
《
8
巨
8
貝
悪

い
）
》
に
見
い
だ
す
。
よ
り
詳
し
く
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
こ
れ
ら
の
言
葉

は
、
お
お
か
た
同
様
に
相
対
的
に
用
い
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
何
か
は
あ
る

目
的
の
た
め
に
、
誰
か
の
た
め
一
健
康
の
た
め
一
に
善
い
と
か
悪
い
と
か
、

あ
る
い
は
、
善
き
こ
れ
こ
れ
の
も
の
、
例
え
ば
、
よ
い
自
動
車
、
よ
い
時
計
、
よ
い

歌
手
と
い
っ
た
類
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
⑪
・
貝
善
い
）
と
い
う
こ
と
ば
が
文
法

上
、
絶
対
的
に
用
い
ら
れ
る
用
法
、
補
足
語
（
碁
彗
邑
無
し
で
全
く
の
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述
語
（
軍
馨
ぎ
一
）
と
し
て
の
用
法
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
誰
か
を
侮
辱

す
る
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
あ
る
」
こ
の
言
い
回
し
か
ら
我
々
は
、
侮
辱
の

犠
牲
者
に
と
っ
て
悪
い
、
と
か
、
杜
会
に
と
っ
て
悪
い
と
は
考
え
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
、
侮
辱
す
る
こ
と
は
端
的
に
悪
く
、
す
な
わ
ち
、
問
い
質
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
今
や
、
よ
く
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
見
た

と
こ
ろ
言
語
上
深
く
根
を
下
ろ
し
て
い
る
基
準
一
巨
雪
巨
旦
は
「
道
徳

的
判
断
」
と
見
な
さ
れ
る
。
全
て
の
発
言
に
お
い
て
、
明
瞭
に
せ
よ
不
明

瞭
に
せ
よ
、
実
践
的
な
呂
寡
ω
昌
や
（
「
善
い
」
「
悪
い
」
と
い
っ
た
）
価

値
表
現
は
文
法
的
に
は
絶
対
的
に
思
え
る
が
、
そ
れ
ら
全
て
の
発
言
は
次

の
意
味
で
道
徳
的
判
断
を
表
現
し
て
い
る
。
　
「
そ
の
意
味
と
は
」
、
人
は

《
8
◎
冒
豪
o
ξ
と
い
う
言
葉
を
別
の
言
葉
に
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
、
と
い
う
こ
と
を
私
は
主
張
し
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
は
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
「
悪
い
」
と
い
う
言
葉
の
絶
対
的
な
用
法
は
、
我
々
の

「
不
道
徳
な
」
と
い
う
言
葉
の
用
法
に
相
当
厳
密
に
当
て
は
ま
る
。
「
君
は

そ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
　
「
そ
れ
は
悪
い
事
で
あ
る
」
「
そ
れ
は
不

道
徳
な
こ
と
で
あ
る
」
－
こ
れ
ら
全
て
は
お
お
よ
そ
同
じ
こ
と
を
言
い
表

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
絶
対
的
に
理
解
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
文
「
君
は
そ
れ
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
」
　
「
そ
れ
は
悪
い
事
で
あ
る
」
「
そ
れ
は
不
道
徳
な
こ
と
で

あ
る
」
は
同
じ
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
れ
以
外
で
は

そ
う
な
ら
な
い
。
我
々
が
あ
と
で
見
る
こ
と
に
な
る
こ
と
で
あ
る
が
、
必

然
性
の
諸
表
現
や
諸
々
の
価
値
表
現
は
道
徳
的
判
断
の
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
に
適
合
し
て
い
る
。

　
こ
の
規
定
に
厳
密
に
も
道
徳
的
諸
感
情
が
調
和
し
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
。
そ
れ
ら
の
諸
感
情
に
つ
い
て
は
す
で
に
先
の
講
義
（
二
十
頁
）
で
私

は
述
べ
た
。
道
徳
的
諸
感
惰
は
ま
さ
に
こ
の
方
法
の
諸
々
の
判
断
を
基
礎

に
し
て
い
る
。
そ
の
諸
々
の
判
断
の
う
ち
で
何
か
が
（
た
だ
比
較
的
に
で

は
な
く
一
悪
い
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
私
に
よ
っ
て
提
案

さ
れ
た
基
準
に
従
っ
て
定
義
さ
れ
た
諸
判
断
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
諸
々
の
激
情
（
＞
茅
ε
が
基
礎
に
お
い
て
い
る
諸
判
断
を
厳
密
に

分
析
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
我
々
は
、
今
も
う
一
度
道
徳
的
判
断
が
、
人
格
に
相
関
し
な
い
も
の
、

す
な
わ
ち
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え

て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
［
道
徳
的
］
判
断
に
お
い
て
は
、
何
か
が

私
の
気
に
入
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
判
断
す
る
人
が
引
き
合

い
に
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
提
案
さ
れ
た
判
断
基
準
は
、
哲
学
的
伝
統
に
お
い
て
、
道
徳
的
判
断
の

も
と
で
主
題
に
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
よ
く
適
合
す
る
よ
う
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
対
応
は
、
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
伝
統
は
、

厳
密
に
は
決
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
私
は
、
今
後
「
道
徳
」
と
い
う
言
葉

を
、
今
定
義
し
た
意
味
［
絶
対
的
な
用
法
、
す
な
わ
ち
あ
る
目
的
の
た
め

に
良
い
と
い
う
よ
う
な
説
明
が
不
可
能
な
用
法
と
し
て
の
「
道
徳
」
と
い

う
意
味
］
で
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

　
し
か
し
、
私
は
今
、
最
近
ベ
ル
ナ
ル
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
に
よ
っ
て
、

彼
の
『
倫
理
学
と
哲
学
の
限
界
』
一
一
頁
以
降
）
と
い
う
本
で
出
さ
れ
た
提

案
に
も
言
及
す
べ
さ
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
は
、
「
遺
徳
」
と
い
う
言
葉

を
お
お
よ
そ
私
と
同
じ
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
は
そ
こ
か
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ら
、
「
倫
理
的
な
も
の
」
を
何
か
よ
り
包
括
的
な
も
の
と
し
て
区
別
す
る
。

