
言
語
と
存
在
の
問
題
は
こ
れ
ま
で
二
つ
の
異
な
る
領
域
を
関
係
づ
け
る
と
い
う
仕
方
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
「
あ
る
も
の
」

の
布
置
（
普
遍
と
個
物
・
意
味
論
な
ど
）
と
の
関
係
と
し
て
、
あ
る
い
は
構
造
（
論
理
学
、
概
念
論
、
統
語
論
な
ど
）
の
問
題
と
し
て
、

あ
る
い
は
分
節
化
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
一
言
で
云
え
ば
、
言
語
と
存
在
と
の
動
態
的
関
係
は
顧
み
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、
言
語
も
存
在
も
静
態
的
に
既
に
そ
こ
に
設
定
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

そ
の
両
者
を
橋
渡
し
す
る
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、
せ
い
ぜ
い
「
超
越
論
的
」
と
呼
ば
れ
る
仕
法
以
外
は
論
外
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し

か
し
、
「
超
越
論
的
」
と
い
う
方
法
は
動
態
的
分
析
に
は
向
か
な
い
。
現
象
と
捉
え
て
も
突
破
口
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
現
象
は
ど
の

よ
う
な
現
象
で
あ
れ
、
そ
れ
自
体
に
分
節
化
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
現
象
と
異
な
る
原
理
が
働
か
な
け
れ
ば
現
象
自
体
成
り
立

た
な
い
。
こ
の
よ
う
に
静
態
的
関
係
と
し
て
論
じ
る
こ
と
が
不
可
避
で
あ
っ
た
の
は
、
知
性
が
受
動
的
能
力
と
し
て
だ
け
解
さ
れ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
「
知
る
」
と
い
う
語
は
お
そ
ら
く
ど
の
よ
う
な
国
語
に
お
い
て
も
能
動
型
を
も
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か

翻
訳
可
能
性
と
翻
訳
非
決
定
性

は
じ
め
に
「
知
る
」
と
「
あ
る
」
と
翻
訳

村
上
勝
三
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わ
ら
ず
、
知
識
の
形
成
は
受
動
的
な
事
柄
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
与
え
ら
れ
た
素
材
を
ど
の
よ
う
に
分
類
し
、
ど
の
よ
う
に
素
材
の
核
心

を
残
す
の
か
と
い
う
こ
と
が
知
識
成
立
を
説
明
す
る
場
合
の
一
方
の
仕
方
で
あ
っ
た
。
も
う
一
方
に
は
、
知
識
成
立
の
基
礎
的
な
仕
組
み

を
わ
れ
わ
れ
が
も
と
も
と
も
っ
て
い
る
と
い
う
立
場
が
あ
っ
た
。
こ
の
仕
組
み
も
与
え
ら
れ
て
い
る
、
別
言
す
れ
ば
、
既
に
構
造
化
さ
れ

た
力
と
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
た
。
認
識
に
つ
い
て
の
経
験
論
的
な
説
明
も
、
合
理
論
的
な
説
明
も
、
知
性
の
能
動
性
を
顕
示
的
に
そ
れ

と
し
て
捉
え
る
方
途
を
も
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
考
え
る
と
は
言
葉
を
使
っ
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
考
え
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
と
思
い
や
る
な
ら
ば
、

そ
こ
に
は
少
な
く
と
も
知
性
の
働
き
が
係
わ
っ
て
い
る
、
い
や
、
知
性
と
い
う
能
力
に
考
え
る
こ
と
の
中
核
を
割
り
当
て
な
け
れ
ば
、
説

明
の
し
ょ
う
が
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
知
性
と
言
語
使
用
能
力
と
は
引
き
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
考
え
る

こ
と
は
知
る
こ
と
の
な
か
の
一
つ
の
様
態
で
あ
る
。
考
え
る
こ
と
も
、
知
る
こ
と
も
働
き
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
知
性
の
働
き
を
働
き
と
し
て
、

す
な
わ
ち
能
動
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
な
の
か
。
知
性
の
能
動
性
を
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
と
し
て
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
受
動
知
性
に
つ
い
て
は
散
々
論
じ
て
き
た
が
、
能
動
知
性
に
つ
い
て
は
訳
の
分
か
ら
な
い
ま
ま
残
し
て
き

た
の
で
は
な
い
の
か
。
知
る
と
は
一
言
葉
を
使
っ
て
知
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
を
出
発
点
に
す
る
な
ら
ば
、
言
葉
を
使
う
と
い
う
働
き
は
知

性
の
能
動
性
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
わ
か
る
。
言
葉
を
使
う
と
は
知
る
と
い
う
働
き
の
行
使
の
姿
で
あ
る
。
そ

し
て
知
る
と
い
う
こ
と
が
働
き
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
き
、
知
る
こ
と
が
「
あ
ら
し
め
る
」
こ
と
で
あ
る
の
も
わ
か
る
。
知
る
こ
と
は
存

在
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
り
、
知
る
こ
と
が
言
葉
を
使
う
こ
と
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
言
葉
を
使
う
こ
と
は
存
在
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
が
何
か
を
知
る
と
き
、
何
か
を
考
え
る
と
き
、
知
ら
れ
た
何
か
、
考
え
ら
れ
た
何
か
は
「
あ
る
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な

か
っ
た
何
か
が
「
あ
る
」
に
至
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
あ
る
」
に
至
っ
た
「
あ
る
何
か
」
は
言
葉
と
し
て
流
れ
て
行
き
、

そ
の
う
ち
の
幾
分
か
は
記
憶
に
残
り
、
も
し
書
き
留
め
る
な
ら
ば
幾
分
か
は
物
質
化
さ
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
論
を
立
て
れ
ば
、
知
性
の
働
き
を
働
き
と
し
て
抜
き
出
す
こ
と
な
し
に
は
、
言
葉
を
使
う
こ
と
と
心
の
働
き
と
の
関
係
は

判
明
に
な
ら
な
い
こ
と
も
わ
か
る
。
さ
ら
に
心
の
働
き
を
分
節
化
し
な
け
れ
ば
知
る
こ
と
の
特
有
性
も
分
か
ら
な
い
と
わ
か
る
。
心
の
働

き
を
知
性
、
想
像
力
、
感
覚
、
意
志
と
区
分
し
、
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
感
覚
は
身
体
を
巻
き
込
み
、
感
情
と
し
て
も
受
け
取
ら
れ

る
。
想
像
力
は
形
を
描
く
能
力
、
あ
る
い
は
空
間
を
開
く
能
力
と
し
て
そ
の
働
く
姿
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
知
性
は
感
覚
と
想
像
力

か
ら
の
区
別
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
意
志
は
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
は
独
立
に
為
す
こ
と
と
し
て
心
の
能
動
性
の
極
に
位
置
す
る
。
感
覚
は

受
動
的
能
力
と
い
う
点
に
お
い
て
身
体
な
し
に
は
な
く
、
感
覚
が
内
容
を
も
つ
と
い
う
点
で
は
知
性
な
し
に
は
留
ま
ら
ず
、
形
の
受
け
取

り
と
し
て
は
想
像
力
な
し
に
は
成
立
し
な
い
。
感
覚
も
想
像
力
も
知
性
な
し
に
は
留
ま
ら
な
い
と
い
う
の
は
知
性
が
言
語
使
用
能
力
を
取

り
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
意
志
の
能
動
性
は
「
私
」
と
い
う
括
り
を
超
え
て
働
く
と
こ
ろ
に
、
つ
ま
り
、
そ
の
脱
自
性
に
特
有
性
を

も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
器
官
な
き
作
用
と
し
て
知
性
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
性
の
作
用
が
も
た
ら
す
知
ら
れ
た
こ
と
が
知
る

こ
と
に
よ
っ
て
存
在
せ
し
め
ら
れ
、
そ
れ
が
持
続
の
内
に
痕
跡
を
残
す
の
は
言
語
使
用
と
し
て
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。

次
に
、
存
在
せ
し
め
る
と
い
う
働
き
を
と
お
し
て
知
性
が
言
葉
と
し
て
痕
跡
を
残
す
様
を
ど
の
よ
う
に
し
て
抽
出
で
き
る
の
か
と
い
う

こ
と
が
問
わ
れ
る
。
そ
の
前
に
こ
こ
で
は
、
知
る
こ
と
の
働
き
が
わ
れ
わ
れ
に
お
い
て
共
有
さ
れ
て
い
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る

の
か
、
こ
れ
に
探
り
を
入
れ
る
。
こ
の
探
究
か
ら
知
る
働
き
そ
の
も
の
へ
と
迫
る
方
法
も
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
言
葉
の
使
用

か
ら
知
る
働
き
の
共
有
性
を
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
課
題
に
な
る
。
こ
の
課
題
は
お
よ
そ
別
個
な
国
語
に
お
け
る
交
流
の

源
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
翻
訳
可
能
性
の
問
題
で
あ
る
。
通
常
は
言
葉
を
使
う
こ
と
の
共
有
性
は
言
語
を
共
有

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
。
こ
の
共
有
性
が
危
機
に
瀕
し
た
と
き
、
た
と
え
ば
、
共
有
さ
れ
た
言
語
が
見
出
さ
れ
な
い
と
想
定
さ

れ
る
場
合
、
そ
の
場
合
に
ま
た
知
る
こ
と
の
共
有
性
も
底
を
打
つ
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
知
る
こ
と
の
〈
か
た
ち
〉
の
共
有
性
を
形
而

上
学
の
成
立
を
介
し
て
経
験
の
言
葉
に
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
底
を
経
験
の
場
で
見
出
す
の
は
異
な
る
国
語
間
の
交
流
に
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対
象
の
同
一
性
と
志
向
性

ク
ワ
イ
ン
が
（
三
角
○
．
Ｃ
三
目
の
）
が
『
言
語
と
対
象
』
（
琴
ミ
陣
○
言
具
二
①
三
ｉ
目
卑
①
の
の
．
こ
ぎ
．
ｇ
四
宮
①
『
目
．
弓
国
邑
吾
言
邑
四
三

三
①
四
昌
信
》
弓
』
争
弓
）
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
立
場
は
、
経
験
主
義
か
ら
自
然
主
義
へ
の
移
行
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
ク
ワ
イ
ン
は
「
根

源
的
翻
訳
国
呂
邑
寓
目
筈
言
且
、
つ
ま
り
「
こ
れ
ま
で
触
れ
合
っ
た
こ
と
の
な
い
人
々
の
言
語
を
翻
訳
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
、
〃
蚕
三
〃

と
ゞ
⑦
曽
侭
巴
ゞ
と
の
間
の
翻
訳
の
問
題
を
例
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
（
ｇ
，
の
昇
》
弓
』
や
き
）
。
こ
の
二
つ
の
語
の
使
用
が
経
験

