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「
「
日
本
語
」
を
「
武
器
」
に
す
る
雑
誌
ヲ
ォ
ル
モ
サ
』
 
 
 

へ
1
〉
（
2
｝
（
3
｝
て
ユ
 
一
九
三
三
年
三
月
、
王
白
淵
、
呉
坤
煙
、
張
文
環
、
率
水
福
ら
東
京
に
留
学
し
て
い
た
台
湾
人
た
ち
は
、
「
眞
に
台
湾
人
が
必
要
と
す
る
新
 
 

（
5
）
 
文
芸
」
の
確
立
を
目
指
し
て
、
「
台
湾
芸
術
研
究
会
」
を
結
成
し
た
。
こ
の
「
台
湾
芸
術
研
究
会
」
は
、
「
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
連
盟
（
コ
ッ
 
 

プ
）
」
の
流
れ
を
汲
む
「
台
湾
文
化
サ
ー
ク
ル
」
を
合
法
組
織
と
し
て
再
建
し
た
も
の
で
、
同
年
七
月
に
、
「
麗
し
の
島
」
を
意
味
す
る
機
関
誌
 
；
ヱ
一
7
）
 
 

『
フ
ォ
ル
モ
サ
』
を
創
刊
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
創
刊
の
辞
」
は
、
ま
ず
「
台
湾
は
地
理
的
に
は
熱
帯
樽
有
の
自
然
に
面
接
し
、
政
治
的
人
種
 
 

的
に
は
、
中
国
の
属
領
か
ら
我
国
の
殖
民
地
に
編
入
さ
れ
た
特
殊
事
情
を
有
し
、
其
の
下
に
高
砂
民
族
、
台
湾
人
、
内
地
人
の
三
者
が
混
居
し
 
 

て
ゐ
る
」
と
い
う
台
湾
の
現
状
を
述
べ
、
「
何
故
数
千
年
の
文
化
遺
産
と
現
在
処
す
る
諸
々
の
特
殊
車
情
の
中
に
生
き
る
人
々
の
中
か
ら
今
迄
 
 

に
独
特
の
文
芸
が
生
れ
な
か
つ
た
か
」
に
つ
い
て
、
「
勇
気
と
団
結
力
と
が
足
ら
な
か
つ
た
」
こ
と
を
原
因
と
し
、
従
っ
て
「
浅
学
非
才
な
我
 
 

等
は
此
に
鑑
み
、
今
立
つ
て
自
ら
先
駆
者
と
な
り
、
消
極
的
に
は
従
来
の
微
弱
な
文
芸
作
品
や
現
に
民
間
に
胎
衆
す
る
歌
謡
及
伝
説
等
の
郷
土
 
 

芸
術
を
整
理
研
究
し
、
積
極
的
に
は
吾
人
の
全
精
神
を
以
て
其
の
台
湾
純
文
芸
を
創
作
す
る
決
心
で
あ
る
」
と
い
う
趣
旨
を
掲
げ
て
い
る
。
ま
 
一
8
）
 
 

た
、
「
和
文
の
文
芸
表
現
－
土
れ
は
わ
れ
ら
の
将
来
の
最
も
大
い
に
活
躍
す
べ
き
唯
一
の
武
器
で
あ
る
」
と
唱
え
、
誌
面
に
は
日
本
語
に
よ
る
 
 

創
作
が
中
心
に
掲
載
さ
れ
た
こ
の
雑
誌
は
、
植
民
地
期
台
湾
に
お
け
る
日
本
語
純
文
学
雑
誌
の
隆
盛
に
先
鞭
を
つ
け
た
も
の
で
あ
り
、
台
湾
人
 
 

に
よ
る
文
芸
の
方
向
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
た
重
要
な
文
芸
誌
と
さ
れ
て
き
た
。
 
 
 

創
刊
号
の
発
行
部
数
は
五
首
部
で
、
在
京
の
主
要
新
聞
社
、
各
会
員
、
図
書
館
、
お
よ
び
台
湾
島
内
の
同
志
に
送
ら
れ
、
ま
た
台
中
の
中
央
 
 

帝
都
東
京
に
さ
ま
よ
う
曖
昧
な
 
「
日
本
人
」
 
 

－
 
帝
国
日
本
の
言
語
政
策
を
逆
手
に
取
っ
た
巫
永
福
の
 
「
首
と
体
」
・
 
 

呉
 
 

亦
 
折
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ー
u
こ
 
書
局
を
通
じ
て
五
十
部
ほ
ど
が
販
売
さ
れ
た
。
第
二
号
は
同
年
十
二
月
、
第
三
号
は
三
四
年
六
月
に
発
行
さ
れ
た
が
、
発
行
資
金
に
行
き
詰
 
（
け
）
 
 

ま
っ
た
た
め
に
廃
刊
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
「
台
湾
芸
術
研
究
会
」
は
の
ち
に
「
台
湾
文
芸
聯
盟
」
の
東
京
支
部
と
し
て
活
動
を
 
 

続
け
る
。
さ
ら
に
、
同
人
た
ち
は
帰
台
後
、
一
九
四
〇
年
代
の
台
湾
文
壇
を
担
う
人
物
と
な
っ
て
い
っ
た
。
 
 

■
‖
一
 
 
と
こ
ろ
で
、
民
族
主
義
に
基
づ
く
「
台
湾
新
文
学
運
動
」
の
一
環
と
主
唱
し
な
が
ら
、
帝
国
支
配
者
の
言
語
で
あ
る
「
日
本
語
」
を
も
っ
て
 
 

「
其
の
台
湾
文
芸
」
を
作
ろ
う
と
す
る
『
フ
ォ
ル
モ
サ
』
の
実
践
は
、
今
日
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
非
常
に
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
る
も
の
の
よ
う
 
 

に
も
み
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
フ
ォ
ル
モ
サ
』
は
当
時
植
民
地
化
さ
れ
た
台
湾
の
人
々
に
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
 
 

そ
の
こ
と
は
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
単
な
る
同
化
志
向
と
い
っ
て
批
判
し
て
し
ま
う
こ
と
も
可
能
だ
が
、
『
フ
ォ
ル
モ
サ
』
の
言
琴
 
 

文
化
の
実
践
に
、
よ
り
複
雑
な
戦
略
を
読
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
っ
た
く
抵
抗
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
は
ひ
と
ま
 
 

ず
置
く
と
し
て
も
、
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
台
湾
の
人
々
の
の
受
容
に
こ
そ
、
台
湾
に
お
い
て
日
本
語
を
書
く
こ
と
に
ま
つ
わ
る
権
力
関
係
の
痕
 
【
l
：
｝
 
 

跡
が
刻
印
さ
れ
る
と
い
え
る
は
ず
で
あ
る
。
一
九
一
〔
）
年
前
後
生
ま
れ
の
若
い
『
フ
ォ
ル
モ
サ
』
同
人
た
ち
は
、
初
等
教
育
か
ら
「
同
化
政
策
」
 
 

に
基
づ
く
「
国
語
（
日
本
語
）
教
育
」
を
受
け
、
日
本
語
の
書
籍
、
刊
行
物
に
よ
っ
て
文
学
知
識
を
吸
収
し
て
い
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
彼
ら
 
 

の
作
家
と
し
て
の
活
動
が
盛
ん
に
な
っ
た
一
九
三
〇
年
代
に
は
、
日
本
内
地
の
大
手
新
聞
紙
が
移
入
取
次
を
通
し
て
次
々
と
台
湾
で
の
販
売
に
 
 

力
を
入
れ
、
帝
国
日
本
の
「
国
語
政
策
」
下
で
台
湾
の
日
本
語
読
者
層
が
増
大
し
て
き
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
 
 