彼
は
、
そ
の
際
に
プ
ラ
ト
ン
の
表
現
を
引
き
合
い
に
出
す
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
探
求
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
か
三
①

N
三
g
雪
邑
一
℃
g
匡
g
8
目
）
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

《
昌
》
は
、
明
ら
か
に
《
。
。
o
＝
》
へ
の
文
法
的
変
形
《
考
一
Ω
8
＝
g
三
H

雲
彗
～
》
で
あ
り
、
こ
の
問
題
を
単
に
道
徳
的
な
も
の
と
理
解
す
る
べ
き

で
な
い
こ
と
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
に
は
当
然
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、

そ
の
点
で
、
そ
れ
は
正
し
い
と
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
、
誰
か

が
具
体
的
な
状
況
に
お
い
て
、
「
何
を
な
す
べ
き
か
」
　
「
私
は
今
何
を
な
す

べ
き
か
」
と
尋
ね
た
ら
、
人
は
彼
に
問
い
返
す
で
あ
ろ
う
。
「
君
は
、
そ
の

問
い
で
何
を
言
い
た
い
の
で
す
か
。
何
が
そ
の
問
い
の
基
準
点
で
す
か
。
」

「
そ
れ
は
、
絶
対
的
に
、
何
が
善
い
の
か
、
あ
る
い
は
何
が
悪
い
の
か
と
い

う
こ
と
、
す
な
わ
ち
何
が
道
徳
的
に
正
し
い
の
か
、
あ
る
い
は
正
し
く
な

い
の
か
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
あ
な
た
は
、
何
が
あ

な
た
に
と
っ
て
最
も
善
い
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
問
い
は
、

あ
な
た
の
幸
福
に
関
係
し
て
い
る
の
か
。
」
後
者
の
場
合
、
そ
の
問
い
は
し

た
が
っ
て
、
特
別
な
仕
方
で
も
相
対
的
で
あ
る
。
「
私
は
ど
の
よ
う
に
生
き

る
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
は
、
あ
る
意
味
に
も
、
別
の
意
味
に
も
理
解
さ

れ
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
そ
の
質
問
が
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
が
明
ら
か

に
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
両
方
の
解
釈
を
包
括
し
た
意
味
を
絶
対
的
に

も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
し
た

ら
、
当
為
は
ど
ん
な
基
準
点
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
我
々
が
、
時
々
無
規
定
な
方
法
で
質
問
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
は
本
当

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
そ
の
質
問
は
、
よ
り
包
括
的
な
意

味
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
単
に
不
明
確
な
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
も

そ
の
よ
う
に
も
理
解
さ
れ
ず
、
決
定
さ
れ
た
基
準
点
を
持
た
な
い
当
為

は
、
ど
ん
な
意
味
も
持
た
な
い
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
特
定
の
意
味
を
持
た

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
あ
な
た
は
、
そ
の
質
問
で
何
を
言
い
た
い
の
で
す

か
」
と
問
い
返
す
の
が
常
に
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。
二
つ
の

問
い
、
基
準
点
と
し
て
、
道
徳
的
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
問
い
と
、
基
準

点
と
し
て
特
有
の
幸
福
を
持
っ
て
い
る
問
い
は
、
一
つ
の
連
関
に
あ
る
こ

と
は
、
た
し
か
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
質
問
の
直
接
的
な
意
味
は
ま

ず
も
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
一
そ
し
て
、
私
自
身
は
、
そ
の
よ
う
に
、
一
つ

の
理
解
を
支
持
す
る
。
）
人
は
、
も
し
そ
う
す
る
つ
も
り
な
ら
ば
、
そ
の
こ

と
か
ら
、
倫
理
的
な
も
の
を
道
徳
的
な
も
の
と
は
、
違
っ
た
風
に
定
義
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
人
は
、
そ
れ
一
倫
理
的
な
も
の
一
を
何
か

道
徳
的
な
も
の
に
対
し
て
よ
り
包
括
的
な
も
の
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
も
し

も
そ
れ
が
道
徳
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
思
慮
深
い

も
の
と
し
て
、
特
有
の
幸
福
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
倫
理
的
な
も
の
と
し
て

定
義
す
る
こ
と
と
し
て
、
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
可
能
な
も
の
は

「
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
一
言
う
質
問
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に

は
、
そ
れ
一
特
有
の
幸
福
）
は
、
人
間
の
生
の
最
高
の
目
的
一
キ
ケ
ロ
は

そ
の
目
的
に
一
致
し
た
彼
の
本
を
諸
目
的
に
つ
い
て
と
い
う
意
味
の
冒
①

雲
目
旨
易
』
と
名
付
け
た
一
に
、
つ
ま
り
幸
福
や
幸
運
一
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
g
宣
昌
昌
旦
に
つ
い
て
の
問
い
に
関
係
し
た
古
代
の
哲
学
者
の
倫
理

的
な
質
問
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。

　
「
倫
理
学
」
と
い
う
語
の
も
う
一
つ
の
可
能
な
術
語
上
の
設
定
は
、
そ
れ
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ゆ
え
に
「
道
徳
」
と
の
違
い
に
お
い
て
、
遣
徳
に
つ
い
て
の
哲
学
的
反
省

が
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
私
は
、
こ
の
講
義

の
表
題
で
、
こ
の
語
を
考
え
て
い
た
し
、
こ
の
意
味
で
、
私
は
、
こ
の
語

を
こ
の
講
義
の
中
で
用
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。

　
我
々
は
、
今
、
道
徳
的
判
断
、
す
な
わ
ち
あ
る
道
徳
に
対
す
る
認
識
基

準
を
持
っ
た
の
で
、
こ
の
判
断
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
質

問
に
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
質
問
を
設
定
す
る
こ
と
が
何
を
言

わ
ん
と
し
て
い
る
か
は
、
今
、
先
の
認
識
基
準
に
つ
い
て
の
質
問
に
よ
っ

て
生
じ
た
も
の
に
よ
っ
て
、
輸
郭
を
描
か
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
、
確