的
に
同
じ
よ
う
で
あ
る
た
め
に
は
、
こ
の
語
で
指
さ
れ
る
べ
き
「
動
物
が
等
価
に
な
る
の
で
は
な
く
、
刺
激
が
等
価
に
な
る
の
で
あ
る
」
（
号
．

ミ
．
毛
．
蛍
）
。
つ
ま
り
、
翻
訳
の
成
功
は
、
対
象
の
同
一
性
に
依
存
す
る
の
で
は
な
く
、
対
象
が
現
れ
た
と
き
に
、
或
る
一
定
の
文
に
対

し
て
話
し
手
と
聞
き
手
の
う
ち
に
ど
の
よ
う
な
刺
激
・
反
応
系
の
変
化
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
依
存
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

対
象
の
同
一
性
に
依
拠
し
て
翻
訳
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
対
象
を
切
り
取
る
の
に
言
語
を
用
い
る
か
ら
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
視
界
に
現
れ
た
対
象
が
「
兎
」
で
あ
る
と
認
知
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
対
象
が
背
景
か
ら
浮
き
出
し
て
く
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
認
知
の
構
造
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
認
知
の
構
造
に
は
言
語
的
理
解
が
不
可
避
だ
か
ら
で
あ
る
。
黒
田
亘

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、
「
知
覚
体
験
は
す
べ
て
一
定
の
記
述
の
も
と
で
の
み
知
覚
で
あ
り
、
ま
た
錯
覚
で
あ
る
」
二
知
識
と
行
為
』
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、
二
五
三
頁
）
。
こ
の
上
に
立
っ
て
、
黒
田
は
「
知
覚
に
お
け
る
「
志
向
的
関
係
」
は
「
制
度
と
し
て
の

お
い
て
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
翻
訳
の
可
能
性
と
そ
の
非
決
定
性
は
知
る
こ
と
の
行
使
の
か
た
ち
の
共
有
性
を
経
験
と
い
う
場
で
照
ら
し

出
す
こ
と
に
な
る
。
ク
ワ
イ
ン
の
『
言
語
と
対
象
』
に
お
け
る
「
根
源
的
翻
訳
」
と
い
う
問
題
を
参
照
軸
に
し
な
が
ら
、
議
論
を
進
め
る

こ
と
に
す
る
。

第
一
節
経
験
主
義
か
ら
自
然
主
義
へ
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因
果
関
係
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
同
上
、
二
八
八
頁
）
、
あ
る
い
は
「
「
志
向
性
」
と
は
す
な
わ
ち
「
制
度
に
な
っ
た
因
果
関
係
」
で
あ
る
」

（
同
上
、
三
○
一
頁
）
と
結
論
を
下
す
。
こ
れ
は
ア
ン
ス
コ
ム
（
⑦
．
固
・
三
．
皆
〕
８
の
国
富
）
の
『
イ
ン
テ
ン
シ
ョ
ン
』
（
き
ぎ
ミ
さ
ミ
》
嗣
四
豊

四
国
島
葛
①
Ｐ
ご
認
）
に
お
け
る
、
志
向
性
は
記
述
の
も
と
に
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
考
え
方
を
基
礎
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
或
る
行
為
に

つ
い
て
い
く
つ
か
の
記
述
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
も
志
向
的
表
現
、
た
と
え
ば
「
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な

表
現
を
含
ん
で
い
れ
ば
、
そ
の
行
為
は
志
向
的
・
意
図
的
行
為
と
看
倣
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
英
米
分
析
哲
学
に
お
い
て
言
わ
れ
る
「
志

向
性
言
ｇ
言
邑
巴
ご
」
は
「
意
図
的
行
為
言
①
三
○
目
盲
の
こ
の
本
質
を
示
す
概
念
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
心
の
働

き
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
物
理
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
因
果
性
と
対
を
な
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
因
果
性
が
物
理
的
事
象
に
も
っ
ぱ
ら
適

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ワ
ー
以
来
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
原
因
・
結
果
と
い
う
捉
え
方
の
一
つ
の
解
釈
に

他
な
ら
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
リ
コ
・
ト
ミ
ス
ム
に
お
け
る
原
因
の
主
要
な
も
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
形
相
因
」
、
「
目
的

因
」
、
「
作
用
因
（
作
動
因
匡
、
「
質
料
因
」
の
四
つ
で
あ
る
□
こ
の
場
合
に
は
、
因
果
性
は
物
理
的
因
果
に
限
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
一
七

世
紀
に
お
い
て
は
、
概
ね
物
理
学
の
探
究
か
ら
「
形
相
因
」
と
「
目
的
因
」
が
放
逐
さ
れ
る
が
、
形
而
上
学
的
な
領
域
に
お
い
て
「
理
由

な
い
し
原
因
国
言
凶
扁
ｇ
吊
巴
と
言
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
数
学
あ
る
い
は
存
在
の
重
み
』
知
泉
書
館
、

二
○
○
五
年
、
一
八
一
頁
以
下
参
照
）
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
「
志
向
性
」
と
「
因
果
性
」
の
対
比
と
い
う
の
は
、
現
代
の
或
る
種
の
哲

学
的
立
場
に
お
い
て
使
わ
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
が
一
般
的
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

黒
田
の
例
（
同
上
、
た
と
え
ば
二
六
二
頁
）
に
戻
っ
て
、
彼
の
考
え
を
も
う
少
し
説
明
す
る
と
、
庭
で
「
山
か
が
し
」
を
見
る
（
「
山

か
が
し
」
と
い
う
表
記
は
言
語
空
間
内
的
表
記
で
あ
る
）
、
と
い
う
知
覚
体
験
、
そ
れ
は
見
る
者
が
何
ら
か
の
も
の
へ
と
心
を
向
け
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
心
を
向
け
る
、
つ
ま
り
は
志
向
的
体
験
（
意
図
的
行
為
）
も
一
定
の
記
述
の
も
と
に
だ
け
知
覚
と
し
て
成
立
し
、

そ
れ
は
記
述
に
裏
付
け
ら
れ
た
社
会
的
な
営
み
の
な
か
で
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
山
棟
蛇
」
（
こ
の
表
記
は
、
あ
た
か
も
言
語
空
間
の
外
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以
上
の
寄
り
道
は
、
名
前
と
言
語
以
前
に
も
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
対
象
の
同
一
性
を
翻
訳
可
能
性
の
根
拠
に
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
に

つ
い
て
の
一
つ
の
議
論
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ク
ワ
イ
ン
が
想
定
し
て
い
る
場
合
、
つ
ま
り
、
翻
訳
可
能
な
言
葉
が
一
つ
も

な
い
と
い
う
場
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
現
地
の
人
」
が
同
意
を
表
す
た
め
に
ど
の
よ
う
表
現
を
使
う
の
か
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
同
意
と
否
認
と
の
記
号
が
わ
か
れ
ば
、
。
↑
⑦
男
侭
巴
ゞ
を
・
記
号
三
ゞ
に
翻
訳
す
る
た
め
の
「
帰

納
的
証
拠
」
を
集
め
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
に
で
き
る
こ
と
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
「
現
地
の
人
が
同
意
、

な
い
し
、
否
認
す
る
よ
う
に
と
、
促
進
す
る
刺
激
の
因
果
的
連
鎖
（
血
脈
）
＆
屋
の
四
三
の
旨
に
つ
い
て
」
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
ｇ
、
ミ
．
、

つ
ぎ
）
。
ク
ワ
ィ
ン
は
翻
訳
可
能
性
の
根
底
に
、
ま
ず
、
同
意
と
否
認
の
了
解
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
の
基
礎
は
刺
激
・
反
応
系

の
経
験
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
は
い
」
は
「
同
意
を
促
進
す
る
す
べ
て
の
刺
激
の
集
合
」
と
し
て
説
明
さ
れ
る
（
９
．
Ｇ
詳
も
．

篭
）
。
「
最
初
に
計
が
与
え
ら
れ
て
、
（
文
）
Ｓ
と
問
わ
れ
、
次
に
Ｓ
が
与
え
ら
え
て
、
ま
た
Ｓ
と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
最
初
の
問
い
を
否

側
に
事
物
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
山
棟
蛇
」
と
い
う
名
前
を
も
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
き
の
表
記
で
あ
る
）
が
庭
に
い
て
、
「
山

か
が
し
を
見
る
」
と
い
う
場
合
に
、
わ
れ
わ
れ
の
言
語
的
営
み
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
山
棟
蛇
が
い
て
、
そ
れ
が
原
因
に
な
っ
て
わ
れ
わ
れ

の
知
覚
体
験
が
生
じ
る
と
い
う
説
明
は
、
そ
れ
が
通
常
の
〈
因
果
関
係
に
基
づ
く
認
識
〉
の
説
明
で
あ
る
が
、
そ
の
説
明
は
言
語
空
間
の

外
側
に
事
物
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
事
物
が
名
前
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
背
理
を
お
か
し
て
い
る
。
そ
う
で
は
な
く
実
相
は
次
の
点
に
あ

る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
注
意
が
そ
ち
ら
の
方
に
向
か
っ
て
「
あ
っ
、
山
か
が
し
が
い
る
」
と
知
覚
す
る
場
合
に
、
そ
の
知
覚
は
「
山

棟
蛇
」
が
い
て
そ
れ
が
原
因
に
な
っ
て
「
山
か
が
し
が
い
る
」
と
知
覚
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
制
度
化
さ
れ
た
因
果
関
係
を
反
映
し
て
い

る
と
い
う
点
で
あ
る
。

根
源
的
翻
訳
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認
し
て
、
二
番
目
の
問
い
に
同
意
す
る
で
あ
ろ
う
、
こ
の
よ
う
な
計
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
Ｓ
は
話
者
に
と
っ
て
文
Ｓ
の
肯
定
的
刺
激
意

味
四
号
同
日
四
言
①
巽
言
昌
巨
の
日
①
煙
昌
長
に
属
す
る
」
（
§
．
ミ
．
七
．
篭
）
。
た
と
え
ば
、
猫
が
出
て
き
た
と
き
に
、
「
ド
ッ
グ
で
す
か
？
」
と
質

問
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
に
、
問
わ
れ
た
人
が
「
い
い
え
」
と
言
う
。
次
に
、
犬
が
出
て
き
た
と
き
に
、
「
ド
ッ
グ
で
す
か
？
」
と
質
問
さ

れ
て
「
は
い
」
と
答
え
る
。
そ
の
と
き
に
犬
に
対
す
る
「
ド
ッ
グ
で
す
か
？
」
に
対
し
て
肯
定
で
答
え
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
い
い
え
」

と
「
は
い
」
を
逆
転
す
れ
ば
、
「
否
定
的
刺
激
意
味
」
を
規
定
し
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
い
い
え
」
と
「
は
い
」
は
逆
転
し
て
も