「
日
本
語
」
を
用
い
る
こ
と
で
、
台
湾
そ
し
て
台
湾
以
外
に
も
膨
大
な
「
読
者
」
が
得
ら
れ
る
と
い
う
可
能
性
に
、
東
京
留
学
と
い
う
台
湾
の
 
 

外
部
で
の
体
験
を
通
し
て
気
づ
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

自
ら
進
ん
で
日
本
語
の
小
説
を
書
く
行
為
は
、
植
民
地
台
湾
の
文
学
を
日
本
文
学
の
制
度
の
周
縁
に
押
し
込
む
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
 
 

し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
日
本
語
で
編
成
さ
れ
た
帝
国
の
領
域
に
、
台
湾
で
善
か
れ
た
「
日
本
語
文
学
」
が
占
め
る
べ
き
場
所
（
そ
れ
が
い
か
に
 
 

周
縁
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
）
が
あ
る
こ
と
を
、
主
張
す
る
行
為
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
言
語
植
民
地
支
配
下
で
、
日
本
語
で
小
説
を
書
 
 

か
ぎ
る
を
え
な
い
と
い
う
抑
圧
的
状
況
を
「
真
の
台
湾
文
学
の
創
出
」
と
い
う
夢
に
昇
華
し
よ
う
と
す
る
冒
オ
ル
モ
サ
』
の
試
み
か
ら
、
「
日
 
 

本
語
」
自
体
の
政
治
性
が
問
わ
れ
る
と
い
う
逆
説
的
な
プ
ロ
セ
ス
も
見
出
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

そ
こ
で
本
論
で
は
、
「
台
湾
芸
術
研
究
会
」
は
「
日
本
語
で
何
を
し
た
か
」
に
焦
点
を
当
て
、
ヲ
ォ
ル
モ
サ
』
創
刊
号
に
発
表
さ
れ
た
卒
水
 
 

福
の
「
首
と
体
」
と
い
う
小
説
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
間
題
の
事
例
研
究
の
一
つ
に
し
た
い
と
思
う
。
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二
、
「
留
学
生
小
説
」
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
「
首
と
体
」
 
 
 

一
九
三
二
年
四
月
、
十
九
歳
の
畢
水
福
は
医
学
科
へ
の
進
学
を
や
め
、
父
親
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
明
治
大
学
文
芸
科
に
入
学
し
た
。
在
学
 
 

■
〓
｝
 
 

中
に
は
山
本
有
三
や
横
光
利
「
小
林
秀
雄
、
岸
田
国
士
、
萩
原
朔
太
郎
、
米
川
正
夫
ら
の
教
え
を
受
け
た
と
い
う
。
ま
た
、
当
時
同
じ
く
本
 
 

郷
に
住
む
東
洋
大
学
中
退
の
張
文
環
と
知
り
合
い
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
三
三
年
に
東
京
で
設
立
さ
れ
た
「
台
湾
芸
術
研
究
会
」
の
同
人
 
 

に
な
り
、
『
フ
ォ
ル
モ
サ
』
創
刊
号
に
「
首
と
体
」
、
第
二
号
に
訴
「
乞
食
・
他
二
篇
」
と
戯
曲
「
紅
緑
賊
」
、
第
三
号
に
小
説
「
黒
龍
」
を
発
 
 

表
し
て
注
目
を
浴
び
た
。
 
 
 

「
首
と
体
」
は
卒
水
福
自
身
の
処
女
作
で
も
あ
り
、
語
り
手
の
 
「
私
」
 
の
 
「
独
白
（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）
」
に
よ
っ
て
物
語
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
 
 

ま
ず
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
 
 
 

二
日
酔
い
の
朝
、
「
私
」
は
友
人
の
S
と
学
校
へ
行
く
途
中
、
借
行
杜
の
外
壁
に
く
っ
つ
い
て
い
る
獅
子
の
頭
の
噴
水
口
を
目
に
し
た
。
「
私
」
 
 

は
獅
子
に
変
わ
る
色
々
の
自
分
の
姿
を
想
像
し
な
が
ら
、
S
と
そ
の
日
の
東
京
座
の
観
劇
（
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
「
桜
の
園
」
）
 
に
つ
い
て
話
し
た
。
 
 

放
課
後
、
「
私
共
」
二
人
は
日
比
谷
に
出
て
、
開
演
前
に
美
松
と
い
う
デ
パ
ー
ト
で
時
間
を
つ
ぶ
す
こ
と
に
し
た
が
、
何
か
の
原
因
で
S
は
出
 
 

て
い
っ
て
し
ま
う
。
公
園
の
ト
イ
レ
に
行
っ
た
「
私
」
は
便
所
前
の
手
洗
い
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
ふ
と
見
る
と
、
そ
れ
は
「
羊
の
頭
」
 
の
形
を
し
 
 

た
出
水
口
で
あ
っ
た
。
今
日
日
に
し
た
二
つ
の
出
水
口
が
「
平
和
な
羊
と
強
猛
な
獅
子
の
首
」
と
い
う
の
は
妙
に
暗
示
的
で
あ
る
と
「
私
」
は
 
 

考
え
る
。
と
い
う
の
は
、
近
頃
S
が
「
首
と
体
」
に
悩
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
「
頭
（
首
）
」
で
は
東
京
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
い
と
思
っ
 
 

て
い
る
の
だ
が
、
故
郷
の
親
が
結
婚
問
題
で
帰
郷
す
る
よ
う
に
と
彼
の
「
体
」
を
要
求
し
て
い
る
。
「
首
と
体
」
が
相
反
し
た
対
立
状
況
に
置
 
 

か
れ
た
S
の
境
遇
に
対
し
て
、
「
私
」
は
深
い
同
情
を
寄
せ
た
。
ふ
と
「
私
」
は
美
松
で
み
た
着
物
麗
人
の
広
告
写
真
を
思
い
出
し
、
そ
れ
が
 
 

S
の
恋
人
の
面
影
に
そ
っ
く
り
な
の
で
、
先
の
S
の
行
動
を
諒
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
 
 
 

観
劇
後
、
S
は
突
然
帰
郷
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
 
 

「
私
は
国
へ
帰
ろ
う
と
思
ふ
ー
・
私
は
芝
居
を
見
る
よ
り
考
へ
て
た
よ
、
父
母
の
こ
と
を
ね
」
外
へ
出
る
と
す
ぐ
友
が
言
つ
た
憾
み
の
声
 
 
 

だ
、
彼
は
父
母
と
自
分
と
自
分
の
恋
人
を
考
え
て
ゐ
た
の
だ
ら
う
か
「
私
は
あ
の
問
題
を
解
決
し
て
来
や
う
と
思
ふ
、
父
母
の
意
志
に
従
 
 
 

ひ
な
が
ら
私
の
意
志
を
通
さ
う
と
思
ふ
、
重
大
な
問
題
だ
か
ら
ね
、
結
婚
は
、
孝
と
愛
の
衝
突
だ
ら
う
か
」
（
六
五
頁
）
 
（
句
読
点
は
初
出
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の
ま
ま
に
す
る
。
以
下
同
。
）
 
 

そ
し
て
帰
り
に
「
私
共
」
は
神
保
町
に
寄
る
こ
と
に
し
た
。
「
私
」
は
S
に
自
分
の
幻
想
を
話
し
て
い
る
と
、
目
の
前
に
「
獅
子
の
頭
を
持
 
 

っ
た
羊
の
体
、
獅
子
の
体
に
羊
の
頭
を
く
つ
つ
け
た
二
匹
の
怪
獣
が
加
速
度
的
に
走
つ
て
来
た
、
猛
烈
な
勢
い
で
衝
突
し
て
」
、
「
勝
負
が
つ
か
 
 

ぬ
の
に
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
が
出
て
来
た
」
の
を
見
る
。
そ
こ
で
「
私
」
は
「
こ
れ
が
人
間
と
い
ふ
も
の
だ
ら
う
か
」
と
思
っ
た
。
そ
し
て
送
別
の
 
