
ヴ

ィ

ト

ゲ

ン

シ

ュ
タ
イ
ン
の

「
哲
学
問
題
」

『
哲
学
探
究
』
(
以
下
『
探
究
』
)
は
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
「
十
六
年
間
没

頭
し
て
き
た
哲
学
的
探
究
の
沈
澱
物
」
、

「
哲
学
的
な
覚
え
書
」
(
序
文
)

と
呼
ぶ
も
の

を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
「
意
味
、

理
解
、
命
題
、
論
理
、
数
学
の
基
礎
、

意
識
の
形
態
、
等
々
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
問
題
は
、
時
に
は
比
較
的
長
い
連
鎖
を

な
し
、
時
に
は
問
題
か
ら
問
題
へ
と
突
然
飛
び
移
り
な
が
ら
論
究
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

哲
学
に
復
帰
し
て
か
ら
の
十
六
年
の
聞
に
、
哲
学
に
対
す
る
視
点
、
方
法
等
に
大
き
な

変
化
を
も
た
ら
し
た
が
、
全
体
的
に
構
成
す
る
試
み
は
「
不
成
功
」
に
終
っ
た
ご
群

の
風
景
描
写
」
「
一
冊
の
ア
ル
バ
ム
」

に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
(
序
)
。

前
期
の

し
か
し
、

『
論
理
・
哲
学
論
考
』
(
以
下
『
論
考
』
〉
に
「
深
刻
な
誤
り
を
認
め
L

ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
で
、

『
論
考
』
と
同
じ
よ
う
な
問
題
を
「
い
つ
も
新
た
な
、

異
な
っ
た
方
向
」

か
ら
述
べ
、

「
常
に
新
し
い
見
取
図
」
に
描
き
あ
げ
た
と
い
わ
れ
る
。

従
っ
て
、
同
じ

よ
う
な
問
題
、
論
点
に
関
し
て
も
論
述
す
る
こ
と
が
、
前
期
と
後
期
で
は
異
な
り
、

か
も
後
期
で
は
、

「
広
範
な
思
想
の
領
域
を
縦
横
無
尽
に
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
向
っ
て

遍
歴
L

し
、
さ
ら
に
加
え
て
、
「
心
の
哲
学
し
を
扱
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
理
解
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
哲
学
問
題
」

針

生

清

人

予
期
、
信
念
、
思
考
、
希
望
、
喜
び
」
と
い
う
心
理
に
関
わ
る
語
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。
従
っ
て
、
両
書
の
聞
に
は
基
本
的
に
異
な
る
哲
学
の
対
立
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
対
立
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
叙
述
の
仕
方
の
変

化
の
特
徴
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
や
や
長
い
が
引
用
す
る
(
文
の
頭
に
う
た
れ

た
数
字
は
、
筆
者
挿
入
)

0

「
①
ひ
と
が
わ
た
く
し
に
い
ま
さ
ま
ざ
ま
の
木
葉
を
一
不
し
、
『
こ
れ
を
ひ
と
は
〈
葉
〉

と
呼
ぶ
』
と
言
っ
た
と
す
れ
ば
、
わ
た
く
し
は
葉
の
形
と
い
う
概
念
、
葉
の
形
に
関

す
る
像
を
心
の
中
に
受
け
と
っ
た
こ
と
に
な
る
。
|
|
!
②
し
か
し
、

そ
の
と
き
、

定
の
形
を
一
加
さ
な
い
の
に
〈
す
べ
て
の
葉
の
形
に
共
通
で
あ
る
〉
よ
う
な
葉
の
像
な

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
緑
と
い
う
色
の

る
も
の
は
、

〈
わ
が
精
神
内
に
お
け
る
標
本
〉

l
l
緑
の
あ
ら
ゆ
る
色
調
に
共
通
な
も
の
の
標
本

と
は
、
ど
の
よ
う
な
色
調
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
:
:
:
③
『
し
か
し
そ
の
よ
う
な

〈
一
般
的
〉
な
見
本
は
あ
り
得
な
い
の
だ
ろ
う
か
:
:
:
。
』
|
|
④
た
し
か
に
あ
り

し

得
る
だ
ろ
う
。
緑
と
い
う
色
の
見
本
が
ど
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な