ち
っ
と
も
か
ま
わ
な
い
。
要
す
る
に
同
意
と
否
認
の
区
別
が
つ
け
ば
よ
い
。
こ
れ
が
「
根
源
的
翻
訳
」
の
根
底
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

の
他
に
「
論
理
的
接
合
子
ざ
四
８
－
８
邑
邑
①
の
言
の
の
」
、
た
と
え
ば
、
「
そ
し
て
」
、
「
ま
た
は
」
、
「
だ
か
ら
」
な
ど
を
ど
の
よ
う
に
翻
訳
で
き

る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
こ
の
問
題
を
ク
ワ
ィ
ン
は
論
じ
て
い
る
が
（
ｓ
，
皇
．
さ
・
雪
の
亀
．
）
、
本
論
で
は
論
じ
る
必
要
が
な
い
。

本
論
の
課
題
に
応
え
る
た
め
に
「
翻
訳
に
つ
い
て
の
非
決
定
性
原
理
芸
①
ヨ
号
席
『
ヨ
ヨ
目
ｇ
ｏ
陣
国
邑
の
三
旨
邑
に
つ
い
て
見
て
お
く
こ

と
に
し
よ
う
（
§
．
皇
．
壱
．
易
の
亀
・
）
。
彼
に
よ
れ
ば
、
母
国
語
に
関
し
て
翻
訳
の
非
決
定
性
、
結
局
の
と
こ
ろ
翻
訳
の
不
可
能
性
に
つ
い

て
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
第
一
に
、
「
心
理
主
義
的
哲
学
の
場
合
に
は
」
こ
の
問
題
は
、
「
私
的
世
界
に
お
い
て
馴

染
み
の
述
定
方
式
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
公
共
的
に
、
国
語
の
問
題
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
共
通

な
経
験
と
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
、
「
私
」
だ
け
の
述
語
づ
け
の
仕
方
、
つ
ま
り
、
主
語
と
述
語
と
の
関
係
の
つ
け
方
が
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
翻
訳
は
非
決
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
「
思
弁
的
神
経
学
呂
①
２
盲
言
の

固
の
巨
三
○
空
の
場
合
」
を
ク
ワ
ィ
ン
は
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
「
思
弁
的
神
経
学
」
と
い
う
の
は
、
当
時
の
脳
と
神
経
系
を
対
象
に
す
る
神

経
生
理
学
で
は
そ
こ
ま
で
至
ら
な
い
か
ら
「
思
弁
的
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
〈
言
語
機
能
に
関
す
る
脳
神
経
学
に
よ
っ
て
述

語
づ
け
の
仕
方
に
到
達
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
〉
、
と
い
う
こ
と
と
考
え
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
自
然
科
学
的
方
法
に
基
づ
い
て

翻
訳
の
非
決
定
性
を
考
え
る
な
ら
ば
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
同
じ
言
語
的
振
る
舞
い
に
対
し
て
、
異
な
る
神
経
ネ
ッ
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ト
ワ
ー
ク
三
房
『
の
邑
言
①
巨
邑
言
○
百
宮
」
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
と
い
う
状
況
が
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
非
決
定
性
問
題
の
鍵

に
な
る
（
ｇ
、
蔓
．
、
．
ご
）
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
を
纒
め
て
言
い
直
す
な
ら
ば
、
人
々
の
間
に
意
味
論
的
な
違
い
が
あ
る
か
ど
う
か
を
（
１
）

他
人
に
は
わ
か
ら
な
い
「
私
的
」
な
領
域
に
求
め
る
か
、
（
２
）
言
語
的
振
る
舞
い
に
対
応
す
る
脳
神
経
系
的
な
差
異
に
求
め
る
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
私
的
一
言
語
」
を
否
定
す
る
な
ら
ば
、
翻
訳
の
非
決
定
性
の
基
礎
は
或
る
人
の
脳
神
経
系
に
お
け
る
特
異
性
に
引
き

戻
さ
れ
る
。
ク
ワ
イ
ン
が
経
験
を
超
え
て
ま
で
、
彼
が
こ
こ
で
言
う
「
思
弁
的
神
経
学
」
が
言
語
的
振
る
舞
い
の
雌
礎
で
あ
る
と
認
め
て

い
る
と
は
思
え
な
い
。
彼
と
し
て
は
、
翻
訳
の
問
題
を
考
え
て
い
っ
て
意
味
論
の
経
験
的
説
明
、
つ
ま
り
、
語
の
意
味
を
経
験
に
引
き
戻

し
て
考
え
る
と
い
う
地
平
を
開
い
た
こ
と
が
重
要
な
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
意
味
論
の
自
然
的
解
釈
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

先
に
言
葉
の
意
味
を
身
体
的
反
応
、
あ
る
い
は
、
脳
神
経
に
お
け
る
活
動
に
よ
っ
て
説
明
す
る
立
場
を
意
味
論
の
自
然
主
義
的
解
釈
と

呼
ん
だ
が
、
こ
の
解
釈
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
心
の
変
化
を
物
理
的
変
化
に
よ
っ
て
ど

の
よ
う
に
説
明
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
最
先
端
の
脳
神
経
科
学
の
成
果
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
は
異
な
る
。
脳
神
経
学
、
科
学

技
術
の
進
歩
に
関
わ
り
な
く
次
の
こ
と
は
言
え
る
。
第
一
に
、
意
味
論
の
自
然
主
義
的
解
釈
が
言
語
現
象
の
す
べ
て
に
渡
っ
て
成
し
遂
げ

ら
れ
る
の
な
ら
ば
、
言
語
の
創
造
的
使
用
は
原
理
的
に
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
す
べ
て
が
自
然
科
学
的
に
記
述
さ
れ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
記
述
さ
れ
た
以
外
に
は
何
も
言
語
現
象
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
自
然
科
学
は
法
則
的
に

説
明
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
原
則
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
然
主
義
的
に
意
味
論
を
解
釈
す
る
場
合
に
は
、
人
間
に
は
言
語
使
用
に

お
け
る
自
由
意
志
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
意
味
論
と
実
際
の
言
語
使
用
と
は
異
な
る
が
、
自
然
主
義
的
考
察
・
実
験
・

観
察
が
個
々
の
事
例
に
つ
い
て
の
実
験
・
観
察
で
あ
る
以
上
は
、
個
々
の
事
例
か
ら
意
味
論
を
組
み
上
げ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
ク
ワ
イ

自
然
主
義
批
判
（
１
）
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ン
が
示
し
て
い
る
の
は
そ
の
方
向
で
あ
る
。
こ
の
探
索
が
理
想
的
に
進
む
な
ら
ば
、
意
味
論
も
自
然
法
則
と
同
じ
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
、

つ
ま
り
、
一
定
の
安
定
し
た
記
号
列
に
よ
っ
て
意
味
論
の
法
則
、
あ
る
い
は
、
公
理
が
示
さ
れ
、
個
々
の
言
語
使
用
に
お
い
て
も
そ
の
法

則
は
貫
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
は
決
定
論
と
非
決
定
論
の
問
題
に
係
わ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
少
し
見
て
お
く
。

現
代
科
学
に
お
い
て
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
で
非
決
定
論
の
成
立
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
確
率
論

的
に
し
か
決
ま
ら
な
い
と
い
う
領
域
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
そ
も
そ
も
は
量
子
力
学
的
な
領
域
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
、
「
ゆ
ら
ぎ
」
と
か
「
創
発
」
と
か
「
自
己
組
織
化
」
と
か
が
そ
う
で
あ
る
。
或
る
状
態
が
与
え
ら
れ
た
と
き
に
そ
の
状
態

と
そ
の
状
態
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
い
く
ら
分
析
し
て
も
、
そ
の
次
の
状
態
と
の
つ
な
が
り
を
、
せ
い
ぜ
い
確
率
論
的
に
し
か
見
つ
け

出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
結
果
の
推
定
が
確
率
論
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
同
じ
よ
う
な
類
の
推
移
の
事
例
が
検
討

さ
れ
た
後
で
、
新
た
な
事
例
の
同
種
の
変
化
に
対
し
て
結
果
が
推
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
は
決
定
論
的
な
結
果
の
予
測
と
同
じ
で

あ
る
。
原
因
か
ら
い
つ
も
同
じ
結
果
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
確
率
論
的
に
結
果
が
推
定
さ
れ
る
場
合
に
も
二
通
り
が
あ

る
だ
ろ
う
。
一
つ
は
、
予
想
さ
れ
る
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
水
の
中
に
イ
ン
ク
を
一
滴
垂
ら
し
て

ど
う
な
る
の
か
と
い
う
場
合
の
よ
う
に
。
こ
の
場
合
に
は
し
か
し
、
広
が
り
方
の
正
確
な
予
測
は
観
察
手
段
の
き
め
細
か
さ
に
も
依
存
す

る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
別
に
し
て
、
同
一
媒
体
に
つ
い
て
何
度
も
実
験
を
す
れ
ば
、
相
当
程
度
の
予
測
は
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
も
う
一
つ
の
場
合
、
た
と
え
ば
、
量
子
力
学
に
お
け
る
素
粒
子
の
存
在
の
場
合
に
は
、
あ
る
か
な
い
か
が
確
率
論
的
に
し
か
捉
え
ら

れ
な
い
。
こ
の
場
合
に
実
験
を
繰
り
返
し
て
、
存
在
す
る
確
率
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
そ
れ
は
存
在
す
る
こ
と
の
予
測
に
は

な
ら
な
い
。
病
気
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
余
命
三
ヶ
月
と
判
定
さ
れ
て
次
の
日
に
死
亡
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
の
場
合
に
判
定
が

間
違
い
な
の
で
は
な
く
、
特
異
的
な
こ
と
が
そ
の
人
の
身
体
に
生
じ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
余
命
三
ヶ
月
と
い
う
判
定
は
必
然
的

な
結
果
を
予
測
し
て
言
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
目
安
で
あ
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
治
療
が
な
さ
れ
、
患
者
は
そ
れ
に
応
じ
て
人
生
に
対
処
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す
る
。
そ
う
い
う
目
安
で
あ
る
。
素
粒
子
の
存
在
と
人
の
生
命
で
は
随
分
と
違
う
が
、
あ
る
か
な
い
か
、
つ
ま
り
、
存
在
が
係
わ
る
と
き

に
確
率
は
未
来
の
或
る
状
態
の
記
述
に
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
に
係
わ
る
未
来
の
周
囲
の
状
況
に
対
す
る
態
度
、
と
り
わ

け
て
も
未
来
の
人
間
的
事
象
に
対
す
る
何
ら
か
態
度
の
形
成
を
促
す
も
の
で
あ
る
。
或
る
実
験
に
よ
っ
て
或
る
特
定
の
結
果
が
得
ら
れ
る