 

意
味
で
カ
フ
ェ
で
も
入
ろ
う
か
と
、
二
人
は
「
新
天
地
を
プ
ラ
つ
く
」
こ
と
を
考
え
た
。
 
 
 

以
上
が
 
「
首
と
体
」
 
の
梗
概
で
あ
る
。
 
 
 

象
徴
と
幻
想
の
表
現
を
取
り
込
ん
で
新
感
覚
派
的
な
作
風
を
と
っ
た
こ
の
作
品
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
標
梼
す
る
冒
オ
ル
モ
サ
』
の
 
 

中
に
お
い
て
か
な
り
異
色
な
存
在
だ
と
い
え
よ
う
。
同
時
代
評
は
現
時
点
で
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
一
九
九
〇
年
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
中
国
語
 
 

一
l
〓
｝
 
 

訳
「
首
輿
鰭
」
が
台
北
前
衛
出
版
社
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
て
注
目
さ
れ
、
台
湾
文
学
史
上
重
要
な
作
品
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 
 
 

た
と
え
ば
陳
芳
明
に
よ
れ
ば
、
植
民
地
知
識
人
の
思
想
（
止
旦
と
行
動
（
体
）
と
の
間
の
相
克
、
矛
盾
を
論
じ
る
際
、
こ
の
小
説
は
重
要
な
 
 

思
考
の
契
機
を
提
示
し
て
い
る
も
の
だ
と
す
る
。
「
体
は
日
本
に
い
る
が
、
首
は
台
湾
に
あ
る
」
は
ず
の
S
が
か
え
っ
て
「
体
は
帰
郷
す
る
が
、
 
 

首
は
日
本
に
残
る
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
主
体
の
価
値
転
倒
だ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
心
身
は
作
者
撃
水
福
自
身
の
投
影
で
あ
り
 
 

な
が
ら
、
「
宗
主
国
」
と
「
故
郷
」
の
間
に
引
き
裂
か
れ
、
進
む
こ
と
も
退
く
こ
と
も
で
き
な
い
留
学
生
た
ち
の
窮
地
を
も
示
し
て
い
る
と
指
 
 

■
ト
一
 
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
獅
子
の
頭
を
持
っ
た
羊
の
体
、
獅
子
の
休
に
羊
の
頭
を
く
つ
つ
け
た
」
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
が
、
S
の
「
首
」
と
「
身
体
」
 
 

の
分
裂
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
陳
建
忠
も
同
じ
論
点
を
ふ
ま
え
て
、
「
留
学
生
小
説
」
の
視
点
か
ら
 
 

「
首
と
体
」
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
 
 

東
京
に
お
け
る
留
学
生
清
は
、
進
歩
と
開
放
の
可
能
を
意
味
し
て
い
る
。
一
方
、
恋
愛
、
結
婚
の
自
由
さ
え
許
さ
れ
て
い
な
い
故
郷
 
 

（
台
湾
）
 
は
閉
塞
的
、
後
進
的
な
と
こ
ろ
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
由
、
理
性
を
憤
れ
る
留
学
生
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
 
 

に
「
首
」
と
「
体
」
の
帝
離
に
苦
し
み
な
が
ら
、
「
人
」
 
（
台
湾
人
？
）
 
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
選
択
問
題
に
困
惑
を
覚
え
た
か
 
 

（
川
）
 
 

が
理
解
で
き
よ
う
。
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確
か
に
、
植
民
地
統
治
を
受
容
す
る
こ
と
と
近
代
化
を
受
容
す
る
こ
と
と
の
二
律
背
反
に
悩
む
植
民
地
知
識
人
の
身
体
は
、
つ
ね
に
不
安
定
 
 

な
分
裂
状
態
に
あ
る
。
と
り
わ
け
「
帝
都
」
に
留
学
し
て
い
る
植
民
地
青
年
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
分
裂
は
一
層
深
刻
に
な
る
こ
と
が
想
像
 
 

で
き
る
。
ま
た
、
主
人
公
の
 
「
私
」
と
友
人
S
と
は
、
帝
国
ホ
テ
ル
、
日
比
谷
公
園
、
神
保
町
な
ど
を
い
か
に
も
慣
れ
た
様
子
で
う
ろ
つ
い
て
 
 

（
1
7
）
 
 

お
り
、
そ
こ
に
は
帝
都
体
験
の
礼
賛
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
陳
建
忠
の
指
摘
も
首
肯
で
き
る
。
 
 
 

だ
が
本
論
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
日
本
語
」
で
善
か
れ
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
、
「
私
」
と
S
に
つ
い
て
「
名
前
」
や
「
出
自
」
な
ど
自
 
 

身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
示
す
表
現
が
一
切
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
人
が
「
台
湾
人
の
東
京
留
学
生
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
 
 

は
、
作
者
が
巫
永
福
と
い
う
台
湾
人
留
学
生
で
、
台
湾
人
留
学
生
が
同
人
と
し
て
発
行
し
て
い
る
『
フ
ォ
ル
モ
サ
』
 
に
掲
載
さ
れ
た
と
い
う
外
 
 

部
の
条
件
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ
る
だ
け
な
の
だ
。
こ
の
作
品
を
単
に
「
留
学
生
小
説
」
と
し
て
読
ん
だ
な
ら
ば
、
こ
の
肝
心
な
部
分
を
見
落
と
 
 

す
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
 
 

（
Ⅲ
）
 
 
 

和
泉
司
は
こ
う
し
た
「
台
湾
を
ぼ
か
し
つ
つ
『
束
京
』
を
身
体
化
し
た
か
の
よ
う
な
表
現
」
に
つ
い
て
注
意
を
払
っ
て
い
る
が
、
「
こ
の
『
首
 
 

と
体
』
は
台
湾
の
結
婚
因
習
に
苦
し
む
青
年
條
を
描
い
て
い
る
、
と
い
う
一
方
で
、
『
帝
都
』
東
京
を
体
験
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
優
越
感
 
 

【
拍
）
 
 

を
隠
せ
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
に
止
ま
り
、
こ
の
設
定
の
背
後
に
あ
る
意
図
に
関
す
る
検
討
は
行
っ
て
い
な
い
。
 
 
 

S
が
、
「
私
は
国
へ
帰
ろ
う
と
思
ふ
！
」
と
い
う
と
き
、
そ
の
 
「
国
」
と
は
ど
こ
な
の
か
。
テ
ク
ス
ト
中
に
は
、
こ
れ
を
解
き
明
か
す
鍵
が
 
 

ま
っ
た
く
な
い
た
め
、
S
の
 
「
結
婚
問
題
」
が
台
湾
の
旧
習
に
起
因
す
る
問
題
だ
と
考
え
る
の
も
無
理
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
S
の
 
「
結
婚
問
 
 

題
」
は
、
「
日
本
」
 
の
、
ど
こ
の
地
方
の
問
題
で
も
あ
り
え
た
は
ず
だ
。
さ
ら
に
追
究
す
る
と
、
「
私
」
と
S
と
は
出
身
地
が
同
じ
か
ど
う
か
も
 
 

言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
九
〇
年
代
の
先
行
研
究
が
強
調
す
る
「
私
」
と
S
と
を
両
面
一
体
的
な
存
在
と
す
る
読
み
は
危
う
く
 
 

な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

「
独
特
な
文
芸
」
、
「
眞
の
台
湾
文
学
」
を
創
出
し
よ
う
と
語
り
な
が
ら
、
東
京
を
舞
台
に
し
、
帝
国
日
本
に
と
っ
て
外
部
あ
る
い
は
周
縁
に
 
 