ぃ
、
か
を
問
え
。
そ
れ
は
四
角
で
あ
る
べ
き
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
、
緑
の

四
角
形
の
見
本
に
な
る
べ
き
な
の
か
。
そ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
れ
を
、

R-z-

d
j
J
j
 



ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
哲
学
問
題
」

不
規
則
な
形
の
見
本
と
見
な
す
:
:
:
の
を
妨
げ
る
も
の
は
、

一
体
何
な
の
か
」
(
口
)
。

こ
の
文
(
ね
)
を
全
体
的
に
見
る
な
ら
ば
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
自
問
自
答
、

あ
る
い
は
対
話
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
文
中
の
①
、
③
は
、
こ
の

場
で
の
問
題
提
起
者
の
発
言
で
、

通
常
、

断
定
的
で
あ
る
。

そ
れ
は
明
ら
か
に

『
論

考
』
の
著
者
(
あ
る
い
は
そ
の
立
場
に
立
っ
た
も
の
)
で
あ
り
、

『
探
究
』
の
著
者
の

対
話
者
の
役
割
を
果
す
。
こ
れ
に
対
し
て
②
、
④
は
『
探
究
』
の
著
者
と
し
て
の
ヴ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
で
あ
り
、
対
話
者
の
発
言
に
対
し
て
疑
問
を
提
示
し
、
あ
る
い
は

自
問
を
繰
り
返
え
す
。
し
か
も
④
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
疑
問
の
反
復
は
執
劫
と

も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
の
提
示
を
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

『
論
考
』
で
主

張
さ
れ
た
よ
う
な
発
言
に
疑
惑
を
生
じ
さ
せ
、
否
定
の
方
向
へ
と
誘
い
な
が
ら
、
新
し

い
見
解
を
持
ち
こ
む
の
で
あ
る
。

ま
た
、
他
の
文
(
泊
〉
を
見
て
み
る
。

「
ひ
と
は
人
の
名
、
色
の
名
、
材
料
の
名
、
数
詞
、
方
位
名
な
ど
を
、
直
示
的
に
定

義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
〈
こ
れ
を
二
と
い
う
〉

i
lと
言
っ
て
二
つ
の
グ
ル
ミ
を
指

す

l
!と
い
っ
た
こ
な
る
数
の
定
義
は
完
全
に
精
確
で
あ
る
」
(
却
)
。

こ
の
『
論
考
』
の
著
者
の
発
言
に
対
し
て
、

『
探
究
』
の
著
者
は
、
ど
う
し
て
二
と

い
う
も
の
を
こ
の
よ
う
に
定
義
で
き
る
の
か
、
そ
の
よ
う
な
定
義
を
受
け
と
ら
ぬ
か
も

し
れ
ぬ
で
は
な
い
か
、
別
な
も
の
の
名
と
誤
解
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
、
と
別
な
可
能

い
か
な
る
場
合
に
も
、
あ
れ
や
こ
れ
や

性
を
示
唆
し
な
が
ら
、

「
直
一
不
的
な
定
義
は
、

に
解
釈
さ
れ
得
る
」
と
結
論
す
る
。

い
う
な
ら
ば
、

『
論
考
』
の
著
者
が
「
:
:
:
で
あ

る
」
と
断
定
的
に
述
べ
る
と
き
、

『
探
究
』
の
著
者
は
「
・
:
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は

な
い
」
と
言
う
形
で
、
結
論
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
後
期
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
を
論
事
す
る
と
き
、

『
論
考
』
と
の
比
較
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

:
、
道
、

必ね

L
，刀

以
上
の
よ
う
に
見
る
と
き
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、

「
旧
著
の
思
想
と
新
し

い
思
想
を
一
緒
」
に
す
る
と
き
、

「
新
し
い
思
想
は
、
自
分
の
古
い
思
想
と
の
対
比
に

よ
っ
て
の
み
、

ま
た
そ
の
背
景
の
下
で
の
み
、
正
当
な
照
明
が
う
け
ら
れ
る
」
の
で
は

と
い
う
。
し
か
も
そ
の
新
し
い
思
想
は
古
い
思
想
の
根
本
を
否
定
す
る
の
で

挙 あ
しる
て。

い?そ
るこシの
。否

定
さ
れ
る
も
の

ペコ
L、
て

ノ

l
マ
ン
・
マ
ル
カ
ム
は
次
の
よ
う
に
列

(1) 