確
率
が
二
○
パ
ー
セ
ン
ト
で
も
そ
の
実
験
を
行
う
場
合
も
あ
り
、
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
で
も
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
気
が
つ
く
の
は
、
余
命
三
ヶ
月
の
場
合
も
、
素
粒
子
の
出
現
頻
度
の
場
合
も
、
観
察
者
と
観
察
さ
れ
る
人
・
物
と
い
う
関
係
で

考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
観
察
さ
れ
る
人
、
観
察
さ
れ
る
物
は
対
象
と
い
う
位
置
に
来
る
。
物
の
場
合
は
そ
れ
以
上
に
そ
の
も
の

に
近
づ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
人
の
場
合
に
は
、
そ
の
人
が
自
分
の
考
え
に
基
づ
い
て
自
分
で
意
志
を
行
使
す
る
と
い
う
こ
と

が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
医
師
が
患
者
に
余
命
三
ヶ
月
と
宣
告
を
下
す
場
合
に
は
、
も
ち
ろ
ん
患
者
の
心
理
状
態
な
ど
な
ど

を
思
い
遣
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
余
命
三
ヶ
月
と
い
う
こ
と
は
身
体
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
対
象
と

し
て
の
患
者
の
身
体
に
対
し
て
医
師
は
自
分
の
予
想
を
述
べ
て
い
る
。
決
し
て
そ
の
人
の
心
の
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
余
命
三
ヶ
月
と
言
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
人
間
的
事
象
、
特
に
人
間
の
意
志
的
行
為
が
考
察
の
対
象
に
含
ま
れ
る

と
、
確
率
論
的
予
測
も
心
構
え
と
し
て
受
け
取
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
人
は

人
で
あ
る
限
り
、
〈
い
つ
も
何
か
を
す
る
こ
と
も
し
な
い
こ
と
も
で
き
る
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
は
、
い
つ
で
も
法
則
破
り
を
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
。
何
か
問
い
か
け
ら
れ
て
、
黙
る
こ
と
も
、
嘘
を
つ
く
こ
と
も
、
わ
ざ
と
通
常
と
異
な
る
意
味
づ
け
を

し
な
が
ら
言
葉
を
発
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
質
問
を
す
る
側
の
意
味
論
を
壊
す
こ
と
が
で
き
る
。
壊
す
だ
け
で
は
な
く
、
相
手
と
相
談
し

て
異
な
る
意
味
論
を
作
る
こ
と
も
で
き
る
。
或
る
言
葉
が
或
る
集
団
の
な
か
で
は
異
な
る
役
割
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
は
別
に
不
思
議
な

こ
と
で
は
な
い
。
「
あ
ほ
」
が
「
ば
か
」
を
意
味
し
な
い
こ
と
も
あ
る
。
「
自
分
」
が
相
手
を
指
す
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
考
え
て
み
れ
ば

当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
或
る
国
語
を
他
の
国
語
に
翻
訳
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
或
る
音
が
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
異
な
る
役
割
を
す
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る
か
ら
で
あ
る
。
決
定
論
と
非
決
定
論
の
問
題
に
踏
み
込
ん
で
も
翻
訳
の
問
題
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
言
語
に
つ
い
て
は
創
造
的
使

用
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
「
当
人
に
尋
ね
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る

限
り
、
人
を
物
と
同
じ
よ
う
に
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
或
る
人
に
尋
ね
た
と
き
に
、
そ
の
人
が
黙
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
間
違
え
る
こ
と

も
あ
れ
ば
、
嘘
を
つ
く
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
人
の
自
由
意
志
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
認
め
る
限
り
、
意
味
論
を
自

然
主
義
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
つ
の
言
葉
の
意
味
と
対
象
と
の
関
係
で
さ
え
、
そ
れ
を
脳
神
経
科
学
に
よ
っ
て
対
応
づ

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
を
物
と
同
じ
よ
う
に
扱
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
自
然
主
義
的
解
釈
も
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
言

語
の
創
造
的
使
用
と
は
、
デ
カ
ル
ト
が
『
方
法
序
説
』
「
第
六
部
」
で
人
間
ら
し
さ
の
証
拠
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
『
デ

カ
ル
ト
派
言
語
学
』
（
ｚ
○
四
日
三
○
日
切
言
ｓ
ミ
ミ
薑
匡
長
臺
言
亜
匹
雲
邑
ミ
ミ
書
画
言
。
ミ
ミ
記
昌
雪
雲
ミ
ミ
ョ
。
侭
貢
ご
目
言
号
の
の
ど

尋
①
の
切
旦
シ
ヨ
①
号
四
．
ご
宝
）
で
そ
の
点
を
明
確
に
し
、
言
語
の
創
造
的
使
用
に
基
づ
い
て
「
生
成
文
法
」
を
構
築
し
て
い
っ
た
）
。
要
す

る
に
、
人
間
に
自
由
意
志
を
認
め
る
な
ら
ば
、
意
味
論
の
自
然
主
義
的
解
釈
に
よ
っ
て
、
一
人
の
人
の
言
語
活
動
が
一
義
的
に
決
ま
る
と

い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
古
く
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
通
り
、
言
語
が
規
約
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
一
つ
の
約
束
事
で
あ
る

と
い
う
こ
と
の
方
が
ず
っ
と
本
当
ら
し
く
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
翻
訳
の
非
決
定
性
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
意
味
論
、
つ
ま
り
、
語
の

使
用
に
お
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
が
規
約
に
基
礎
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
「
根
源
的
翻
訳
」
の
場
合
に
は
、
同
意
と
否
認
を
ど
の
よ
う
に
し

て
経
験
的
に
共
有
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
に
戻
り
、
規
約
主
義
に
よ
っ
て
も
翻
訳
の
非
決
定
性
と
い
う
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
一
言
で
云
え
ば
、
規
約
主
義
も
経
験
の
同
型
性
を
要
請
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
規
約
主
義
と
い
う
仮
定
を
立
て
て

意
味
論
を
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
自
然
主
義
、
む
し
ろ
自
然
科
学
的
知
見
を
真
理
と
し
、
そ
の
上
に
知
識
を
築
こ
う
と
す

る
立
場
は
、
言
語
の
創
造
的
使
用
と
い
う
現
実
に
は
届
か
な
い
。
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第
二
に
、
意
味
論
の
自
然
主
義
的
解
釈
が
言
語
現
象
の
す
べ
て
に
渡
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
し
て
み
て
も
、
そ
の
法
則
、
規
則
、
理

論
に
基
づ
く
帰
結
と
し
て
は
個
別
的
な
事
象
を
説
明
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
自
然
科
学
的
で
あ
る
と
は
、
せ
め
て
地
球
上
の
ほ
と
ん

ど
の
地
域
で
、
だ
い
た
い
ど
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
い
つ
で
も
、
比
較
的
安
定
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
な

知
識
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
お
け
る
一
言
語
的
振
る
舞
い
は
時
間
と
空
間
の
な
か
で
生
じ
る
、
一
瞬
で
も
異

な
れ
ば
、
あ
る
い
は
、
少
し
で
も
状
況
が
違
え
ば
、
同
じ
言
語
表
現
で
も
ま
っ
た
く
異
な
る
役
割
を
果
た
し
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
性
質

の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
間
・
空
間
に
お
け
る
一
餉
一
制
の
特
異
性
に
迫
る
た
め
に
は
、
ヘ
ッ
ド
ギ
ア
ー
を
付
け
て
い
て
も
何
の
役
に
も

立
た
な
い
。
ヘ
ッ
ド
ギ
ア
ー
の
反
応
状
況
を
見
て
「
あ
あ
、
こ
の
人
は
怒
っ
て
い
る
の
だ
な
あ
」
と
わ
か
る
の
は
、
見
て
い
る
方
が
状
況

に
応
じ
て
そ
の
よ
う
に
翻
訳
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
脳
神
経
科
学
は
身
体
能
力
を
補
う
と
い
う
点
、
疾
病
を
見
出
し
、
そ
れ
を
改
善
す

る
と
い
う
点
で
は
大
き
な
力
を
も
つ
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
役
立
て
よ
う
と
す
る
と
奇
妙
な
こ
と
に
な
る
＠
脚
に
麻
輝
が
あ
る
と
き
に

機
械
が
脚
の
運
動
を
助
け
て
く
れ
る
、
神
経
麻
蝉
で
口
か
ら
音
を
発
せ
な
い
場
合
に
機
械
に
代
替
し
て
も
ら
う
。
そ
の
よ
う
に
脳
神
経
の

仕
組
み
の
解
明
が
障
害
を
も
つ
人
に
と
っ
て
甚
だ
役
立
つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
と
言
語
現
象
を
脳
神
経
系
の

作
用
に
還
元
す
る
こ
と
と
は
異
な
る
。
誰
で
も
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
何
に
で
も
適
用
す
る
規
則
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
規
則
で
あ

る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
す
べ
て
を
説
明
す
る
知
識
は
個
々
の
人
間
に
つ
い
て
は
何
も
説
明
し
な
い
。
逆
に
、
今
、
こ
こ
で
だ
け
妥
当

す
る
知
は
、
ま
た
、
科
学
的
知
識
と
も
学
問
的
知
識
と
も
一
言
わ
れ
な
い
。
自
然
科
学
的
知
識
は
く
す
べ
て
と
一
つ
だ
け
〉
と
の
間
に
あ
っ

て
、
か
な
り
多
く
の
場
合
に
妥
当
す
る
と
い
う
範
囲
が
最
も
使
い
手
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
使
用
可
能
性
の
度
合
い
が
大
き
い
。
要
す
る

に
、
脳
神
経
科
学
に
よ
っ
て
言
語
現
象
の
す
べ
て
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
脳
神
経
科
学
が
提
供
す
る
も
の
は
何
の
役
に
も

自
然
主
義
批
判
（
２
）
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立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
科
学
者
は
有
限
的
知
識
を
求
め
、
そ
れ
も
せ
い
ぜ
い
一
○
年
も
て
ば
よ
い
、
地
球
の
半
分
ぐ
ら
い
の
地
域
で
適

用
さ
れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
知
見
を
明
ら
か
に
す
る
場
合
に
、
き
わ
め
て
優
れ
た
業
績
で
あ
る
と
誉
め
ら
れ
る
“
繰
り
返
せ
ば
、
自
然
科
学

が
人
間
に
寄
与
す
る
最
も
大
き
な
点
は
人
間
に
と
っ
て
の
障
害
を
取
り
除
く
こ
と
で
あ
る
。
言
語
的
振
る
舞
い
と
い
う
点
に
限
定
す
れ
ば
、

脳
科
学
の
仕
事
は
言
語
的
振
る
舞
い
と
脳
神
経
的
作
用
と
の
対
応
の
肌
理
を
細
か
く
し
て
行
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
対
応
関
係
は
科
学
技