位
置
付
け
ら
れ
る
外
来
者
の
「
私
共
」
の
 
「
故
郷
」
を
観
念
的
に
、
か
つ
ま
た
曖
昧
化
し
て
捉
え
る
台
湾
人
作
家
巫
永
福
の
こ
の
奇
妙
な
設
定
 
 

は
、
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
本
論
で
は
こ
の
点
に
注
目
し
、
帝
国
に
よ
る
言
語
・
地
理
の
再
編
成
の
諸
問
題
を
検
討
し
た
い
と
思
 
 

う
。
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三
、
東
京
に
さ
ま
よ
う
曖
昧
な
「
日
本
人
」
 
 

「
首
と
体
」
 
の
な
か
で
の
 
「
故
郷
」
は
、
具
体
的
な
地
名
を
も
た
ず
、
都
市
へ
の
対
抗
の
根
拠
と
し
て
も
危
う
く
な
っ
て
き
て
い
る
も
の
と
 
 

し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
故
郷
」
の
表
象
は
、
ま
さ
に
三
〇
年
代
の
東
京
を
舞
台
に
し
た
か
ら
こ
 
 

そ
成
立
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

「
首
と
体
」
が
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
三
三
牛
で
あ
る
。
ま
た
、
「
私
」
と
S
が
帝
国
ホ
テ
ル
演
芸
場
で
見
た
と
い
う
「
桜
の
園
」
を
、
実
際
 
 

の
上
演
史
で
調
べ
て
み
る
と
、
一
九
三
三
年
一
月
に
小
山
内
薫
の
追
悼
公
演
と
し
て
、
青
山
杉
作
指
導
の
 
「
桜
の
園
」
が
同
演
芸
場
で
上
演
さ
 
 

れ
て
い
た
記
録
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
三
〇
年
代
初
頭
の
文
脈
か
ら
読
む
こ
と
は
、
ま
ず
妥
当
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
「
首
と
体
」
 
 

の
舞
台
で
あ
る
当
時
の
東
京
に
関
し
て
述
べ
て
み
よ
う
。
 
 
 

恐
慌
の
さ
な
か
の
一
九
三
〇
年
三
月
、
関
束
大
震
災
か
ら
の
帝
都
復
興
記
念
式
典
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
満
州
事
変
翌
年
の
一
九
三
二
牛
十
月
 
 

一
日
、
隣
接
五
郡
八
二
町
村
を
合
併
し
、
市
域
が
拡
張
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
大
東
京
」
が
実
現
し
て
い
る
。
巫
永
福
が
名
古
屋
か
ら
上
京
し
た
 
 

の
も
こ
の
年
で
あ
っ
た
。
鈴
木
貞
美
が
こ
の
時
期
に
お
け
る
東
京
観
念
の
変
容
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 

東
京
が
、
日
本
の
総
て
の
中
枢
で
あ
る
こ
と
が
、
い
わ
ば
勅
令
と
し
て
発
表
さ
れ
、
世
界
に
誇
る
べ
き
都
の
建
設
の
甜
け
声
が
か
か
っ
た
 
 

わ
け
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
関
西
に
起
こ
っ
た
遷
都
論
に
水
を
掛
け
る
こ
と
が
ひ
と
つ
、
そ
し
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
戦
勝
国
と
 
 

し
て
、
〝
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
5
″
く
ら
い
に
な
っ
た
、
か
ど
う
か
知
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
も
激
発
す
る
小
作
争
議
や
労
働
 
 

争
議
を
押
さ
え
込
み
、
国
力
を
増
大
し
て
、
ア
ジ
ア
に
威
を
は
ら
お
う
と
す
る
国
家
の
姿
勢
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
官
民
の
国
家
主
義
が
台
 
 

（
釦
）
 
 

頭
し
は
じ
め
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

鈴
木
貞
美
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
国
力
を
増
大
」
す
る
総
力
戦
体
制
が
強
化
さ
れ
て
い
く
中
で
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
言
説
空
間
に
統
合
さ
れ
 
 

て
い
く
文
化
の
中
心
こ
そ
が
ま
さ
に
こ
の
 
「
大
束
京
」
な
の
で
あ
る
。
伝
統
的
な
共
同
体
の
文
化
二
言
語
の
転
換
が
行
わ
れ
、
国
家
権
力
の
強
 
 

力
な
介
入
に
よ
る
東
京
の
巨
大
都
市
化
に
伴
っ
て
 
「
標
準
語
」
 
の
思
想
が
実
現
さ
れ
た
が
、
そ
の
背
後
に
は
 
「
方
言
」
 
の
文
化
の
屈
折
し
た
エ
 
 

ネ
ル
ギ
ー
が
作
用
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
の
日
本
内
地
に
お
い
て
、
民
謡
作
成
や
郷
土
教
育
な
ど
 
「
故
郷
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
ヘ
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■
」
－
 
 

の
傾
斜
と
連
動
し
て
多
く
語
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
「
郷
土
研
究
の
一
分
科
と
し
て
発
達
し
て
き
た
」
方
言
研
究
が
ブ
ー
ム
に
な
り
、
「
方
言
」
 
（
”
ニ
 
 

採
集
を
目
的
と
す
る
研
究
会
が
各
地
に
作
ら
れ
、
専
門
誌
も
い
く
つ
か
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
一
方
、
国
 
 

語
政
策
の
反
動
と
し
て
、
標
準
語
と
は
異
質
な
言
葉
を
使
う
労
働
者
や
、
各
地
方
の
地
域
方
言
を
使
う
農
民
た
ち
の
言
葉
を
積
極
的
に
活
用
 
 

し
、
標
準
語
的
「
日
本
語
」
が
支
配
し
て
い
た
記
述
の
一
元
化
を
も
変
え
て
い
こ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
多
く
の
読
者
 
 

を
獲
得
し
た
秘
密
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
言
語
の
多
様
化
を
通
し
て
の
帝
国
日
本
へ
の
抵
抗
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

こ
の
こ
と
が
台
湾
の
「
日
本
語
文
学
」
を
拭
う
本
論
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
琉
球
語
・
ア
イ
ヌ
語
・
台
湾
語
・
朝
鮮
語
な
ど
 
 

T
」
】
 
 

の
「
外
地
言
語
」
は
日
本
語
の
方
言
に
な
る
か
ど
う
か
の
問
題
が
議
論
に
加
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
方
言
問
題
は
植
民
地
に
と
っ
て
は
、
植
 
 

民
地
を
日
本
の
地
方
と
し
て
配
置
す
る
と
い
う
、
巧
妙
な
支
配
論
理
の
一
部
を
形
成
し
て
い
た
。
「
国
語
－
植
民
地
諸
言
語
」
の
関
係
を
「
標
 
 

準
語
－
方
言
」
に
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
こ
の
動
き
は
、
「
帝
国
」
の
中
核
と
し
て
の
国
民
国
家
「
日
本
」
の
再
編
成
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
 
 

で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
時
期
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
、
「
標
準
語
」
の
抑
圧
に
抗
し
、
積
極
的
に
植
民
地
と
連
動
し
 
 

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
系
雑
誌
に
よ
っ
て
朝
鮮
や
台
湾
小
説
の
紹
介
・
翻
訳
が
活
発
に
行
わ
れ
、
植
民
地
出
身
の
作
家
た
ち
も
そ
れ
を
 
 

通
じ
て
日
本
文
壇
に
進
出
し
て
い
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
日
本
語
に
よ
る
「
植
民
地
文
学
」
と
い
う
新
た
な
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
 
 

へ
H
）
 
化
の
下
位
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
成
立
す
る
：
」
う
し
た
背
景
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
植
民
地
の
日
本
語
文
芸
は
、
民
族
問
題
を
階
級
的
に
考
え
る
 
 