か
に
《
昌
昌
》
一
♂
◎
ξ
二
ζ
昌
己
o
巨
》
の
絶
対
的
な
使
用
お
よ
び
、

《
o
・
昌
》
と
《
8
巨
①
巨
》
の
絶
対
的
な
使
用
に
つ
い
て
の
先
行
理
解
を
引

き
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
使
用
法
に
お
い
て
、
そ
の

言
葉
が
何
を
述
べ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
わ
か
ち
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
ま
っ
た
く
同
様
に
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学

の
重
要
な
単
語
と
似
て
い
る
。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
ア
ウ
グ
ス

チ
ヌ
ス
の
発
言
を
引
き
合
い
に
出
し
た
。
「
時
間
と
は
何
か
。
も
し
も
誰
も

私
に
尋
ね
な
け
れ
ば
、
私
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
。
も
し
も
人
が
私
に
尋

ね
れ
ば
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
。
」
つ
ま
り
、
我
々
は
、
そ
の
よ
う

な
表
現
を
理
解
す
る
が
、
た
だ
ち
に
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
我
々
は
、
一
《
昌
邑
》
な
ど
と
《
o
・
暮
》
な
ど
の
）
こ
れ
ら
両
方
の

絶
対
的
な
使
用
法
を
、
そ
の
質
問
を
、
一
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
し

て
、
）
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
も
そ
れ
が
成
し
遂
げ
ら

れ
る
な
ら
、
我
々
は
、
　
「
あ
る
道
徳
的
判
断
」
や
「
あ
る
道
徳
」
の
も
と

で
、
何
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
説
明
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
第
一
に
、
《
昌
島
》
（
《
冨
昌
邑
o
巨
》
一
含
o
目
》
一
の
無
制
約
な
使

用
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。
そ
の
た
め
に
、
我
々
は
こ
の
《
目
島
》
を
こ

れ
ら
の
語
群
の
別
の
使
用
法
と
関
係
づ
け
る
と
と
も
に
、
そ
れ
と
区
別
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
特
に
絶
対
的
な
使
用
法
は
、
自
ず
か
ら

《
。
・
具
》
や
《
。
。
O
巨
8
写
の
語
群
の
絶
対
的
な
使
用
法
の
分
析
を
参
照
す

る
よ
う
お
の
ず
か
ら
我
々
に
指
示
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
道
徳
的
判
断
に
含
ま
れ
た
《
昌
昌
》
あ
る
い
は
《
8
ξ
の
解
明
は
、
道

徳
的
規
範
に
特
有
な
義
務
の
性
質
の
解
明
と
同
じ
で
あ
る
。
道
徳
が
、
特

有
で
、
何
ら
か
の
形
で
絶
対
的
な
義
務
と
関
わ
り
あ
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
も
う
既
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
こ
の
義
務
的
性
質
が
、
厳
密
に
ど

の
点
に
存
在
す
る
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
哲
学
的
な
伝
統
の
中
に
は
わ

ず
か
し
か
見
い
出
さ
れ
な
い
し
、
現
代
の
倫
理
学
の
中
に
は
、
無
い
も
同

然
で
あ
る
。
道
徳
的
な
も
の
の
う
ち
で
考
え
ら
れ
て
い
る
義
務
の
性
質
に

対
す
る
哲
学
的
反
省
の
、
こ
の
よ
う
な
控
え
め
な
態
度
は
奇
妙
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
人
は
、
何
が
そ
の
道
徳
に
お
い
て
、
道
徳
的
な
も
の
で
あ
る

の
か
知
ら
な
く
て
も
、
そ
の
道
徳
の
中
の
あ
る
も
の
を
テ
ー
マ
に
し
よ
う

と
す
る
し
、
少
な
く
と
も
そ
の
道
徳
の
あ
る
部
分
は
、
明
ら
か
に

《
昌
畠
》
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
義
務
の
性
質
に
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
カ
ン
ト
は
、
道
徳
的
な
当
為
の
意
味
に
対
す
る
回
答
を
与
え
よ
う
と

し
た
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
人
物
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
私
は
、
そ
れ
を
ま
っ

た
く
の
誤
り
だ
と
思
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
た
改
め
て
取
り
上
げ
よ
う
。

　
ま
ず
、
相
対
的
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
何
が
実
践
的
に
理
解
さ
れ

る
《
目
島
》
の
ご
く
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
と
い
う
べ
き
な
の
か
。
ま
ず

最
初
に
、
特
定
の
状
況
（
例
え
ば
、
「
君
は
こ
の
約
束
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
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い
。
」
、
「
地
下
鉄
に
間
に
合
い
た
け
れ
ば
、
今
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
」
一
に
関
係
す
る
こ
の
種
の
具
体
的
な
、
ど
の
命
題
も
常
に
、
あ
る
一

般
的
な
《
昌
畠
》
の
命
題
（
例
え
ば
、
「
人
は
、
約
束
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
」
、
「
こ
こ
か
ら
地
下
鉄
に
問
に
合
い
た
け
れ
ば
、
1
0
分
前
に
出
発
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
一
を
参
照
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
は

断
言
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
、
《
昌
島
》
命
題
や
《
ω
o
写
命
題
は
、
「
今
行

き
な
さ
い
」
と
い
う
よ
う
な
、
単
な
る
命
令
法
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
両

者
と
も
、
行
動
の
要
請
で
あ
る
。
し
か
し
、
命
令
さ
れ
た
人
の
、
「
な
ぜ
」

と
い
う
問
い
返
し
に
対
し
て
、
文
法
的
な
命
令
法
で
は
、
一
般
的
な

《
昌
昌
》
命
題
か
《
8
＝
》
命
題
で
答
え
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
何
か
他