術
が
進
歩
す
る
ほ
ど
細
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
一
定
の
感
情
と
脳
に
お
け
る
作
用
に
対
応
が
つ
く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
対
応
づ
け
が
な
く
な
り
ど
ち
ら
か
一
方
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
が
身
心
二
元
論
の
立
場
で
あ
る
。

纏
め
て
み
れ
ば
、
自
然
科
学
主
義
は
そ
れ
で
す
べ
て
の
現
象
を
説
明
し
よ
う
と
徹
底
す
れ
ば
人
間
の
自
由
を
説
明
で
き
な
く
な
り
、
徹

底
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
白
ら
の
判
断
に
自
ら
が
主
体
的
に
関
わ
っ
て
い
る
日
常
生
活
に
は
役
立
た
な
い
も
の
に
な
る
。
し
か
し
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
し
て
の
自
然
科
学
主
義
は
蕪
本
的
に
個
と
し
て
の
特
有
性
を
消
去
す
る
方
向
に
向
か
う
の
で
あ
る
か
ら
、
力
の
あ
る
者
が
弱
い
者

を
抑
圧
す
る
道
具
に
は
な
る
。
自
然
科
学
は
人
間
の
障
害
を
減
ら
し
て
く
れ
る
。
そ
の
一
方
で
使
い
方
に
よ
っ
て
は
人
々
を
弾
圧
し
た
り
、

誘
導
し
た
り
、
破
壊
す
る
手
段
に
な
る
、
同
り
道
を
し
た
が
、
意
味
論
の
自
然
主
義
的
解
釈
を
徹
底
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ど
う
し
て
も

例
外
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
自
然
主
義
的
解
釈
が
徹
底
的
に
な
り
、
す
べ
て
の
言
語
現
象
を
説
明
し
尽
く
し
た
と

主
張
し
た
途
端
に
、
己
の
言
語
的
振
る
舞
い
を
例
外
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
説
明
し
て
い
な
い
言
語
的
振
る

舞
い
が
必
ず
一
つ
残
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
翻
訳
の
非
決
定
性
と
い
う
問
題
を
神
経
生
理
学
的
知
見
に
帰
着
さ
せ
た
場
合
の
結
果
で
あ

る
。
要
す
る
に
、
自
然
主
義
的
一
言
語
解
釈
は
翻
訳
の
非
決
定
性
を
説
明
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
根
源
的
翻
訳
」
の
可
能
性
と
非
決
定
性
を
、
身
体
の
刺
激
反
応
系
の
差
異
に
基
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
の
理
由
は
次
の
二
点

に
あ
る
。
第
一
に
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
人
の
意
志
の
自
由
に
蕊
づ
い
た
言
語
の
創
造
的
使
用
を
認
め
る
な
ら
ば
、
自
然
科
学
主
義
に

基
づ
く
意
味
論
の
説
明
は
翻
訳
の
可
能
性
の
根
拠
に
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
象
徴
的
に
、
き
わ
め
て
簡
潔
に
一
言
え
ば
、
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「
存
在
」
に
つ
い
て
そ
れ
の
多
層
性
、
多
面
性
、
一
義
性
、
多
義
性
、
類
比
性
を
視
点
と
し
て
も
ち
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
現
に
こ
の

世
に
実
在
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
探
究
は
わ
れ
わ
れ
の
知
の
総
体
の
な
か
で
私
た
ち
の
現

に
こ
の
世
に
実
在
す
る
と
い
う
知
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
さ
ま
ざ
ま

に
知
っ
て
い
る
。
そ
の
知
っ
て
い
る
こ
と
の
総
体
を
目
の
前
に
差
し
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
こ
れ
が
知
の
総
体
で
あ
る
と
提
示
し
た
そ
の
刹
那
に
知
が
一
つ
増
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
知
の
総
体
に
は
行
き
着
く
こ
と
が
な

い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
知
の
総
体
を
目
の
前
に
出
す
こ
と
は
事
実
と
し
て
不
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
の
知
、
知
っ

て
い
る
こ
と
の
内
容
自
体
が
描
き
出
さ
れ
も
記
述
さ
れ
も
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
些
細
な
こ
と
で
あ
る
が
、
た

と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
電
車
の
時
刻
表
が
明
日
の
食
料
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
通
常
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
知
を

適
宜
選
び
わ
け
な
が
ら
、
日
常
の
営
み
を
続
け
て
い
る
。
そ
う
い
う
点
で
は
わ
れ
わ
れ
に
は
知
に
つ
い
て
の
或
る
種
の
地
図
が
そ
な
わ
っ

て
い
る
。
そ
れ
を
生
物
学
と
政
治
学
が
違
う
と
い
う
よ
う
に
、
あ
る
い
は
今
日
の
こ
と
と
明
日
の
こ
と
と
が
違
う
と
い
う
よ
う
に
、
あ
る

い
は
辛
い
け
れ
ど
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
辛
い
な
ら
ば
し
な
く
て
よ
い
こ
と
と
の
違
い
の
よ
う
に
、
或
る
程
度
は
振
り
分
け
て

い
る
。
そ
れ
で
も
そ
れ
ら
の
緩
や
か
な
領
域
区
分
は
或
る
限
度
ま
で
は
伸
縮
白
在
で
あ
り
、
或
る
限
度
ま
で
は
濃
淡
自
在
で
あ
る
。
そ
の

人
は
黙
っ
て
い
た
り
、
嘘
を
つ
い
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
翻
訳
の
非
決
定
性
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
、

Ａ
と
い
う
言
語
の
ａ
と
い
う
語
が
Ｂ
と
い
う
言
語
の
ｂ
と
い
う
語
に
対
応
し
た
り
、
Ｃ
と
い
う
語
に
対
応
し
た
り
す
る
と
い
う
現
象
の
可

能
性
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
自
然
主
義
的
な
考
え
方
は
こ
れ
の
可
能
性
を
説
明
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
自
然
科
学
的
知
識
は
一
定
の

安
定
性
を
求
め
る
か
ら
で
あ
る
。
確
率
つ
き
で
述
べ
て
も
偶
然
を
認
め
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

存
在
問
題
に
立
ち
返
る
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一
方
で
、
そ
う
い
う
知
の
あ
り
さ
ま
に
は
融
通
の
利
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
矛
盾
律
の
よ
う
に
、
ど
う
し
て
だ
か
わ
か
ら

な
い
が
そ
れ
を
認
め
な
け
れ
ば
何
も
先
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
論
理
的
真
理
も
見
つ
か
る
。
そ
う
い
う
な
か
で
「
存
在
」
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
一
体
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
う
る
の
か
。
そ
れ
が
私
た
ち
の
向
か
っ
て
い
る
方
向
を
指
し
示
し
て
い
る
。
「
存
在
」
、

な
い
し
は
「
あ
る
と
い
う
こ
と
」
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
が
与
え
て
い

る
の
か
、
あ
る
い
は
知
ら
れ
て
い
る
の
か
、
知
っ
て
い
る
の
か
。
矛
盾
律
は
〈
ど
こ
か
で
、
い
つ
か
〉
と
い
う
規
定
を
も
た
な
い
。
〈
ど

こ
で
も
、
い
つ
も
〉
成
り
立
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
知
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
あ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
「
あ
る
こ

と
」
な
し
に
は
何
も
「
な
ど
が
、
そ
の
「
あ
る
こ
と
」
は
触
れ
ら
れ
る
、
考
え
ら
れ
る
、
描
か
れ
る
な
ど
な
ど
の
受
け
身
を
も
つ
。
ス

ア
レ
ス
は
或
る
箇
所
で
「
存
在
①
ロ
の
」
を
「
存
在
が
共
通
に
受
け
取
る
こ
と
（
存
在
の
共
通
な
受
動
性
）
８
白
白
巨
胃
の
宮
の
の
ら
ロ
①
の
①
三
の
」

に
即
し
て
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
共
通
の
受
動
性
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
．
つ
、
真
な
、
善
い
」
の
三
つ
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ

ら
を
「
存
在
」
・
「
あ
る
こ
と
」
・
「
あ
る
も
の
」
が
蒙
る
こ
と
と
し
て
考
究
す
る
（
両
普
茸
の
園
．
ロ
ミ
ミ
国
言
ミ
の
ミ
ミ
号
言
言
、
》
口
唇
．
曰
》

の
①
ｇ
』
・
の
亀
．
ゞ
呉
宍
畠
三
国
ロ
負
ご
皇
画
誉
国
尽
函
ミ
ミ
ミ
、
諄
き
言
壽
号
ミ
ミ
言
薑
冒
香
ミ
ミ
ミ
ミ
閏
①
需
邑
の
言
侭
》
崖
臼
あ
』
↓
く
。
一
．
弓
。
ス

ア
レ
ス
か
ら
離
れ
る
が
、
「
存
在
」
の
受
動
性
と
い
う
事
態
は
「
在
る
こ
と
」
が
何
ら
か
の
歴
史
性
を
も
背
負
い
込
ん
で
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
矛
盾
律
も
「
あ
る
こ
と
」
に
制
約
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
あ
る
こ
と
」
は
具
体
性
と
彩
り
か
ら
の
遠
見
に
あ
る
。

そ
の
遠
さ
の
位
置
を
、
言
語
を
介
し
て
計
る
。
こ
れ
が
、
い
ま
わ
れ
わ
れ
の
課
題
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
言
語
は
、
国
語

と
し
て
現
実
化
す
る
。
そ
の
国
語
の
限
界
が
翻
訳
に
よ
っ
て
計
ら
れ
る
。
「
存
在
」
問
題
は
国
語
の
も
つ
多
様
性
の
限
界
を
超
え
て
も
な

お
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
が
そ
の
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
「
存
在
」
問
題
は
、
少
な
く
と
も
今
の
と
こ
ろ
わ
か
っ
て
い
る
か

ぎ
り
で
は
、
三
千
年
近
く
に
わ
た
っ
て
地
球
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
答
え
を
探
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
翻
訳
の
可
能
性
、
そ
れ
は
翻
訳

の
非
決
定
性
と
対
を
な
す
事
態
で
あ
っ
た
。
論
理
的
に
言
え
ば
、
可
能
性
は
不
可
能
性
と
と
も
に
見
出
さ
れ
、
可
能
で
あ
る
、
不
可
能
で
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そ
れ
で
は
こ
の
第
二
の
場
合
、
つ
ま
り
、
「
心
理
主
義
的
哲
学
」
の
場
合
は
ど
う
な
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
心
の
な
か
に
意
味
論
的

ず
れ
が
あ
り
、
そ
れ
が
翻
訳
の
非
決
定
性
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
ま
ず
「
私
的
言
語
目
ぐ
胃
①
置
信
巨
信
の
」
か
ら
考
え