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

そ
の
結
果
、
植
民
地
言
語
は
「
日
本
語
」
と
い
う
帝
国
言
語
を
補
完
す
る
周
縁
言
語
、
す
な
わ
ち
方
言
と
し
て
の
み
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
 
 

な
っ
て
し
ま
う
が
、
反
面
、
植
民
地
青
年
に
活
躍
の
場
を
与
え
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
維
誌
『
フ
ォ
ル
モ
サ
』
も
そ
う
い
う
背
景
の
下
で
生
み
 
 

出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
テ
ク
ス
ト
全
体
が
「
日
本
語
」
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
た
「
首
と
体
」
は
、
「
方
言
」
か
ら
の
上
昇
、
普
遍
 
 

へ
の
到
達
を
目
指
し
て
い
た
作
品
と
し
て
も
読
め
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
「
宗
主
国
」
と
「
植
民
地
」
、
「
普
遍
」
と
「
地
方
的
特
殊
性
」
、
「
標
準
 
 

語
」
と
「
方
言
」
の
、
権
力
関
係
を
問
題
化
す
る
姿
勢
は
潜
在
し
て
い
る
が
、
テ
ク
ス
ト
の
表
層
に
は
直
接
に
見
出
せ
な
い
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
唆
昧
化
さ
れ
任
意
の
記
号
の
よ
う
な
「
私
」
と
S
が
大
束
京
を
さ
ま
よ
う
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
、
日
本
語
を
自
由
に
あ
や
つ
 
 

る
植
民
地
出
身
者
が
、
自
分
も
ま
た
、
帝
国
日
本
の
地
政
学
的
二
言
語
的
地
図
の
な
か
に
占
め
る
べ
き
正
当
な
位
置
を
も
つ
者
で
あ
る
こ
と
 
 

を
、
密
や
か
な
形
で
主
張
し
て
い
る
テ
ク
ス
ト
と
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
作
品
は
、
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
、
同
三
口
語
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を
あ
や
つ
る
も
の
に
は
、
均
一
な
発
話
の
機
会
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
は
ず
の
、
帝
国
の
言
語
支
配
を
逆
手
に
取
っ
た
も
の
だ
と
も
考
え
う
る
。
 
 

「
桜
の
園
」
と
い
う
演
劇
が
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
単
に
首
と
体
の
秀
離
を
扱
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
超
克
し
、
 
 

「
新
天
地
」
を
見
出
そ
う
と
す
る
思
想
が
確
認
で
き
よ
う
。
S
は
「
孝
の
体
を
取
る
か
、
愛
の
首
を
取
る
か
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
「
父
母
 
 

の
意
志
に
従
ひ
な
が
ら
私
の
意
志
を
通
」
す
た
め
の
方
法
を
考
え
て
い
る
。
S
の
悩
み
に
触
発
さ
れ
、
「
私
」
も
自
ら
の
想
像
の
中
で
、
最
初
 
 

は
帝
国
を
象
徴
す
る
「
獅
子
」
に
変
身
し
、
そ
れ
は
「
チ
ェ
ホ
フ
の
蛇
」
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
、
つ
づ
い
て
は
平
和
な
「
羊
」
、
さ
ら
に
「
獅
 
 

頭
半
身
」
、
「
獅
身
羊
頭
」
と
い
う
混
種
の
怪
物
に
交
互
に
変
化
し
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面
で
は
正
体
が
は
っ
き
り
し
な
い
「
ス
フ
ィ
ン
ク
 
 

ス
」
 
に
な
る
。
 
 

獅
子
の
頭
を
持
つ
た
羊
の
体
、
獅
子
の
体
に
羊
の
頭
を
く
つ
つ
け
た
二
匹
の
怪
獣
が
加
速
度
的
に
走
っ
て
来
た
、
猛
烈
な
勢
い
で
衝
突
 
 
 

し
て
来
た
、
私
は
堪
え
ら
れ
ず
眼
を
つ
む
る
と
彼
の
エ
ヂ
プ
ト
の
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
が
ニ
ヨ
キ
ッ
と
現
れ
た
。
二
つ
の
怪
物
の
勝
負
が
つ
か
 
 

ぬ
の
に
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
が
出
て
来
た
の
で
私
は
思
わ
ず
面
喰
つ
て
し
ま
つ
た
。
 
 

私
は
無
意
識
で
匙
を
ロ
ヘ
運
ん
で
居
る
。
 
 

私
は
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
を
考
え
た
、
何
故
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
が
あ
つ
た
の
だ
ら
う
と
、
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
は
か
つ
て
或
る
王
に
依
っ
て
謎
を
か
 
 
 

け
ら
れ
て
居
る
、
す
る
と
二
匹
の
動
物
が
一
匹
に
な
つ
て
何
と
も
分
か
ら
な
い
胴
体
が
両
端
に
獅
子
と
羊
の
頭
を
つ
け
て
居
る
、
－
こ
れ
 
 
 

が
人
間
と
い
ふ
も
の
だ
ら
う
か
。
（
六
六
頁
）
 
 

こ
こ
で
い
う
「
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
」
は
結
局
「
何
と
も
分
か
ら
な
い
」
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
こ
れ
が
人
間
と
い
ふ
も
の
だ
ら
う
か
」
 
 

と
い
う
問
い
か
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
 
 

自
我
の
分
裂
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
よ
り
、
調
和
で
か
つ
不
調
和
、
適
合
で
か
つ
不
適
合
と
い
う
混
合
し
た
も
の
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
は
 
 

な
い
か
。
こ
う
し
た
「
謎
め
い
た
」
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
象
徴
的
存
在
と
し
て
自
ら
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
私
」
は
、
自
己
の
な
か
の
「
他
 
 

者
性
」
を
認
め
、
輿
種
混
浦
的
な
身
体
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
郡
市
」
も
「
故
郷
」
も
超
越
し
得
る
新
た
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
 
 

創
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
私
」
と
S
は
、
意
図
的
に
「
故
郷
」
表
象
が
ぼ
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
こ
の
人
で
 
 

も
当
て
は
ま
る
よ
う
な
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
的
存
在
に
な
り
、
帝
都
東
京
を
核
に
拡
張
し
統
け
る
帝
国
が
め
ぎ
す
一
元
的
な
文
化
空
間
の
内
部
に
内
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匂
さ
れ
始
め
た
異
種
混
交
性
を
暴
露
す
る
存
在
だ
と
い
え
よ
う
。
 
 

四
、
東
京
の
中
心
に
生
き
る
「
私
共
」
 
 

実
名
の
あ
げ
ら
れ
な
い
 
「
故
郷
」
と
反
対
に
、
テ
ク
ス
ト
の
中
に
は
「
束
京
」
の
地
名
を
以
下
の
よ
う
に
た
ん
ね
ん
に
取
り
あ
げ
る
場
面
が
 
 

随
所
に
あ
る
。
 
 

裸
の
街
路
樹
、
寂
び
れ
た
街
の
風
景
を
眺
め
て
、
学
校
が
終
る
と
午
後
一
時
開
演
な
の
で
三
省
堂
前
で
他
の
二
三
の
友
達
と
別
れ
、
時
 
 
 

間
の
つ
ぶ
し
で
も
し
や
う
か
と
い
ふ
か
ら
私
共
二
人
は
テ
ク
シ
イ
で
別
掲
矧
ま
で
運
動
に
も
な
る
、
電
車
賃
が
は
ぶ
け
る
と
い
ふ
利
益
の
 
 
 

た
め
行
く
こ
と
に
し
た
。
矧
町
河
尉
の
方
へ
蘭
劇
前
の
濠
を
過
つ
て
釧
地
割
へ
出
た
。
濠
の
水
は
風
の
方
向
へ
漣
を
打
っ
て
ゐ
た
。
水
底
 
 