の
、
そ
の
行
為
に
対
す
る
動
機
で
あ
り
う
る
も
の
、
例
え
ば
、
「
さ
も
な
い

と
、
君
を
射
殺
す
る
。
」
と
か
、
あ
る
い
は
簡
単
に
「
私
は
、
そ
う
し
た

い
。
」
と
い
う
よ
う
な
示
唆
を
与
え
る
こ
。
と
で
、
答
え
ら
れ
る
。
（
こ
れ
に

対
し
て
、
カ
ン
ト
が
命
法
と
名
付
け
た
も
の
は
、
全
く
文
法
的
な
命
令
法

で
は
な
く
、
既
に
当
為
命
題
、
し
か
も
特
別
な
種
類
の
も
の
で
あ
る
。
一

　
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
《
昌
畠
》
命
題
あ
る
い
は
《
。
。
◎
ξ
命
題

が
、
直
前
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
二
例
の
場
合
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
規

則
あ
る
い
は
規
範
を
述
べ
て
い
る
と
言
い
得
る
だ
ろ
う
か
？
全
く
そ
う
は

言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
道
徳
的
な
も
の
の
場
合
に
は
、
そ
う
は
言
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
私
が
誰
か
に
「
あ
な
た
は
極
め
て
礼
儀
知
ら

ず
で
あ
る
」
と
言
う
と
す
る
。
す
る
と
相
手
は
「
ど
う
し
て
」
と
、
問
い

返
す
。
そ
こ
で
返
事
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
「
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
不
親
切
だ

か
ら
。
」
そ
し
て
こ
の
こ
と
だ
け
を
言
っ
て
、
如
何
な
る
規
則
も
述
べ
得
て

い
な
い
こ
と
が
、
ま
さ
に
こ
こ
で
の
事
例
な
の
で
あ
る
。
「
な
ぜ
な
ら
そ
れ

は
不
親
切
だ
ろ
う
」
と
い
う
返
事
は
、
「
そ
の
よ
う
に
行
為
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
「
人
は
そ
の
よ
う
に
在
る
べ
き
で
あ
る
あ
る

い
は
在
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
在
り
方
あ
る
い
は
（
不
親
切
で
あ
る

と
い
う
一
性
格
特
徴
を
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
遣
徳
的
に
「
さ
れ

る
べ
き
」
で
あ
る
あ
る
い
は
「
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
在
り
方
は
、
伝

承
さ
れ
た
時
代
遅
れ
と
思
わ
れ
る
用
語
法
で
は
美
徳
と
呼
ば
れ
、
ま
た
そ

の
逆
が
悪
徳
と
呼
ば
れ
る
。
特
定
の
行
為
規
則
が
述
べ
ら
れ
な
い
在
り
方

が
－
つ
ま
り
、
行
為
の
在
り
方
へ
の
処
置
が
－
必
ず
あ
る
、
と
い
う

こ
と
を
我
々
は
後
に
見
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
成
る
程
、
「
さ
れ
る
べ
き
」
在

り
方
も
行
為
に
関
係
す
る
。
し
か
し
、
対
応
す
る
行
為
を
ー
即
ち
、
こ
の

場
合
規
則
を
1
述
べ
ず
に
、
「
さ
れ
る
べ
き
」
在
り
方
を
命
名
す
る
こ
と

は
、
意
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
私
は
、
差
し
当
た
り
こ
の
可
能
性

を
思
い
止
ま
り
、
規
則
だ
け
で
我
慢
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、

次
に
述
べ
る
考
察
は
全
て
こ
の
点
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
講

義
の
後
半
で
初
め
て
、
私
は
こ
の
点
を
拡
張
し
て
行
く
だ
ろ
う
㈹
。

　
行
為
の
在
り
方
は
常
に
あ
る
規
則
あ
る
い
は
規
範
に
関
し
て
、
（
相
対
的

で
あ
れ
絶
対
的
で
あ
れ
一
「
さ
れ
る
べ
き
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
実
践
的

規
則
あ
る
い
は
法
則
（
法
則
と
は
例
外
の
な
い
規
則
と
解
さ
れ
る
一
は
、

理
論
的
規
則
と
区
別
さ
れ
る
。
ま
さ
に
我
々
が
こ
の
こ
と
を
既
に
こ
れ
と

対
応
し
た
《
目
昌
》
命
題
等
々
何
々
命
題
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
で
あ

る
。
理
論
的
規
則
あ
る
い
は
法
則
（
例
え
ば
、
「
あ
な
た
が
コ
ッ
プ
を
手
か

ら
離
せ
ば
、
コ
ッ
プ
は
手
か
ら
落
ち
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
法
則
が
あ

る
」
一
は
、
観
察
さ
れ
た
規
則
性
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
我
々
は
、
実
践
的
な
も
の
の
場
合
に
は
規
則
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
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こ
と
を
話
題
に
す
る
。
そ
う
し
な
い
限
り
、
そ
の
規
則
と
の
関
連
で
批
判

さ
れ
る
の
で
あ
る
ω
。
実
践
的
規
則
の
み
が
有
効
な
も
の
と
し
て
規
範
と

も
呼
ば
れ
る
。
規
範
と
い
う
語
は
比
較
的
狭
い
意
味
で
定
義
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
。
だ
が
、
私
は
こ
の
語
を
「
実
践
的
規
則
」
と
同
じ
意
味
で
用
い
た
い
。

　
さ
て
、
我
々
は
様
々
な
種
類
の
実
践
的
規
則
一
実
践
的
《
目
g
》
命

題
一
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
私
が
理
性
的
規
範
と
名

づ
け
た
い
規
則
及
び
私
が
杜
会
的
規
範
と
名
づ
け
る
も
の
と
が
、
私
に

と
っ
て
特
に
重
要
で
あ
る
。
更
に
、
私
は
ル
ー
ル
を
こ
の
二
つ
の
大
き
な

グ
ル
ー
プ
と
区
別
し
た
い
。
こ
の
区
分
に
よ
っ
て
完
全
な
も
の
を
求
め
て

い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
区
分
は
端
的
に
私
の
目
的
に
十
分
適
う
と
い
う

だ
け
で
あ
る
。
（
例
え
ば
、
言
語
規
則
と
は
何
か
、
の
よ
う
に
。
）

　
私
は
理
性
的
規
範
を
、
「
そ
れ
は
…
理
性
的
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
で
あ