世
界
に
は
一
定
の
形
式
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
論
理
的
可
能
性
の
否
定
の
秩
序
で

あ
り
、
事
実
が
ど
う
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
と
は
独
立
で
あ
る
。

(2) 

世
界
に
あ
る
そ
の
一
定
の
形
式
は
、
絶
対
的
な
意
味
で
単
純
な
る
も
の
に
よ
っ

て
、
構
成
さ
れ
て
い
る
。

(3) 

そ
の
単
純
な
る
も
の
は
、
思
念
と
言
語
の
基
底
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

(4) 

思
念
は
「
心
的
構
成
要
素
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
言
語
の
文
は
基

礎
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

し
得
な
い
。

(5) 

思
念
は
、
本
質
的
に
、
特
定
の
事
態
の
像
で
あ
る
。

(7) (6) 

命
題
、
或
い
は
思
念
は
、
莫
然
と
し
た
意
味
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。

あ
る
命
題
が
意
味
を
も
つ
か
否
か
は
、
他
の
命
題
が
真
で
あ
る
か
否
か
に
依
存

(8) 

あ
る
命
題
の
意
味
を
理
解
す
る
に
は
、
そ
の
命
題
の
構
成
部
分
の
意
味
を
知
れ

ば
十
分
で
あ
る
。

(9) 

命
題
の
意
味
を
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

(10) 

全
て
の
命
題
が
し
た
が
う
一
般
形
式
が
存
在
す
る
。

引
H
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そ
れ
ぞ
れ
の
命
題
は
、
唯
一
つ
の
事
態
の
像
で
あ
る
。

(12) 

或
る
文
が
成
る
投
影
の
方
法
と
結
合
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
生
ず
る
命
題



は
、
必
然
的
に
暖
昧
で
は
な
い
。

(13) 

人
が
あ
る
文
に
よ
っ
て
何
を
意
味
す
る
か
は
、
論
理
的
分
析
の
内
的
過
程
に
よ

っ
て
明
白
に
な
る
。

A
叫

ー

我
々
の
日
常
の
大
多
数
の
命
題
が
有
す
る
像
と
し
て
の
性
質
は
、
隠
さ
れ
て
い

る。
(15) 

有
意
味
な
命
題
は
皆
、
現
実
と
比
較
可
能
な
思
念
を
表
わ
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
に
つ
い
て
一
言
う
と
、
先
、
す
、

『
論
考
』
の
論
理
学
の
一
般
形
式
が
否
定

さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
最
も
際
立
っ
て
い
る
。

『
論
考
』
で
は
現
実
の
論
理
的
構
造

の
分
析
、
現
実
の
像
の
分
析
に
よ
っ
て
、
現
実
と
言
語
と
は
論
理
的
な
共
通
の
基
礎
に

お
い
て
結
合
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
相
互
に
対
応
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
対
応
の

あ
り
方
は
唯
一
で
あ
っ
た
。
こ
の
現
実
と
言
語
の
対
応
理
論
も
、

『
探
究
』
で
は
否
定

さ
れ
る
。
即
ち
、
現
実
と
言
語
の
聞
の
関
係
は
唯
一
で
は
な
く
、
無
数
に
作
り
出
せ
る

の
で
、
そ
の
関
係
は
多
様
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ユ
タ
イ
ン
は
、

ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
言
語
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
の
で
あ

る。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
言
語
解
釈
の
根
幹
は
、
言
語
の
内
に
含
ま
れ
る
各
々
の
語
は
対

象
を
名
や
さ
し
、
文
は
そ
の
よ
う
な
名
ざ
し
の
結
合
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
言
語
理
解
は
、
各
々
の
語
は
一
つ
の
意
味
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
意
味
は
語