の
水
草
が
そ
れ
に
つ
れ
て
揺
れ
る
や
う
に
見
へ
た
。
（
六
三
頁
。
傍
線
‥
筆
者
。
以
下
同
。
）
 
 

「
電
車
で
帰
ろ
う
」
 
 

錮
町
矧
尉
で
乗
り
換
へ
て
矧
河
劇
で
も
う
一
度
乗
り
換
へ
る
時
「
腹
が
へ
つ
た
よ
、
何
処
か
で
食
べ
に
行
か
な
い
か
」
と
彼
を
誘
ふ
た
 
 

「
ぢ
や
今
晩
は
矧
楓
町
l
の
夜
店
を
ヒ
ヤ
か
し
て
行
か
う
。
」
彼
は
可
笑
し
い
程
観
念
し
た
や
う
に
言
ふ
「
暫
く
歩
け
な
い
か
も
知
れ
な
い
 
 

か
ら
ね
」
 
 

も
う
夜
店
が
出
て
ゐ
た
、
宵
口
だ
か
ら
割
り
に
人
出
が
あ
つ
た
、
寒
い
な
が
ら
出
て
歩
く
人
々
に
感
心
し
た
、
店
を
出
し
て
居
る
人
々
 
 

を
哀
れ
に
思
つ
た
こ
ん
な
に
寒
い
の
に
－
 
 

「
何
処
で
食
べ
や
う
」
 
 

「
剰
矧
に
し
や
う
か
モ
ー
リ
に
し
や
う
か
」
 
 

「
何
処
か
の
喫
茶
へ
で
も
入
る
か
」
 
 

「
酒
で
も
ひ
つ
か
け
る
つ
も
り
か
い
、
止
さ
う
」
 
（
六
五
頁
）
 
 

140   



66   

こ
こ
で
描
か
れ
た
東
京
は
、
モ
ダ
ン
都
市
や
観
光
地
と
し
て
で
は
な
く
、
「
私
共
」
 
の
生
活
の
場
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
 
 

れ
ら
は
束
京
の
中
心
で
あ
る
「
皇
居
」
 
に
限
り
な
く
近
い
場
所
で
あ
る
。
 
 
 

帝
国
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
膨
大
な
労
働
力
を
植
民
地
や
そ
の
近
辺
か
ら
吸
い
寄
せ
て
い
く
次
元
を
含
ん
で
い
た
。
そ
う
し
た
次
元
に
連
な
 
 

る
様
々
な
空
間
で
は
、
国
家
の
権
力
装
置
や
資
本
の
移
動
と
、
旅
す
る
人
々
の
身
体
が
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
い
た
。
吉
見
俊
哉
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル
 
 

シ
テ
ィ
の
変
貌
」
 
に
お
い
て
、
三
二
年
代
の
東
京
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
た
 

近
代
都
市
化
と
い
う
の
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
フ
ェ
イ
ズ
を
含
ん
で
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
第
一
は
、
様
々
な
ロ
ー
カ
ル
 
 
 

な
場
に
あ
っ
た
身
体
が
東
京
に
集
合
し
て
く
る
プ
ロ
セ
ス
、
そ
し
て
東
京
に
住
み
つ
い
て
い
っ
て
、
も
と
も
と
の
ロ
ー
カ
ル
な
喝
か
ら
切
 
 
 

り
離
さ
れ
て
、
し
か
し
東
京
の
中
で
も
う
ー
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
く
る
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
す
。
第
二
に
、
そ
う
い
う
人
々
 
 

が
都
市
の
メ
デ
ィ
ア
や
消
費
空
間
の
編
成
の
中
で
、
都
会
的
な
、
い
わ
ば
物
語
を
消
費
す
る
東
京
人
と
し
て
の
二
次
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
 
 

テ
ィ
を
無
意
識
の
う
ち
に
身
に
つ
け
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
段
階
的
に
起
き
る
と
い
う
の
で
は
な
 
 

く
、
む
し
ろ
矛
盾
を
学
み
な
が
ら
重
な
り
合
い
、
縮
ま
り
あ
う
こ
と
で
、
十
九
世
紀
末
以
降
の
都
市
の
文
化
が
構
成
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
 
 

■
γ
〕
■
 
 

思
え
ま
す
。
 
 

こ
こ
の
「
ロ
ー
カ
ル
な
場
」
は
、
植
民
地
を
含
む
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
震
災
直
前
ま
で
東
京
市
長
を
務
め
、
ま
 
 

た
帝
都
復
興
事
業
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
綾
藤
新
平
が
、
初
期
の
台
湾
統
治
や
満
州
鉄
道
な
ど
日
本
の
植
民
地
経
営
に
深
く
関
わ
っ
た
人
物
で
 
 

あ
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
と
り
わ
け
二
〔
）
年
代
か
ら
三
〔
車
代
に
か
け
て
、
帝
都
の
文
化
空
間
と
帝
国
＝
植
民
地
の
文
化
空
間
は
様
々
な
水
 
 

準
で
直
結
し
て
い
た
。
「
首
と
休
」
が
東
京
を
舞
台
に
す
る
の
も
、
一
元
的
な
文
化
空
間
を
め
ざ
す
帝
都
束
京
に
お
い
て
「
ロ
ー
カ
ル
」
な
も
 
 

の
と
首
都
的
な
も
の
が
重
な
り
合
う
と
い
う
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
こ
と
の
暗
示
を
狙
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
 
 
 

こ
こ
に
畢
水
福
の
作
為
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
文
芸
は
言
語
、
文
化
の
多
様
性
を
抑
圧
す
る
こ
と
で
、
帝
国
日
本
が
め
ぎ
す
文
化
 
 

空
間
の
一
元
化
に
潜
む
意
図
、
す
な
わ
ち
、
帝
国
に
よ
る
植
民
地
支
配
を
陰
画
的
に
暴
露
す
る
抵
抗
の
文
芸
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
 
 

き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

植
民
地
帝
国
日
本
は
、
内
な
る
「
他
者
」
の
存
在
を
あ
く
ま
で
も
否
定
し
、
そ
れ
を
同
化
抑
圧
す
る
こ
と
に
全
力
を
傾
注
し
た
。
そ
れ
は
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「
他
者
性
」
の
根
幹
た
る
言
語
の
消
去
ま
で
敢
行
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。
卒
水
福
は
「
吾
々
の
創
作
問
題
」
で
台
湾
文
学
に
お
け
る
創
 
 

作
言
語
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 

台
湾
人
は
生
番
人
を
如
何
に
教
化
感
化
し
た
で
あ
ら
う
。
単
文
明
だ
つ
た
日
本
文
化
を
吾
々
を
如
何
変
形
し
た
で
あ
ら
う
か
。
さ
ら
に
 
 
 

日
本
文
化
と
同
時
に
西
洋
文
化
は
吾
々
に
如
何
な
る
も
の
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ら
う
か
。
更
に
吾
々
が
持
っ
て
ゐ
る
在
来
の
姿
が
こ
れ
ら
 
 
 

後
来
の
姿
と
は
如
何
に
相
も
つ
れ
て
居
る
で
あ
ら
う
か
。
更
に
ま
た
か
つ
て
高
々
が
母
国
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
の
中
華
民
国
の
諸
動
性
が
台
 
 
 

湾
人
に
及
ぼ
す
影
響
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
る
か
。
そ
し
て
台
湾
の
風
土
気
候
は
如
何
に
本
質
的
に
分
 
 
 

布
的
な
有
利
有
害
な
諸
事
象
を
吾
々
台
湾
人
に
及
ぼ
し
て
居
る
で
あ
ら
う
か
。
か
く
し
て
吾
々
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
吾
々
台
湾
 
 
 

人
は
こ
れ
ら
の
諸
状
態
に
順
応
し
て
い
く
た
め
の
気
質
と
性
格
を
持
っ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
を
。
吾
々
の
活
動
形
式
、
習
慣
、
言
語
、
 