ろ
う
と
、
「
そ
れ
は
…
よ
い
一
或
い
は
、
最
善
で
あ
る
）
」
と
い
う
表
現
で

あ
ろ
う
と
、
例
え
ば
、
「
あ
な
た
が
最
終
の
地
下
鉄
に
間
に
合
い
た
け
れ

ば
、
今
出
発
す
る
こ
と
が
理
性
的
だ
ろ
う
（
或
い
は
、
よ
い
だ
ろ
う
）
」

と
か
「
あ
な
た
は
煙
草
を
止
め
れ
ば
、
理
性
的
だ
ろ
う
一
或
い
は
、
よ
い

－
つ
ま
り
、
あ
な
た
の
た
め
に
よ
い
だ
ろ
う
一
」
と
い
う
よ
う
に
、
我
々

が
導
入
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
が
存
在
す
る
よ
う
な
具
合
に
定
義
し
た

い
の
で
あ
る
。
最
初
の
例
で
は
、
行
為
は
仮
定
さ
れ
た
目
標
一
こ
の
場

合
、
最
終
の
地
下
鉄
に
問
に
合
う
こ
と
）
の
達
成
の
た
め
に
ど
ち
ら
か
と

言
え
ば
必
然
的
に
、
実
践
的
と
見
な
さ
れ
る
。
次
の
例
で
は
、
基
準
点
は

個
人
の
健
康
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
我
々
は
、
二
つ
の
事
例
の
人
物
が
こ
の
意
味
で
行
為
す
べ

き
で
あ
る
あ
る
い
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
あ
り
方
で
行
為
し
な

い
場
合
に
は
、
こ
の
人
物
は
非
理
性
的
に
行
為
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ

う
、
即
ち
、
自
分
の
目
的
を
達
成
し
な
い
だ
ろ
う
、
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
こ
と
が
、
何
故
こ
の
種
の
行
為
規
則
を
理
性
的
規
範
と
呼
ぶ
こ

と
が
有
意
味
と
思
わ
れ
る
か
の
根
拠
で
あ
る
。
我
々
は
同
じ
く
、
一
般
に

そ
の
都
度
実
践
的
必
然
性
の
意
味
を
問
わ
れ
る
一
つ
の
原
則
を
こ
の
よ
う

な
解
釈
か
ら
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
《
昌
畠
》
と
い
う

語
は
そ
の
意
味
の
実
践
的
使
用
に
お
い
て
は
、
ま
ず
本
来
把
握
し
得
な
い

と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
人
物
が
そ
の
よ
う
に
行
為
し

な
い
場
合
に
起
こ
る
こ
と
に
こ
の
語
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々

は
何
か
経
験
的
に
把
握
し
得
る
も
の
と
関
係
す
る
命
題
を
獲
得
す
る
の
で

あ
る
。
同
時
に
、
我
々
は
今
す
ぐ
に
も
、
行
為
者
が
そ
の
よ
う
に
行
為
し

な
い
場
合
に
彼
に
と
っ
て
否
定
的
な
何
も
の
か
、
即
ち
、
あ
る
種
の
制
裁

が
全
て
の
実
践
的
《
昌
島
》
に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
を
予
想
し
得
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
制
裁
を
1
こ
の
語
の
広
義
に
お
い
て
1
想
定
し
な

い
と
す
れ
ば
、
実
践
的
必
然
性
（
《
昌
昌
》
あ
る
い
は
《
竃
ξ
）
に
つ
い

て
語
る
こ
と
が
さ
ら
に
如
何
な
る
意
味
を
も
ち
得
る
か
が
、
理
解
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
我
々
は
道
徳
的
規
範
が
有
す
る
文
法
的
に
絶
対

的
な
《
冒
畠
》
も
、
こ
の
語
が
制
裁
に
対
し
て
相
対
的
で
あ
る
と
い
う
意

味
で
、
相
対
的
で
あ
る
こ
と
を
予
想
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

　
ル
ー
ル
を
指
示
す
る
《
目
昌
》
命
題
は
、
理
性
的
規
範
と
本
質
的
に
区

別
さ
れ
て
い
る
。
も
し
私
が
チ
ェ
ス
で
ビ
シ
ョ
プ
を
動
か
す
よ
う
に
ル
ー

ク
を
動
か
せ
ば
、
そ
れ
は
非
理
性
的
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ル
i
ル
に

反
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
行
な
う
別
の
ゲ
ー
ム
を
心
に

思
い
浮
か
べ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
に
動
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か
し
た
い
人
に
は
、
「
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
よ
」
と
言
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
す
る
と
、
相
手
は
「
ど
う
し
て
？
」
と
尋
ね
る
。
そ
の
返
答
は
、

「
な
ぜ
な
ら
、
あ
な
た
は
そ
の
場
合
に
は
こ
の
ゲ
ー
ム
を
し
て
い
な
い
か

ら
」
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
ゲ
ー
ム
は
こ
う
し
た
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
こ

の
よ
う
な
可
能
な
指
し
手
を
定
義
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
理
性
的
規
則
と
は
、
カ
ン
ト
が
命
法
と
名
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
私
の

最
初
の
例
一
地
下
鉄
の
例
一
は
、
所
謂
カ
ン
ト
の
仮
言
命
法
に
対
応
し
て

い
る
。
私
の
第
二
の
例
一
煙
草
の
例
）
は
、
お
お
よ
そ
カ
ン
ト
が
実
然
命

法
と
名
づ
け
た
も
の
に
対
応
し
て
い
る
㈹
。
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
は
、
さ
ら

に
第
三
の
類
型
で
あ
る
理
性
的
規
範
、
即
ち
、
所
謂
定
言
命
法
を
こ
れ
ら

二
つ
の
類
型
と
区
別
し
得
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
道
徳
的
規
範
は

ま
さ
に
定
言
命
法
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
彼
の
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
。
定

言
命
法
と
は
、
何
ら
基
準
点
を
も
た
な
い
理
性
的
規
則
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
場
合
、
特
定
の
目
的
に
関
係
し
あ
る
い
は
、
ま
た
行
為
者