て
み
る
。
「
私
的
言
語
」
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
私
の
言
語
が
他
の
す
べ
て
の
人
の
言
語
と
違
う
こ
と
は
あ
り
う
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に

意
味
論
的
ず
れ
が
生
じ
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
私
的
言
語
」
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
指
摘
通
り
成
り
立
た
な
い
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
ィ
ン
は
そ
れ
を
「
感
覚
（
の
再
現
に
つ
い
て
の
）
Ｈ
誌
四
島
国
ご
画
言
三
芸
①
３
２
国
の
月
の
○
言
８
『
冨
冒
の
ｇ
の
呂
○
ロ
」

と
い
う
こ
と
を
用
い
て
示
し
た
Ｐ
，
雪
葺
①
需
邑
の
邑
邑
（
富
国
の
宮
＆
耳
⑦
園
．
三
．
雷
勗
８
日
富
）
》
琴
き
の
こ
ミ
ミ
ミ
ご
亀
曾
言
鼠
、

聖
書
の
ｇ
吾
言
ミ
ミ
討
爵
ミ
ミ
薑
鴇
薑
》
四
四
呉
君
①
Ｐ
ご
認
．
胃
言
一
①
誤
蝕
壱
鱈
の
）
。
〈
昨
日
の
歯
の
痛
み
〉
は
今
は
な
い
。
そ
の
昨
日
の
歯
の

痛
み
を
昨
日
Ａ
と
記
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
Ａ
は
今
日
に
な
っ
て
み
れ
ば
、
何
の
印
か
わ
か
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
、
二
人
の
間
で

の
わ
か
り
合
い
が
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
、
〈
昨
日
の
歯
の
痛
み
〉
を
何
ら
か
の
印
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
頬
を
手
で
覆
う
と
い
う
振
る

舞
い
に
よ
っ
て
思
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
は
細
か
く
述
べ
な
い
が
、
言
語
と
は
そ
も
そ
も
公
的
な
も
の
で
あ
る
。
原
理
的
に
二
人

以
上
の
人
間
に
よ
っ
て
取
り
交
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
離
れ
小
島
に
一
人
で
い
て
も
、
も
ち
ろ
ん
言
語
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
る
□

最
初
か
ら
一
人
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
「
言
語
ゲ
ー
ム
置
括
巨
侭
①
‐
空
冒
①
、
普
国
の
言
凰
①
Ｅ
が
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ

あ
る
と
は
非
決
定
と
い
う
要
素
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ク
ワ
イ
ン
は
、
翻
訳
の
可
能
性
の
基
盤
を
「
刺
激
反
応
系
里
言
三
里
ざ
巳

に
見
た
。
そ
れ
に
応
じ
て
翻
訳
の
非
決
定
性
の
足
場
は
身
体
機
構
の
差
異
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
立
論
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を

私
た
ち
は
示
し
た
。
ク
ワ
イ
ン
が
翻
訳
の
非
決
定
性
の
足
場
の
候
補
と
し
て
上
げ
て
い
た
も
う
一
つ
は
、
個
々
人
の
心
に
お
け
る
意
味
づ

け
関
連
の
差
異
で
あ
っ
た
。

心
理
主
義
的
解
決
ｌ
私
的
言
語
の
不
可
能
性
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第
三
の
次
元

の
場
合
に
は
言
語
も
成
立
し
な
い
（
号
ミ
．
、
四
１
．
ヌ
ロ
詩
）
。
二
人
以
上
の
間
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
言
語
は
成
立
し
な
い
。
も
し
そ

う
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
翻
訳
の
非
決
定
性
原
理
は
成
り
立
た
な
い
の
か
。
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
二
つ
の
言
語
で
あ
れ
、
必
ず
一
義
的
に

翻
訳
可
能
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
も
っ
と
ゆ
と
り
を
入
れ
た
表
現
に
す
れ
ば
、
最
初
は
話
が
合
わ
な
く
と
も
、
と
こ
と
ん
話
し
て
い
け
ば
、

二
人
の
人
間
は
必
ず
わ
か
り
合
え
る
の
か
。
わ
か
り
合
え
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
は
何
か
。
も
ち
ろ
ん
、
言
い
た
い
こ
と
が
わ

か
る
と
い
う
次
元
の
問
題
で
あ
る
。
話
に
納
得
す
る
と
か
、
議
論
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
も
っ
と
単
純
な
こ
と
が
問
題
で
あ

る
。
先
ほ
ど
の
よ
う
に
、
或
る
一
つ
の
事
態
が
想
定
さ
れ
た
場
合
に
、
一
方
に
と
っ
て
そ
れ
が
言
語
表
現
ａ
に
相
当
し
、
他
方
に
と
っ
て

の
言
語
表
現
ｂ
に
相
当
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
問
題
を
単
純
化
す
る
と
国
語
間
の
問
題
と
は
異
な
る
要
因
が

含
ま
れ
て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
、
意
味
論
的
に
ず
れ
な
が
ら
、
相
互
の
遣
り
取
り
が
そ
の
ま
ま
流
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
ず
れ
が
表
立
た
な

い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
だ
か
ら
、
現
実
の
二
人
を
例
に
し
て
考
え
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
翻
訳
の
可
能
性
と
非
決
定
性
に
対
し

て
心
理
主
義
的
に
考
察
し
よ
う
と
し
て
も
、
或
る
人
の
経
験
の
違
い
に
応
じ
た
私
的
言
語
の
差
異
を
使
う
こ
と
は
で
き
な
い
㈲
〕
誰
で
も
よ

い
が
一
人
の
人
の
心
の
仕
組
み
、
思
い
方
の
仕
組
み
、
そ
の
固
有
性
を
探
っ
て
い
っ
て
も
国
語
間
の
翻
訳
の
問
題
は
解
決
で
き
な
い
。
そ

れ
で
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。

二
カ
国
語
の
翻
訳
可
能
性
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
第
三
の
次
元
を
要
求
し
た
。
そ
れ
が
も
う
一
つ
の
国
語
で
あ
れ
、
経
験
の
交
流
可
能
性

で
あ
れ
、
身
体
の
構
造
の
大
ま
か
な
合
致
で
あ
れ
、
そ
う
で
あ
る
。
意
味
論
的
ず
れ
を
心
の
ず
れ
で
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
は
言
語
の
問
題

に
到
達
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
二
つ
の
立
場
は
翻
訳
が
定
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま

第
二
節
翻
訳
の
場
と
し
て
の
思
考
の
超
越
論
的
機
構
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り
翻
訳
の
非
決
定
性
の
理
由
に
も
、
逆
に
言
え
ば
、
翻
訳
の
可
能
性
の
支
え
に
も
な
ら
な
い
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
先
に
わ
れ
わ
れ
は
も
う

一
つ
の
選
択
肢
を
見
つ
け
て
い
た
。
そ
れ
は
「
超
越
論
的
」
と
い
う
捉
え
方
で
あ
る
。

「
超
越
論
的
」
視
点
は
カ
ン
ト
が
自
分
の
哲
学
の
基
本
的
探
究
方
法
と
し
て
確
立
し
た
考
え
方
で
あ
る
。
そ
の
超
越
論
的
な
方
法
と
は

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
経
験
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
を
経
験
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
目
で
見
て
知
覚
す
る
と

い
う
こ
と
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
を
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
眼
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
目
で
見
て
知
覚
す
る
こ
と
と
、

耳
で
聞
い
て
知
覚
す
る
こ
と
な
ど
な
ど
と
の
成
立
条
件
の
区
別
を
説
明
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
知
覚
す
る
こ
と
が
ど
の
よ

う
な
こ
と
で
あ
る
の
か
わ
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
視
覚
経
験
の
成
立
の
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
れ
で
目
で
見
る
と

い
う
知
覚
が
成
立
す
る
条
件
を
す
べ
て
挙
げ
た
こ
と
に
な
る
の
か
ど
う
か
、
そ
の
点
は
別
に
し
て
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
見
ら
れ
た
視
覚
風

景
の
な
か
に
探
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
柄
で
あ
る
。
目
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
自
分
で
鏡
を
見
れ
ば
自
分
で
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
に
鏡
に
映
っ
て
い
る
も
の
の
う
ち
に
自
分
の
目
の
映
像
が
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
「
目
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
知
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
目
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
、
「
そ
れ
が
目
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
が
成
立
す
る
た
め

の
条
件
は
視
覚
風
景
の
な
か
に
は
な
い
。
つ
ま
り
「
見
て
知
る
」
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
見

え
な
い
事
柄
を
使
っ
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
目
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る

感
覚
器
官
の
う
ち
の
、
明
暗
、
色
彩
な
ど
を
捉
え
る
役
割
を
す
る
感
覚
器
官
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
明
暗
、
色
彩
な
ど

を
捉
え
る
役
割
を
す
る
感
覚
器
官
」
を
、
現
に
人
々
が
持
っ
て
い
る
「
目
」
と
い
う
語
を
用
い
て
説
明
す
る
な
ら
ば
、
単
な
る
同
語
反
復

に
な
り
説
明
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
一
言
で
云
え
ば
、
〈
見
る
〉
と
い
う
こ
と
は
〈
見
え
な
い
も
の
〉
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
超
越

論
的
と
は
、
現
に
成
立
し
て
い
る
経
験
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
を
求
め
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
拡
張
し
て
、
も
し
或

る
経
験
が
成
立
し
て
い
る
と
仮
定
し
、
そ
の
経
験
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
を
探
す
と
い
う
方
法
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
の
場
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も
と
に
戻
っ
て
、
そ
れ
ま
で
に
出
会
っ
た
こ
と
の
な
い
別
の
国
語
を
話
す
二
人
が
出
会
っ
て
二
つ
の
言
語
が
翻
訳
可
能
に
な
る
と
す
る
。

こ
の
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と
の
条
件
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
探
る
。
そ
の
場
合
に
、
ク
ワ
イ
ン
が
述
べ
て
い
た
人
間
の
自
然
的
条
件
に

基
づ
く
経
験
の
共
有
と
い
う
こ
と
も
一
つ
の
条
件
に
な
る
。
こ
の
解
釈
は
物
理
的
組
成
が
同
じ
だ
か
ら
同
じ
振
る
舞
い
を
す
る
で
あ
ろ
う

と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
。
し
か
し
、
自
然
科
学
的
解
釈
は
、
自
然
科
学
の
正
当
性
が
ど
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
を
捨
象

し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
、
言
語
の
創
造
性
を
説
明
で
き
な
い
と
い
う
点
で
有
効
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
経
験

を
共
有
で
き
る
こ
と
の
条
件
と
翻
訳
可
能
性
と
は
異
な
る
。
経
験
の
共
有
は
必
ず
し
も
国
語
で
あ
る
よ
う
な
言
語
を
必
要
と
し
な
い
か
ら