 
 

吾
々
の
能
力
、
吾
々
の
食
物
と
呼
吸
は
常
に
外
的
な
印
象
を
受
け
て
反
復
し
て
屠
る
。
つ
ま
り
吾
々
は
逓
伝
的
な
諸
性
向
と
同
時
に
根
強
 
 

い
後
天
性
を
持
っ
て
居
る
こ
と
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

高
々
の
言
語
は
今
で
は
本
島
語
と
日
本
語
と
支
那
語
と
の
錯
雑
で
あ
る
、
吾
々
の
時
代
と
環
境
と
菖
々
が
台
湾
人
な
る
が
故
に
こ
の
情
 
 
 

態
に
立
ち
至
つ
た
の
だ
。
吾
々
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
高
々
は
あ
ら
ゆ
る
影
響
下
に
あ
る
こ
と
を
。
高
々
が
台
湾
人
風
に
行
為
 
 
 

し
感
覚
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
自
然
な
こ
と
な
の
だ
。
こ
れ
は
大
に
注
意
す
べ
き
こ
と
な
の
だ
。
こ
の
理
論
か
ら
派
生
す
る
時
吾
々
の
郷
土
 
 

（
2
6
｝
 
 

文
学
を
持
つ
。
 
 

少
々
も
の
わ
か
り
が
い
い
よ
う
に
見
え
る
発
言
だ
が
、
台
湾
の
多
重
的
性
格
を
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
現
実
と
し
て
自
ら
に
引
き
受
け
る
こ
と
 
 

で
、
被
植
民
者
は
あ
え
て
帝
国
日
本
の
体
制
に
す
り
よ
り
、
そ
の
偶
に
入
る
こ
と
で
、
逆
手
に
取
る
よ
う
な
か
た
ち
で
思
想
的
な
可
能
性
を
探
 
 

り
、
帝
国
の
い
う
「
同
一
性
」
を
打
ち
破
っ
て
い
こ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
畢
水
福
が
目
指
し
た
の
は
、
「
吾
々
の
郷
土
文
学
」
 
 

で
あ
っ
た
。
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注
 
 

＊
引
用
文
中
の
旧
字
体
の
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。
 
 

（
1
）
一
九
〇
二
年
－
一
九
六
五
年
。
彰
化
二
水
の
人
。
一
九
二
三
年
に
台
湾
総
督
府
の
推
薦
で
東
京
美
術
学
校
師
範
科
に
入
学
。
二
六
年
か
ら
、
盛
岡
女
子
師
範
学
校
の
 
 

教
諭
に
着
任
。
l
三
年
六
月
に
詩
集
『
練
の
道
』
 
（
台
湾
人
が
日
本
語
で
出
版
し
た
最
初
の
詩
集
）
を
出
版
し
て
い
る
。
 
 

（
2
）
一
九
〇
九
牛
－
一
九
八
九
年
。
南
投
の
人
。
公
学
校
を
卒
業
後
、
台
中
師
範
学
校
に
進
学
。
そ
の
後
一
九
二
九
平
日
本
に
留
学
し
、
名
古
屋
第
五
中
学
校
を
経
て
、
 
 

日
本
大
学
お
よ
び
明
治
大
学
で
学
ん
だ
。
 
 

（
3
）
一
九
へ
∪
九
年
‡
一
九
七
八
年
。
覇
義
梅
山
の
人
。
公
学
校
卒
美
禄
の
蘭
九
二
七
年
波
目
し
、
岡
山
中
学
校
に
入
学
。
三
一
年
に
東
洋
大
学
に
進
学
す
る
。
 
 

（
4
）
一
九
言
一
年
－
。
台
申
桶
屋
の
出
身
で
、
哺
里
小
学
校
卒
業
後
、
一
九
二
七
年
台
申
第
一
中
学
校
に
進
学
、
二
九
年
日
本
に
渡
り
、
名
古
屋
第
五
中
学
校
に
転
学
す
 
 

る
。
三
二
牛
四
月
に
明
治
大
学
文
芸
科
に
入
学
す
る
。
 
 

（
5
）
蘇
維
熊
「
同
志
諸
君
！
！
！
（
椒
文
）
」
一
九
三
三
年
三
月
、
所
収
‥
「
東
京
台
湾
芸
術
研
究
会
」
芸
口
湾
総
督
府
警
察
沿
革
誌
』
第
二
綿
中
巻
「
台
湾
社
会
運
動
史
」
、
 
 

台
湾
総
督
府
暫
務
局
、
鵬
九
三
七
年
、
五
八
頁
。
 
 

（
6
）
 
「
フ
ォ
ル
モ
サ
」
と
は
、
か
つ
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
海
か
ら
台
湾
を
臨
ん
で
、
．
．
1
】
訂
 
F
O
r
ヨ
O
S
a
「
（
離
し
き
畠
）
 
と
歓
薗
の
声
を
あ
げ
た
こ
と
に
よ
り
命
名
さ
れ
、
 
 

台
湾
の
こ
と
を
さ
す
。
ま
た
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
台
湾
を
「
フ
ォ
ル
モ
サ
」
と
呼
ぶ
。
 
 

（
7
）
蘇
維
熊
「
創
刊
之
酔
」
 
『
フ
ォ
ル
モ
サ
』
創
刊
号
、
一
九
三
三
隼
七
月
、
一
貫
。
 
 

（
8
）
楊
行
来
「
義
博
文
姿
界
へ
の
待
望
」
 
『
フ
ォ
ル
モ
サ
』
創
刊
号
、
一
九
三
三
年
七
月
、
二
鵬
頁
。
 
 

す
）
施
学
習
「
台
酒
盛
術
研
究
合
成
立
輿
福
爾
悸
沙
句
O
r
m
O
S
巴
創
刊
」
『
台
北
文
物
』
第
三
巻
第
二
期
、
蘭
九
五
四
年
八
月
。
 
 

（
1
0
）
 
「
台
湾
芸
術
研
究
会
」
の
結
成
に
刺
激
さ
れ
、
一
九
三
四
年
五
日
に
台
中
市
で
台
湾
人
作
家
を
糾
合
し
た
「
第
一
回
全
島
台
湾
文
芸
大
会
」
が
開
催
さ
れ
た
ぃ
そ
の
 
 

決
議
に
よ
っ
て
、
台
湾
人
作
家
を
中
心
に
し
た
最
初
の
全
島
的
な
文
芸
団
体
「
台
湾
文
芸
聯
盟
」
が
結
成
さ
れ
た
。
芸
術
至
上
主
義
で
は
な
く
、
人
生
の
た
め
の
芸
 
 

術
と
文
芸
の
大
衆
化
を
目
指
し
、
機
関
誌
『
台
湾
文
芸
』
を
発
行
二
二
六
牛
六
月
に
総
督
府
の
弾
庄
に
よ
っ
て
解
散
。
 
 

（
1
1
）
 
両
九
二
〇
年
半
ば
か
ら
、
東
京
に
い
る
台
湾
人
留
学
生
た
ち
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
近
代
文
学
運
動
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
革
命
二
九
山
七
牢
）
、
朝
鮮
の
三
二
独
立
 
 

運
動
、
中
国
の
五
・
四
運
動
 
〓
九
一
九
年
）
 
に
よ
り
大
き
な
刺
激
を
受
け
た
と
い
う
。
「
白
話
文
」
 
（
北
京
語
口
語
文
）
を
主
張
す
る
人
た
ち
は
、
文
語
文
表
現
を
 
 

主
張
す
る
旧
来
の
渾
詩
文
創
作
者
た
ち
と
の
「
新
旧
文
学
論
争
」
や
、
台
湾
人
の
日
常
生
酒
の
一
つ
で
あ
る
「
台
湾
話
文
」
に
よ
る
表
現
を
主
張
す
る
人
々
と
の
 