の
幸
福
あ
る
い
は
他
者
の
幸
福
に
も
関
係
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
端
的

に
何
か
あ
る
こ
と
を
為
す
こ
と
が
理
性
的
な
の
で
あ
る
。
そ
の
際
カ
ン
ト

は
、
道
徳
的
規
範
が
絶
対
的
価
値
判
断
と
し
て
公
式
化
さ
れ
得
る
（
即
ち
、

「
X
を
為
す
こ
と
は
、
よ
い
あ
る
い
は
わ
る
い
」
一
と
い
う
こ
と
を
援
用

し
て
い
る
。
が
、
今
や
彼
は
、
こ
の
道
徳
的
規
範
を
仮
言
命
法
及
び
実
然

命
法
と
全
く
同
じ
よ
う
に
は
、
つ
ま
り
、
「
X
を
為
す
こ
と
は
、
理
性
的
で

あ
る
あ
る
い
は
理
性
に
反
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
は
、
公
式
化
さ
れ
得
な

い
と
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
非
道
徳
的
に
振
る
舞
う
者
は
、
非
合
理
的
で
も
あ
る
、
レ
」
言
う

こ
と
は
、
我
々
の
通
常
の
理
解
に
反
す
る
。
さ
ら
に
、
特
定
の
諸
行
為
を

絶
対
的
に
合
理
的
な
も
の
と
し
て
示
す
こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
こ
の
場

合
道
徳
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
■
合
理
性
一
般
の

意
味
に
反
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
我
々
が
非
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
の

は
、
我
々
が
我
々
の
考
え
や
目
標
に
お
い
て
首
尾
一
貫
し
て
い
な
い
と

き
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
が
実
践
的
に
非
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、

我
々
が
我
々
の
目
標
に
お
い
て
首
尾
一
貫
し
て
い
な
い
と
き
、
あ
る
い
は

我
々
の
行
為
を
我
々
の
目
標
と
の
関
係
で
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
人
は
ヒ
ュ
ー
ム
と
と
も
に
、
我
々
の
目
標

は
常
に
既
に
－
我
々
の
情
緒
性
、
我
々
の
諸
感
情
か
ら
ー
前
も
っ
て
与
え

ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
、
合
理
的
あ
る
い
は
非
合
理
的
な

振
る
舞
い
に
対
す
る
基
準
点
が
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
受
け

入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
絶
対
的
に
合
理
的
で
あ
る
よ
う
な
行
為
は
何

で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
は
知
り
得
な
い
。
こ
う
し
た
話
は
ば
か
げ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
こ
の
限
り
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ン
ト
が
絶
対
的
な
意
味
で
の
理
性
が
存
在
す

る
と
主
張
す
る
と
き
、
彼
が
通
常
の
意
味
で
の
合
理
性
を
考
え
る
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
確
実
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
当
然
カ
ン

ト
は
こ
う
し
た
議
論
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
が
定

言
命
法
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
き
、
彼
は
特
殊
な
理
性
概
念
を
考
え
て
い

る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
ま
た
、
な
ぜ
非
道
徳
的
な
者
が
合
理
的
に
見

え
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
理
由
で
あ
る
、
す

な
わ
ち
、
そ
の
者
は
も
ち
ろ
ん
通
常
の
意
味
で
の
「
合
理
性
」
に
お
い
て

た
ま
た
ま
理
性
的
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
の
特
殊
な
意
味
に
お
い
て
な
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の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
私
は
、
一
時
議
論
を
中
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
特
殊
な
意
味
で
の
理
性
が
ど
の
よ
う
に
し
て
理
解

さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
カ
ン
ト
の
実
際
の
提
案
を
吟
味
し
て
初
め
て
、
先

に
進
め
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
私
は
、
ア
i
ペ
ル
や
「
理

性
的
」
な
非
相
対
的
発
話
を
同
様
に
前
提
し
て
い
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
別

の
提
案
を
吟
味
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
カ
ン
ト
倫
理
学
を
述
べ
る
と
き
、

行
う
つ
も
り
で
あ
る
。

　
だ
が
我
々
は
こ
こ
ま
で
で
も
今
や
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
こ
う
し
た
も
は
や
通
常
の
意
味
で
の
合
理
性
に
定
位
し
て
い
な

い
よ
う
な
理
性
概
念
は
一
つ
の
哲
学
的
虚
構
で
あ
ろ
う
と
。
人
は
今
や
強

調
さ
れ
た
理
性
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
二
に
、
道
徳

的
な
も
の
が
絶
対
的
に
合
理
的
で
あ
る
と
現
実
に
示
さ
れ
る
場
合
で
も
、

一
体
何
が
獲
得
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
こ
の
よ
う
な
理
解
の
信
奉
者

は
、
自
分
た
ち
が
道
徳
的
な
も
の
を
こ
の
よ
う
に
し
て
、
特
殊
に
強
固
に

基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
証
明
し
た
と
信
じ
て
い
る
。
だ
が
こ

の
こ
と
は
実
践
的
な
意
味
に
お
い
て
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
？
こ
の
意
味
で

の
非
合
理
性
は
制
裁
を
受
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
？
通
常
の
理
性
規
則
の

も
と
で
は
、
非
合
理
性
は
、
非
合
理
的
で
あ
る
こ
と
が
行
為
者
の
目
標
に

関
し
て
害
を
与
え
る
と
い
う
理
由
で
の
み
、
制
裁
を
受
け
る
も
の
で
あ

る
。
非
道
徳
的
な
も
の
が
一
さ
ら
に
強
調
さ
れ
た
一
非
合
理
性
と
い
う
追

加
の
レ
ッ
テ
ル
を
も
つ
こ
と
は
、
我
々
が
そ
の
レ
ッ
テ
ル
を
避
け
る
別
の

理
申
そ
う
し
た
も
の
は
も
っ
ぱ
ら
我
々
が
そ
の
レ
ッ
テ
ル
に
対
し
て
抱

く
感
情
の
う
ち
に
存
し
う
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
理
由
を
既
に
も
っ
て
い