で
あ
る
。
身
振
り
、
動
作
に
よ
る
意
図
の
遣
り
取
り
も
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
、
そ
の
意
図
的
な
身
振
り
、
動
作
が
言
語
活
動
の
表
れ
で

あ
る
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
、
言
語
活
動
に
表
さ
れ
て
は
じ
め
て
そ
の
意
図
が
明
ら
か
に
な
る
の
だ
と
し
て
も
、
現
実
的
に
は
発
話
な
し

で
も
意
図
の
遣
り
取
り
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
あ
る
、
そ
れ
を
経
験
の
共
有
の
一
つ
と
看
倣
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら

ば
、
経
験
の
共
有
が
成
り
立
つ
条
件
と
翻
訳
が
成
立
す
る
条
件
と
は
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
言
語
活
動
の
方
が
経
験
の
共
有
に
先
立
つ
の

か
、
経
験
の
共
有
が
な
け
れ
ば
言
語
活
動
が
成
立
し
な
い
の
か
。
翻
訳
可
能
性
の
問
題
は
言
語
の
歴
史
的
な
発
生
論
と
は
別
の
問
題
系
に

属
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
言
語
発
生
論
は
既
に
言
語
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
遡
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
無
言
語
状
態
の
経
験
を

言
語
な
し
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言
語
起
源
論
と
は
、
最
初
か
ら
或
る
特
定
の
言
語
、
つ
ま
り
国
語
へ
と
掬

い
取
ら
れ
な
が
ら
構
築
さ
れ
る
理
論
だ
か
ら
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
の
言
語
起
源
論
に
せ
よ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
に
せ
よ
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

合
で
あ
る
な
ら
ば
、
二
人
の
人
が
い
て
、
そ
の
片
方
が
他
方
の
国
語
に
触
れ
た
こ
と
が
な
く
、
他
方
が
片
方
の
国
語
に
触
れ
た
こ
と
が
な

い
と
仮
定
し
、
片
方
が
他
方
の
国
語
を
自
国
語
に
翻
訳
し
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
こ
と
が
可
能
な
こ
と
の
条
件
を
探
す
の
で
あ
る
。

翻
訳
が
可
能
な
条
件
と
し
て
の
経
験
の
共
有
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幼
児
の
言
語
習
得
も
、
翻
訳
可
能
性
の
問
題
と
は
異
な
る
問
題
系
に
属
す
る
。
幼
児
の
国
語
習
得
過
程
は
教
育
の
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

一
定
の
国
語
使
用
が
確
立
し
て
い
る
周
囲
世
界
の
な
か
に
幼
児
が
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
根
源

的
な
翻
訳
可
能
性
の
問
題
は
、
二
つ
の
別
個
な
国
語
の
話
者
が
初
め
て
出
会
う
と
い
う
設
定
を
も
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
二
つ
の
別
個
な
国
語
の
話
し
手
と
聞
き
手
が
初
め
て
出
会
う
と
い
う
設
定
の
下
で
の
、
翻
訳
は
ど
の
よ
う
に
可
能
に
な

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
ら
か
に
何
ら
か
の
点
で
共
通
性
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
こ
の
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
物
理
的
組
成
の
共
通
性
、

た
と
え
ば
、
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
共
通
し
た
遺
伝
子
を
も
つ
、
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
こ
と
は
既
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
共
通
性
で
は
、

言
語
使
用
に
も
届
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
か
く
の
遺
伝
子
状
況
に
あ
る
生
物
は
言
語
を
使
用
す
る
可
能
性
が
大
き
い
と
い
う
自
然
科

学
的
知
見
が
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
現
実
の
言
語
使
用
を
遺
伝
子
状
況
に
反
映
さ
せ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
言
語
使
用
を
脳
の

ど
こ
か
の
部
位
の
活
動
で
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
言
語
活
動
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
が
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
こ
の

こ
と
が
可
能
に
な
る
。
言
語
活
動
に
言
及
せ
ず
に
脳
の
活
動
だ
け
で
言
語
使
用
を
説
明
で
き
る
こ
と
は
な
い
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
「
赤

い
」
と
い
う
言
語
使
用
に
対
応
す
る
脳
の
活
動
が
示
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
「
赤
い
」
と
い
う
表
現
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
遺
伝
子
や
脳

の
活
動
に
よ
っ
て
言
語
活
動
や
翻
訳
可
能
性
を
説
明
す
る
の
は
諦
め
よ
う
。
何
度
も
繰
り
返
す
が
、
遺
伝
子
や
脳
の
活
動
の
解
明
が
、
言

語
活
動
や
翻
訳
可
能
性
の
解
明
に
寄
与
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
自
然
科
学
的
知
見
は
言
語
活

動
や
翻
訳
活
動
の
障
害
を
克
服
す
る
の
に
甚
だ
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
肝
心
な
こ
と
は
遺
伝
子
状
況
や
脳
の
活
動
が
言
語
活
動
で
あ
る
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
繰
り
返
せ
ば
、
自
然
主
義
的
誤
謬
、
つ
ま
り
、
自
然
科
学
的
知
見
が
わ
れ
わ
れ
の
思
い
の
代

替
物
に
な
り
う
る
と
い
う
誤
り
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

自
然
主
義
批
判
（
３
）
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翻
訳
可
能
性
の
第
一
の
条
件
は
自
由
意
志
の
行
使
者
と
し
て
相
手
を
認
め
る
こ
と

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
な
ら
ば
、
翻
訳
可
能
性
の
基
礎
に
は
人
と
人
と
の
思
い
が
何
ら
か
の
共
通
な
機
制
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
の
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
二
つ
の
別
個
な
国
語
の
話
者
が
初
め
て
出
会
う
と
い
う
設
定
の
下
で
の
翻
訳
の
実
現
に
は
何
ら
か
の
共

通
性
が
要
求
さ
れ
る
。
し
か
し
、
物
理
的
組
成
の
共
通
性
は
翻
訳
の
可
能
性
を
説
明
し
な
い
。
残
る
の
は
、
考
え
方
が
ど
こ
か
で
共
通
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
書
い
て
み
る
と
、
実
に
当
た
り
前
の
こ
と
だ
と
呆
れ
て
し
ま
う
。
ど
う
し
て
こ
こ
へ
と
一
直
線
に
到

達
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
自
然
主
義
的
誤
謬
に
染
ま
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
こ
れ
も
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
自
然
主
義
的
誤
謬
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
は
、
自
分
を
自
分
に
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
る
。
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
自
然
科
学
的
知
見
が
真
で
あ
る
と
無
批
判
的
に
信
じ
る
な
ら
ば
、
自
分
が
自
分
の
信
念
に
基
づ
い
て
行
為
を
組
み

立
て
る
こ
と
が
無
益
で
あ
り
、
間
違
い
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
。
自
分
の
意
志
の
も
と
に
自
分
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

自
分
が
自
由
に
自
分
の
意
志
を
発
動
し
て
行
為
を
組
み
立
て
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
こ
そ
、
人
間
の
人
間
ら
し
さ
が
あ
る
。
人
を
人
と
し

て
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
相
手
が
自
分
の
意
志
で
行
為
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
る
。
翻
訳
可
能
性
の
根
拠
に
は
こ

の
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
相
手
を
同
じ
く
人
間
と
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
犬
や
猫
と
擬
似
的
な
会
話
を
交
わ
す
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
自
分
の
飼
っ
て
い
る
犬
が
あ
な
た
に
飼
わ
れ
た
く
な
い
と
い
う
そ
ぶ
り
を
示
し
て
も
、
そ
の
こ
と
を

犬
の
意
志
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
結
局
、
あ
な
た
は
犬
が
野
に
放
た
れ
る
の
を
許
さ
な
い
。
犬
と
契
約
を
結
ん
で
飼
い
犬
に

す
る
の
で
は
な
い
。
あ
な
た
は
犬
を
自
由
意
志
の
所
有
者
と
は
見
な
い
し
て
い
な
い
。
相
手
が
自
由
意
志
の
行
使
者
で
あ
る
と
認
め
る
こ

と
、
つ
ま
り
、
同
じ
く
人
間
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
翻
訳
可
能
性
の
第
一
の
前
提
で
あ
る
。
同
じ
く
似
た
よ
う
な
姿
態
、
身
体
状
態
に

第
三
節
「
存
在
」
問
題
の
定
位
す
る
と
こ
ろ
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相
手
を
自
由
意
志
の
行
使
者
だ
と
認
め
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
翻
訳
が
可
能
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
思
い
方
の
機
制
の
同
型
性
が
求
め

ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
論
理
学
の
基
本
が
共
有
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
み
よ
う
。
矛
盾
律
が
成
り
立
た
な
け
れ
ば
翻
訳

は
可
能
に
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
矛
盾
律
を
破
る
こ
と
自
体
が
可
能
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
矛
盾
律
は
通
常
「
同
時
に
、
同

じ
仕
方
で
、
あ
る
も
の
が
あ
り
か
つ
な
い
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
仕
方
で
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
定
式
と
言
わ
れ
て

い
る
。
「
同
じ
仕
方
」
と
い
う
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
に
は
、
「
可
能
態
」
は
「
可
能
態
」
で
、
「
現
実
態
」
は
「
現
実
態
」
で
比

べ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
同
時
に
、
桜
の
木
に
咲
く
一
つ
の
花
が
花
で
あ
り
、
つ
ぼ
み
で
あ
る
こ
と
は
な

い
が
、
モ
ン
ブ
ラ
ン
の
ケ
ー
キ
に
つ
い
て
、
こ
の
ケ
ー
キ
の
盛
り
上
が
っ
て
渦
を
巻
い
て
い
る
よ
う
な
部
分
が
、
ク
リ
ー
ム
で
あ
り
な
が
ら
、

同
時
に
栗
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
一
つ
の
あ
る
も
の
が
ク
リ
ー
ム
で
あ
り
か
つ
ク
リ
ー
ム
で
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
そ
の
栗
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
用
語
を
借
り
れ
ば
、
現
実
態
と
し
て
ク
リ
ー
ム
な
の
で
あ
る
。
可
能
態
同
士
で
見
れ
ば
、
そ
の

栗
が
栗
で
あ
り
同
時
に
栗
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
現
実
態
同
士
で
見
れ
ば
、
そ
の
ク
リ
ー
ム
が
ク
リ
ー
ム
で
あ
り
、
か
つ
同
時
に

ク
リ
ー
ム
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
矛
盾
律
が
厳
密
に
成
り
立
つ
た
め
に
は
「
同
時
に
」
と
「
同
じ
仕
方
で
」
と
い
う

限
定
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
限
定
を
つ
け
て
、
「
こ
の
机
が
、
今
こ
こ
で
、
机
で
あ
り
机
で
な
い
」
と
言
っ
て
み
る
。
こ
の
こ
と
で
何
を