 

「
郷
土
文
学
論
争
」
な
ど
の
文
学
論
争
を
続
け
な
が
ら
そ
の
活
動
を
活
発
さ
せ
て
い
っ
た
。
 
 

（
ほ
）
一
九
一
九
年
に
、
今
ま
で
台
湾
で
実
施
さ
れ
て
き
た
後
藤
新
平
の
「
漸
進
主
義
」
と
「
隔
離
主
義
」
を
修
正
し
た
「
台
湾
教
育
令
」
が
発
布
さ
れ
、
「
内
地
延
長
主
 
 

義
」
に
沿
っ
て
、
台
湾
の
学
制
を
統
…
し
た
。
続
い
て
山
九
二
二
牛
の
「
第
二
次
台
磯
波
密
令
」
で
は
「
－
∃
台
兼
学
制
」
が
導
入
さ
れ
る
ご
」
の
共
学
制
に
よ
っ
て
、
 
 

中
等
教
育
以
上
で
は
「
民
族
」
に
よ
る
区
別
が
撤
廃
さ
れ
、
初
等
教
育
で
は
「
国
語
＝
日
本
語
」
を
常
用
す
る
か
否
か
が
区
別
の
基
準
と
さ
れ
た
。
台
湾
人
が
日
本
 
 

人
と
同
等
の
教
育
機
会
を
得
る
可
能
性
が
開
か
れ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
選
別
の
尺
度
が
「
同
語
」
使
閤
能
力
と
さ
れ
る
こ
と
で
、
差
別
化
は
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
、
 
 

137   



69  

（
‖
）
 
 

（
1
4
）
 
 

（
1
5
）
 
 

（
1
6
）
 
 

（
1
7
）
 
 

（
1
8
）
 
 

（
1
9
）
 
 

（
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（
2
1
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（
2
2
）
 
 

（
2
3
）
 
 

進
学
可
否
と
い
う
の
は
本
人
の
努
力
い
か
ん
に
よ
る
「
能
力
」
の
問
題
に
す
り
返
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 

巫
永
福
『
我
的
風
箱
歳
月
－
巫
永
福
回
憶
録
』
望
春
風
文
化
、
二
n
二
い
三
年
。
 
 

張
憧
豪
絹
／
李
魚
英
訳
『
翁
閻
・
撃
水
府
・
王
雅
雄
合
集
』
 
（
前
衛
出
版
、
一
九
九
C
車
）
 
の
他
に
、
沈
萌
撃
綿
『
巫
永
福
全
集
』
第
十
冊
「
小
説
巻
Ⅲ
」
 
（
博
神
福
 
 

音
、
一
九
九
六
年
「
許
俊
稚
絹
『
日
撼
時
期
凝
滞
小
説
選
讃
』
 
（
爵
巻
楼
、
山
九
九
八
年
）
 
に
も
中
国
語
に
訳
さ
れ
、
所
収
さ
れ
て
い
る
。
 
 

陳
芳
明
「
史
芽
克
司
的
植
民
地
文
園
丁
『
福
爾
摩
沙
』
時
期
的
巫
永
福
」
 
『
左
翼
台
湾
－
植
民
地
文
撃
運
動
史
論
」
前
衛
出
版
社
、
一
九
九
八
牛
。
 
 

陳
建
思
「
困
惑
者
－
巫
永
福
小
説
（
首
輿
髄
）
中
的
留
畢
生
形
象
」
 
『
日
撼
時
期
台
湾
作
家
論
 
現
代
性
、
本
土
性
、
植
民
性
』
五
商
圏
書
、
二
〇
〇
四
年
、
一
三
 
 

八
頁
、
日
本
語
訳
は
筆
者
に
よ
る
も
の
。
 
 

前
掲
苔
、
一
三
七
頁
－
一
三
八
頁
。
 
 

和
泉
司
「
憧
れ
の
中
央
文
壇
1
一
九
三
〇
年
代
の
 
「
台
湾
文
壇
」
形
成
と
「
中
央
文
壇
」
志
向
」
 
『
文
学
年
報
2
 
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
地
平
』
世
繊
苔
肩
、
二
 
 

〇
〇
五
年
、
一
三
四
百
。
 
 

前
掲
苔
、
一
三
五
頁
。
 
 

鈴
木
自
業
『
モ
ダ
ン
都
市
の
表
現
－
自
己
・
幻
想
・
女
性
』
白
地
杜
、
一
九
九
二
年
、
三
八
－
三
九
頁
。
 
 

束
候
操
「
昭
和
の
方
言
研
究
の
三
特
質
」
 
『
国
語
教
育
』
第
十
六
番
第
五
号
、
一
九
三
一
年
五
月
、
六
九
貫
。
 
 

山
九
二
八
平
に
柳
田
国
男
の
提
唱
で
組
織
さ
れ
た
方
言
研
究
会
は
一
九
三
二
牛
に
東
京
方
言
学
会
、
一
九
四
〇
年
に
日
本
方
言
学
会
と
な
り
、
機
関
誌
『
方
言
研
究
』
 
 

を
発
行
。
園
学
院
大
撃
で
一
九
三
一
年
に
方
言
研
究
会
が
組
織
さ
れ
『
方
言
誌
』
を
刊
行
。
ま
た
、
盛
岡
の
研
究
者
橘
正
一
が
『
方
言
と
土
俗
』
を
日
刊
で
発
行
す
 
 

る
な
ど
、
地
方
で
の
研
究
も
行
わ
れ
、
各
地
に
「
方
言
研
究
会
」
が
組
織
さ
れ
る
。
（
東
條
操
「
方
言
研
究
の
歩
み
一
国
語
調
査
委
員
会
と
東
京
方
言
学
会
と
雑
誌
 
 

『
方
言
』
」
 
『
国
語
学
』
第
三
五
集
、
一
九
五
八
年
十
二
月
、
九
八
－
九
九
頁
）
 
 

例
え
ば
、
東
候
操
は
「
国
語
」
の
下
位
区
分
と
し
て
「
内
地
方
言
」
と
同
時
に
「
瑞
球
方
言
」
を
設
定
し
て
い
る
 
（
『
国
語
の
方
言
区
画
』
育
英
書
院
、
一
九
二
七
 
 

牛
）
。
そ
の
一
方
で
、
「
台
湾
語
や
ア
イ
ヌ
語
は
日
本
語
と
は
別
ば
系
統
に
属
す
る
」
か
ら
「
日
本
語
の
方
言
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
「
朝
鮮
語
は
嘗
て
は
日
本
語
と
 
 

同
型
な
り
と
云
ふ
学
説
も
有
っ
た
が
今
は
輿
論
が
多
い
。
従
つ
て
之
を
国
語
の
方
言
と
見
る
事
は
遠
慮
す
べ
き
で
あ
ら
う
」
と
し
て
い
る
。
（
「
方
言
の
本
質
」
 
『
国
 
 

語
と
国
文
学
』
第
三
六
号
、
一
九
二
七
牛
四
月
、
四
七
頁
）
 
 

中
根
隆
行
『
（
朝
鮮
）
表
象
の
文
化
誌
』
 
新
曜
社
、
二
〇
〇
四
年
、
二
四
八
頁
。
 
 

吉
見
俊
哉
「
グ
ロ
ー
バ
ル
シ
テ
ィ
の
変
貌
」
 
『
現
代
思
想
』
第
二
八
巻
第
十
二
号
、
二
C
n
）
○
牛
十
月
、
五
六
頁
。
 
 

巫
永
福
「
吾
々
の
創
作
問
題
」
 
コ
ロ
湾
文
芸
』
創
刊
号
、
一
九
三
四
年
十
一
月
、
五
和
T
⊥
血
五
頁
。
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