な
い
場
合
、
我
々
に
と
っ
て
ど
う
で
も
よ
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　
私
は
こ
の
こ
と
に
再
び
立
ち
返
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
に
私
は
、
す

で
に
く
つ
が
え
せ
な
い
よ
う
な
か
た
ち
で
証
明
さ
れ
た
も
の
と
し
て
妥
当

し
う
る
こ
と
よ
り
も
、
こ
の
道
は
袋
小
路
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と

す
る
。

　
今
や
我
々
は
、
私
が
社
会
規
範
と
呼
ん
だ
実
践
的
規
則
に
向
か
う
。
こ

の
術
語
を
私
は
、
杜
会
規
範
に
従
っ
て
行
為
し
な
い
者
は
、
社
会
的
制
裁

を
被
る
と
い
う
よ
う
に
定
義
す
る
。
社
会
規
範
を
理
性
規
範
か
ら
区
別
す

る
こ
と
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
反
論
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
杜
会
的
制

裁
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
規
則
に
従
っ
て
行
為
す
る
者
は
、
ま
た
限
定
さ

れ
た
一
否
定
的
一
目
標
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
こ
う
し
た
諸
規
範

は
そ
れ
自
身
優
言
的
な
理
性
規
則
で
あ
る
、
と
。
こ
の
こ
と
は
正
t
い

ω
。
し
か
し
避
け
ら
れ
る
べ
き
目
標
が
社
会
的
制
裁
で
あ
る
と
い
う
状
況

に
は
、
付
随
す
る
重
要
な
諸
側
面
が
結
び
付
い
て
い
る
の
で
、
規
範
を
固

有
の
種
類
の
規
則
と
し
て
際
立
た
せ
る
の
は
有
意
義
な
こ
と
で
あ
る
。

ル
ー
ル
さ
え
も
、
形
式
的
に
は
仮
言
命
法
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

　
さ
て
私
は
社
会
規
範
の
三
つ
の
種
類
を
区
別
す
る
。
第
一
の
も
の
は
、

最
も
単
純
に
理
解
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
刑
法
上
の
諸
規
範
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
制
裁
は
、
裁
判
権
の
内
部
で
確
定
さ
れ
る
外
的
刑
罰
で

あ
る
。
こ
の
種
の
規
範
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
国
で

明
確
な
法
律
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
の
基
準
は
、
法
律
で
特
定
さ
れ
て
い

る
種
類
の
行
為
が
罰
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
法
に
適
っ
た
諸
規
範
か
ら
、
私
は
、
そ
の
制
裁
が
漠
然
と
し
た
社
会
的

圧
力
の
う
ち
に
あ
る
よ
う
な
社
会
規
範
を
区
別
す
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方

で
道
徳
的
規
範
は
実
際
今
日
広
く
社
会
科
学
の
な
か
で
定
義
さ
れ
て
い
る
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一
社
会
的
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
一
。
一
方
哲
学
者
た
ち
は
、
こ
う
し
た
理
解
の
横

を
通
常
あ
っ
け
な
く
通
り
過
ぎ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
哲
学
的
倫
理
学

が
、
一
つ
の
道
徳
性
一
あ
る
い
は
多
数
の
道
徳
性
一
と
い
う
形
式
的
な
概

念
の
問
題
全
体
を
重
要
な
も
の
と
し
て
こ
れ
ま
で
把
握
し
て
こ
な
か
っ
た

こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
社
会
科
学
的
理
解
に
は
ま
ず
も
っ
て
、
こ
れ

が
、
ま
だ
十
分
で
は
な
い
に
せ
よ
、
道
徳
的
判
断
の
際
特
殊
な
義
務
づ
け

が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
う
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
答

え
を
与
え
る
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
当
然
こ
こ
に
は
、
仮
言
命
法
に

組
み
入
れ
る
こ
と
が
な
ぜ
十
分
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

の
決
定
的
理
由
が
あ
る
。
杜
会
的
制
裁
の
特
殊
な
も
の
は
、
そ
の
よ
う
に

は
出
会
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　
社
会
科
学
的
理
解
は
さ
ら
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は

二
つ
の
局
面
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
は
、
こ
こ
で
の
制
裁
が
法
規
範
の
刑
罰
と
違
っ
て
内
的
な
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
意
味
す
る
こ
と
を
、
私
は
次

の
講
義
で
初
め
て
示
す
だ
ろ
う
。

　
第
二
に
画
一
的
な
杜
会
科
学
的
理
解
の
重
要
な
弱
点
は
、
慣
習
と
道
徳

的
規
範
と
の
間
を
区
別
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
諸
文
化
が
漠
然
と

し
た
社
会
的
強
制
力
か
ら
区
別
さ
れ
る
法
則
化
さ
れ
た
刑
罰
の
適
法
性

を
、
い
か
に
わ
ず
か
と
は
い
え
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
先
の
区

別
を
し
な
い
文
化
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
我
々
に
馴
染

み
の
文
化
に
と
っ
て
、
慣
習
的
ル
ー
ル
と
道
徳
的
ル
ー
ル
の
間
の
相
違

は
、
一
方
で
は
二
つ
の
ル
ー
ル
の
間
の
相
違
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
し
て
他

方
で
は
法
的
諸
規
範
の
問
の
相
違
と
同
じ
よ
う
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

一
当
然
刑
法
上
の
規
範
は
そ
れ
白
身
、
道
徳
的
に
善
い
あ
る
い
は
悪
い
と

判
断
さ
れ
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
存
在
す
る
法
規
範
は
、
そ
の
よ
う
な
判

断
か
ら
独
立
し
て
い
る
。
一

　
人
々
は
慣
習
的
な
も
の
と
道
徳
的
な
も
の
と
の
間
の
区
別
を
ど
の
よ
う

に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
が
裸
で
こ
の
講
義
室

に
入
っ
て
く
る
と
し
よ
う
、
あ
な
た
方
は
そ
れ
を
見
て
間
違
い
な
く
変
だ

と
思
う
だ
け
で
な
く
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
思
う
だ
ろ
う
。
私
が
あ
な
た