に
結
び
つ
け
ら
れ
、
語
が
指
示
す
る
対
象
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
の
よ
う
な
一
言
語
観
を
「
単
純
L

で
あ
る
と
い
う
理
由
で
批
判
す
る

(
4
)
。
こ
の
よ
う
な
、

「
語
の
意
味
と
い
う
一
般
的
な
概
念
が
、
ど
れ
ほ
ど
言
語
の
は

た
ら
き
を
煙
霧
で
包
み
こ
み
、

明
瞭
に
も
の
ご
と
を
見
る
こ
と
を
不
可
能
L

ハ
5
)
に

し
て
来
た
か
。
こ
の
よ
う
な
言
語
理
解
こ
そ
が
、

「
哲
学
的
問
題
し
を
生
じ
さ
せ
て
来

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
哲
学
問
題
」

た
の
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ど
の
よ
う
に
「
語
は
使
わ
れ
る
か
、
と
い

う
こ
と
だ
け
が
問
題
」

(
1
)

な
の
で
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
記
述
は
意
志
疎
通

の
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
を
一
万
す
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
「
わ
れ
わ
れ
、
が
言
語
と
呼
ん
で

い
る
も
の
全
て
」

(
3
)

に
合
致
し
、

語
対
象
と
い
う
相
闘
を
保
持
す
る
、

も
の
で
は

な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
「
狭
く
限
ら
れ
た
領
域
」
に
制
限
さ
れ
た
と
き
に
の
み
受

け
入
れ
ら
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
わ
れ
る
。

「
一
つ
の
言
語
を
想
像
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

一
つ
の
生
活
形
式
を
想
像
す
る
こ
と
し

(
四
)
に
他
な
ら
な
い
の
で
、
言
語
を
一
つ
の
機
能
に
限
定
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。

一
言
語
は
多
様
な
機
能
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
真
実
で
あ
る
。

言
語
は
多
様
な
機
能
を
も
っ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

「
言
語
山
ゲ
l

ム
」
(
ド

g
m
E官
官
B
P
∞
同
)
門
戸
ロ

U
4
5
-
)
と
い
う
新
し
い
構
想

(
7
)

が
一
示
め
さ
れ
た
。

「一=口語ゲ

l
ム
」
は
事
実
で
は
な
い
が
、
事
実
の
前
提
条
件
で
あ
り
、
事
実
と
密
接
に

関
係
し
て
い
る
。

「
我
々
は
事
実
を
、
現
に
あ
る
の
と
は
異
な
っ
た
や
り
方
で
想
像
す

る
な
ら
ば
、
あ
る
言
語
ゲ

l
ム
は
そ
の
重
要
性
の
幾
分
か
を
失
い
、
他
の
あ
る
も
の
が

重
要
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
、
言
語
の
語
集
の
用
法
に
は
、
漸
進
的
な
変

化
が
あ
る
」
(
『
確
実
性
に
つ
い
て
』
臼
〉
と
い
わ
れ
る
。

「
言
語
、
ゲ

I
ム
」
は
、

垣
間
の

も
っ
て
い
る
様
々
な
用
法
を
分
離
し
、
元
来
一
つ
で
な
い
も
の
を
一
つ
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
一
般
化
さ
れ
た
「
謎
」
を
避
け
、
誤
り
に
導
か
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
の
で
あ
る
。

「
言
語
ゲ

l
ム
」
の
構
想
は
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
後
期
の
哲
学
の
基
礎
で
あ

り
、
出
発
点
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
言
語
ゲ

I
ム
L

を
説

明
す
る
こ
と
を
棄
て
て
い
る
。
そ
れ
は
何
ら
か
の
経
験
、
感
情
、

又
は
想
像
さ
れ
る
現

「
わ
れ
わ
れ
の
錯

実
以
前
に
現
れ
る
よ
う
な
、
原
初
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

誤
は
、
事
実
を
〈
原
現
象
〉
と
見
る
と
こ
ろ
で
、
説
明
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
。
す
な



ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
哲
学
問
題
」

わ
ち
、

と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
で
」
(
刷
)