言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
〈
（
ａ
か
つ
ａ
で
な
い
）
で
あ
る
こ
と
は
な
い
〉
・
こ
の
こ
と
を
説
明
し
ろ
と
求
め
ら
れ
て
も
、
説
明
で
き
な
い
。

あ
れ
ば
、
同
じ
く
人
間
で
あ
る
と
認
め
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
外
的
な
見
か
け
が
必
須
の
条
件
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ロ

ボ
ッ
ト
で
あ
ろ
う
が
、
異
星
人
で
あ
ろ
う
が
、
相
手
を
自
由
意
志
の
行
使
者
と
認
め
る
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
は
じ
め
て
会
話

開
始
の
可
能
性
が
開
か
れ
る
。

翻
訳
可
能
性
の
第
二
の
条
件
と
し
て
の
論
理
性
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気
づ
く
。

そ
う
だ
か
ら
そ
う
だ
と
し
か
言
え
そ
う
も
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
下
敷
き
に
し
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
知
識
も
成
り
立
た
な
い
と

言
う
以
外
に
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
矛
盾
律
は
わ
れ
わ
れ
の
知
が
成
り
立
つ
底
、
あ
る
い
は
天
井
に
位
置
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
排
中
律
、
つ
ま
り
、
ａ
か
過
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
よ
う
な
位
置
に
来
る
か
ど
う
か
。
そ
こ
に

は
考
え
よ
う
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ａ
か
つ
毛
を
認
め
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
弱
選
言
の
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

馬
か
ロ
バ
か
と
い
う
言
明
の
場
合
に
、
ラ
バ
は
馬
で
も
ロ
バ
で
も
な
い
け
れ
ど
、
馬
で
も
ロ
バ
で
も
あ
る
。
あ
の
人
は
関
東
人
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
根
は
関
西
人
で
あ
る
。
彼
は
関
東
人
で
か
つ
関
西
人
で
あ
る
。
彼
は
関
東
人
で
あ
る
か
関
東
人
で
は
な
い
か
を
否
定
で
き
る
。

つ
ま
り
、
形
式
的
に
言
え
ば
、
（
ａ
ま
た
は
翌
が
偽
に
な
る
例
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
・
強
選
言
を
排
中
律
に
採
用
す
る
と
い
う
提
案
は
、

物
事
に
隙
間
の
な
い
ａ
か
ね
で
示
す
こ
と
の
で
き
る
領
域
が
あ
る
と
い
う
提
案
を
含
む
。
こ
の
よ
う
に
例
を
世
界
の
側
か
ら
探
し
て
き
て

形
式
に
充
填
す
る
と
、
世
界
の
側
で
既
に
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
思
い
と
、
形
式
と
し
て
定
め
た
い
と
い
う
思
い
と
が
衝
突
す
る
こ
と
に

そ
こ
で
、
世
界
の
側
と
縁
を
切
っ
て
、
形
式
的
に
だ
け
進
め
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
ゲ
ー
デ
ル
魚
屋
三
⑦
宣
堅
）

の
言
う
「
不
完
全
性
定
理
」
に
よ
れ
ば
公
理
系
の
す
べ
て
の
定
理
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
公
理
系
を
作
る
と
、

そ
の
公
理
系
を
構
成
し
て
い
る
定
理
の
な
か
に
真
で
あ
る
と
も
、
偽
で
あ
る
と
も
言
え
な
い
定
理
が
生
じ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
振
り
返
っ

て
み
れ
ば
、
矛
盾
律
で
さ
え
、
限
定
を
つ
け
な
け
れ
ば
、
成
立
し
な
い
場
合
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
な
る
と
、
矛
盾
律
を
知

の
底
、
な
い
し
天
井
と
言
っ
た
が
、
し
か
し
、
矛
盾
律
を
構
成
し
て
い
る
「
あ
る
」
、
「
な
い
」
、
「
同
こ
な
ど
が
そ
れ
と
し
て
役
割
を
果

た
さ
な
け
れ
ば
、
矛
盾
律
を
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
事
実
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
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こ
こ
で
直
面
し
て
い
る
の
が
「
存
在
」
問
題
を
論
じ
る
こ
と
と
論
理
形
式
の
関
係
で
あ
る
と
わ
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
言
語
を
考
察
し
た

場
合
と
同
様
に
、
一
方
で
は
「
存
在
」
に
つ
い
て
言
語
を
用
い
て
考
察
し
、
そ
の
際
に
は
既
に
論
理
形
式
を
使
っ
て
い
る
。
そ
し
て
も
う

一
方
で
は
、
言
語
が
或
る
「
存
在
」
に
つ
い
て
の
観
方
を
下
地
に
し
、
論
理
形
式
に
も
そ
の
下
地
に
は
「
存
在
」
に
つ
い
て
の
観
方
が
あ

る
。
簡
潔
に
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
言
語
を
論
理
的
に
用
い
て
「
存
在
」
に
つ
い
て
語
る
が
、
そ
の
際
に
国
語
と
論
理
形
式
を
使
用
し
て

い
る
。
し
か
し
、
両
方
の
「
存
在
」
探
究
に
与
え
る
影
響
は
異
な
る
。
或
る
国
語
を
用
い
て
「
存
在
」
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
に
、
特
殊

な
歴
史
性
や
地
域
性
を
無
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
希
釈
す
る
、
薄
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
影
響
を
少
な
く
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
実
際
に
ど
う
す
る
こ
と
か
と
言
え
ば
、
違
っ
た
時
代
の
違
っ
た
地
域
の
思
想
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
を

通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
今
そ
の
な
か
で
生
き
て
い
る
時
間
・
空
間
の
歴
史
性
、
地
域
性
、
文
化
か
ら
蒙
る
影
響
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
に
共
通
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に
共
通
な
思
考
を
探
り
出
す
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
影
響
は
ゼ
ロ
に
は

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
過
去
の
哲
学
を
繰
り
込
み
な
が
ら
、
そ
れ
を
出
発
点
と
し
て
、
な
い
し
基
礎
に
お
い
て
探
究
す
る
こ
と
は
、
歴
史
、

地
域
、
文
化
の
も
っ
て
い
る
個
別
性
、
特
殊
性
を
少
な
く
す
る
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
論
理
形
式
の
場
合
に
は
、
国
語
の
場
合
と
同
じ
よ

う
な
注
意
を
払
う
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
論
理
性
と
は
「
あ
る
」
、
「
な
い
」
、
「
同
こ
と
い
う
こ
と
を
ど
の

よ
う
に
用
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
根
底
に
も
っ
て
お
り
、
そ
う
い
う
点
で
「
存
在
」
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
、
「
論
理
」
そ
の
も
の

に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
は
実
は
同
じ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
「
存
在
」
を
論
じ
る
場
合
の
境
位
、
レ
ヴ
ェ
ル
、
次
元
、
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
よ
い
か
不
分
明
で
あ
る
に
せ
よ
、

そ
こ
を
場
に
し
て
「
存
在
」
問
題
を
論
じ
る
場
、
あ
る
い
は
、
論
究
が
遠
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
、
抽
象
的
す
ぎ
て
内
容
を
見
失
い

「
存
在
」
に
つ
い
て
論
じ
る
と
い
う
こ
と
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そ
う
に
な
っ
た
場
合
に
、
戻
っ
て
行
っ
て
確
か
め
直
す
経
験
の
場
を
わ
れ
わ
れ
は
見
つ
け
た
。
そ
れ
は
、
〈
相
手
を
相
手
で
あ
る
「
私
が

為
す
」
と
い
う
存
在
者
で
あ
る
と
し
て
「
私
」
が
振
る
舞
う
こ
と
〉
で
あ
っ
た
。
い
さ
さ
か
複
雑
な
表
現
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
私
が
私

と
し
て
為
す
」
、
あ
る
い
は
も
っ
と
簡
潔
に
「
私
が
為
す
」
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
「
私
が
為
す
」
と
い
う
こ
と
は
世
界
の
現
状
か
ら

内
容
を
取
っ
て
き
て
補
填
さ
れ
て
了
解
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
「
私
」
の
働
き
の
こ
と
で
あ
る
。
「
私
が
為
す
」

の
「
為
す
」
は
世
界
の
現
状
を
前
提
し
な
い
「
為
す
」
、
こ
れ
を
「
思
う
」
と
言
っ
て
も
い
い
。
そ
れ
を
「
知
る
こ
と
、
意
志
す
る
こ

と
、
想
像
す
る
こ
と
、
感
覚
す
る
こ
と
」
と
展
開
し
て
も
よ
い
。
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
は
「
私
は
思
う
８
哩
さ
」
の
成
立
と
と
も
に
「
思
わ
れ

る
事
物
弓
⑳
８
喝
三
四
」
も
成
立
す
る
（
正
確
に
は
、
「
私
が
思
う
、
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
私
に
よ
っ
て
思
わ
れ
て
い
る
碍
○
８
唇
○
・

の
貢
毒
畠
四
日
の
８
四
ｓ
三
巨
邑
と
、
デ
カ
ル
ト
を
批
判
し
た
（
席
号
己
画
、
』
ミ
ミ
ミ
烏
量
。
鳶
亀
篝
言
ミ
ミ
電
ミ
ミ
、
ミ
ェ
ミ
号
ミ
ミ
ミ

ｓ
ミ
言
ミ
ミ
ミ
》
⑦
の
『
言
ａ
吾
．
貝
ロ
』
雪
『
デ
カ
ル
ト
の
『
哲
学
の
原
型
の
一
般
的
部
分
へ
の
註
解
』
「
第
一
部
第
７
項
」
）
。
そ
れ
も

確
か
に
体
系
選
択
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
始
ま
り
を
選
択
し
た
た
め
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
世
界
を
構
成
す
る
、
あ
る
い
は
、
世

界
そ
の
も
の
で
あ
る
「
モ
ナ
ド
ョ
自
己
巴
を
定
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
モ
ナ
ド
間
の
関
係
を
成
立
さ
せ
る
原
理
と
し
て
「
予
定

調
和
」
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
自
ら
の
行
為
の
原
因
を
「
充
足
理
由
」
（
そ
も
そ
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
な
い
の

で
は
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
の
理
由
、
と
と
も
に
、
そ
も
そ
も
そ
れ
で
あ
っ
て
別
様
で
は
な
い
こ
と
の
理
由
）
の
系
列
へ
と
無
際

限
に
消
尽
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
「
私
」
の
も
と
に
「
私
」
の
行
為
の
源
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
こ
の
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
の
道
を
歩
む
わ

け
に
は
行
か
な
い
。
「
私
が
為
す
」
は
「
私
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
何
か
」
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
「
私
は
為
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
論
究
の
地
盤
で
あ
る
。

55