方
に
、
何
故
そ
ん
な
反
応
を
す
る
ん
だ
と
た
ず
ね
た
な
ら
、
あ
な
た
方
は

「
人
々
は
そ
ん
な
こ
と
を
し
ま
せ
ん
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
我
々
の
も
と

で
は
、
こ
の
文
化
で
は
、
あ
な
た
の
行
為
は
普
通
じ
ゃ
な
い
の
で
す
」
と

答
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
あ
な
た
方
は
、
私
が
誰
か
の

自
尊
心
を
傷
つ
け
た
よ
う
な
場
合
に
あ
な
た
が
述
べ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、

つ
ま
り
「
そ
れ
は
悪
い
こ
と
で
す
」
と
は
、
ま
ず
述
べ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
こ
と
は
先
の
区
別
に
関
し
て
次
の
説
明
を
容
易
に
す
る
。
社
会
的

慣
習
の
も
と
で
は
、
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
あ
る
振
る
舞
い
の
拒
絶
が
決
定
的

と
な
る
。
我
々
が
そ
の
よ
う
に
振
る
舞
わ
な
い
一
す
な
わ
ち
振
る
舞
っ
て

は
な
ら
な
い
、
振
る
舞
う
こ
と
が
で
き
な
い
一
と
い
う
こ
と
は
、
一
」
う
し

た
振
る
舞
い
が
我
々
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
の
み

基
づ
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
拒
絶
は
す
で
に
根
拠
づ
け
で
あ
っ
て
、
さ
ら

に
拒
絶
の
側
で
根
拠
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
要
求
し
な

い
。
そ
れ
に
反
し
て
道
衡
規
範
の
侵
犯
の
際
の
拒
絶
は
、
人
々
が
そ
の
よ

う
に
振
る
舞
う
こ
と
を
悪
い
と
み
な
す
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
に
拒

絶
の
側
で
も
は
っ
き
り
と
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
文
法
的
に
絶
対
的
な
《
昌
畠
》
が
持
つ
一
定
の
意
味
の
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分
析
は
、
お
の
ず
か
ら
他
の
語
群
－
《
o
・
昌
》
や
《
。
。
o
巨
8
巨
》
ー
の
文
法

的
に
絶
対
的
な
用
法
が
持
つ
一
定
の
意
味
を
も
ま
た
明
ら
か
に
す
る
よ
う

要
求
す
る
の
で
あ
る
。

　
人
々
は
慣
習
的
な
も
の
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
が
絶
対
的
な
《
目
島
》

を
含
意
す
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
道
徳
的
な
も
の
と
関
連
す
る
と
い

う
こ
と
を
主
張
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
《
冒
g
》
の
絶

対
性
は
、
一
定
の
グ
ル
ー
プ
が
も
っ
《
目
畠
》
の
拒
絶
要
求
が
相
対
化
さ

れ
る
一
「
我
々
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
な
い
」
）
こ
と
に
よ
っ
て
撤
回
さ
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
実
践
的
な
《
昌
畠
》
一
般
が
、
制
裁
な
し
に
考
え
ら
れ
な

い
限
り
、
制
裁
に
お
け
る
単
に
文
法
的
な
絶
対
的
形
式
の
背
後
に
あ
る
道

徳
的
な
も
の
の
中
に
も
、
あ
る
相
対
化
す
る
見
地
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

が
す
で
に
予
見
さ
れ
う
る
。

　
　
　
ス
フ
ォ
ー
ド
、
一
九
六
一
、
七
九
頁
以
下
参
照
。

（
6
）
　
『
道
徳
形
而
上
学
原
論
（
9
…
昌
晶
昌
σ
・
N
昌
旨
9
岩
巨
壱
寿
宗
H

　
吻
ま
9
）
』
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
、
第
四
巻
、
四
一
四
お
よ
び
次
頁
。

（
7
）
私
は
、
道
徳
的
諸
規
範
が
杜
会
規
範
の
一
種
で
あ
る
こ
と
を
示
す

　
の
だ
か
ら
、
そ
の
限
り
ま
た
、
道
徳
的
諸
規
範
は
あ
る
種
の
仮
言
命

　
法
で
あ
る
と
い
う
弔
巨
号
唱
3
9
の
テ
ー
ゼ
に
賛
同
す
る
。

601

註
一
1
）
私
の
『
哲
学
論
集
』
二
七
一
頁
参
照
。

一
2
一
《
①
・
巨
一
善
い
一
》
に
つ
い
て
は
、
ρ
甲
＜
、
ξ
掛
巨
『
善
の
多
様
性

　
（
皇
①
＜
胃
－
＆
g
亀
Q
8
ま
①
ω
ω
）
』
、
ロ
ン
ド
ン
、
一
九
六
三
が
最
も

、
良
い
。
《
目
寡
ω
昌
》
、
《
。
。
昌
g
》
に
つ
い
て
は
、
－
．
■
．
甲
；
8
巨
①

　
　
『
倫
理
学
（
里
巨
ぎ
）
』
、
ペ
ン
ギ
ン
社
、
一
九
七
七
、
第
三
章
を
参

　
昭
㌔

一
3
一
呂
8
巨
且
削
掲
書
参
照
。

一
4
一
第
二
講
義
参
照
。

（
5
）
甲
r
＞
』
貧
『
法
の
概
念
（
畠
⑰
O
昌
8
阜
亀
■
婁
）
』
、
オ
ッ
ク



訂
　
正

　
「
倫
理
学
」
第
M
号
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
「
〈
公
的
な
歴
史
認
識
〉
の
基

準
を
め
ぐ
つ
て
－
ド
イ
ツ
歴
史
家
論
争
1
」
の
註
の
一
部
に
誤
り
が
あ

り
ま
し
た
の
で
、
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

七
九
ぺ
ー
ジ
下
段
に
あ
る
註
一
1
0
一
（
1
1
一
が
重
複
し
て
い
ま
す
。

一
u
一
を
削
除
し
て
下
さ
い
。
従
っ
て
一
1
2
一
以
下
の
註
の
番
号
が
一
つ
ず

つ
繰
り
上
が
り
ま
す
。
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