か
か
る
言
語
ゲ

l
ム
が
行
な
わ
れ
て
い
る
、

と
言
い
、
説
明
を
求
め
る
べ
き
で
な
い
と
こ
ろ
で
、
説
明
す
る
こ
と
の
誤
り
を
指
摘
す

る
。
従
っ
て
「
言
語
ゲ

1
ム
を
我
々
の
体
験
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
で

は
な
く
て
、
一
一
一
一
口
語
ゲ
l
ム
を
確
認
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
:
・
一
言
語
ゲ
l
ム
を

原
初
的
な
も
の
と
見
よ
/
そ
し
て
感
じ
な
ど
を
、
一
一
一
口
語
ゲ

l
ム
の
一
つ
の
考
察
の
仕
方
、

一
つ
の
解
釈
を
見
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
よ
/
」
(
師
)
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

言
語
の
抽
象
的
、

一
般
的
な
機
能
を
説
明
し
た
り
、

「
言
語
と
は
何
か
」
と
問
う
て
、

そ
の
本
質
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
一
一
一
口
語
が
こ
こ
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
を
、

こ
こ
に
立
ち
止
ま
っ
て
、
見
よ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
の
言
う
「
考
え
る
な
、
見
よ
/
」
(
侃
)
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
あ
る
。

「
言
語
ゲ
l
ム
」
と
い
う
語
が
最
初
に
導
入
さ
れ
た
文
章
を
、
次
の
よ
う
に
少
し
く

変
形
し
て
み
る
。

あ
る
建
築
現
場
で
、
親
方
に
サ

y

シ、

ガ
ラ
ス
、
パ
テ
、
ペ
ン
キ
と
叫
ば
れ
る
度
毎

に
、
そ
の
順
序
で
そ
れ
ら
の
も
の
を
親
方
に
手
渡
す
職
人
を
考
え
て
み
る
と
、
親
方
と

職
人
の
聞
に
は
意
士
山
疎
通
を
果
す
「
一
言
語
」
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
が
、

「
原
初
的
言
語
」
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

(
2
1

そ
こ
で
は
、

四
つ
の
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

川
「
言
語
ゲ
!
ム
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
こ
の
種
の
原
初
的
な
言
語
で
あ
り
、
言
語

の
使
用
と
い
う
実
践
(
語
と
ふ
る
ま
い
〉
、

一
口
語
の
教
授
(
対
象
を
名
ざ
す
、

語
を
後

か
(2) ら

発
音
す
る

1=1 
晋五
日口

似
た
出
来
事

よ
る
Lノ

子
供
が
自
分
の
母
国
語
を
学
び
と
る
ゲ
l
ム
。

四

(3) 

名
ざ
し
た
り
、
予
め
い
わ
れ
た
語
を
発
音
す
る
過
程
、
単
純
な
出
来
事
に
よ
っ

て
、
子
供
は
母
国
語
を
学
び
得
る
。

(4) 

一
口
窪
田
と
一
言
語
の
織
り
込
ま
れ
た
諸
活
動
の
総
体
。

こ
れ
ら
が
「
言
語
ゲ

I
ム
」
と
呼
ば
れ
る
。

い
う
な
ら
ば
、

「言一古田、ゲ

l
ム
」
は
「
単

純
化
」
で
あ
り
、

「
訓
練
」
で
あ
る
。
言
語
の
そ
の
よ
う
な
「
原
初
的
諸
形
態
を
、
子

供
は
話
す
こ
と
を
学
ぶ
と
き
に
用
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
言
語
を
教
え
る
と
い

う
こ
と
は
、
説
明
で
は
な
く
、
訓
練
す
る
」

(
5
)
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
「
言
語
ゲ
l
ム
」
は
、

い
わ
ば
「
働
い
て
い
る
言
語
」
で
あ
る
。
我
々

が
言
語
を
考
察
す
る
と
き
に
は
、
言
語
、
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
、
を
見
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
語
の
使
い
方
に
は
「
無
数
の
異
な
っ
た
種
類
、
が
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
多
様
さ
は
固
定
し
た
も
の
で
も
、

一
遍
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
も
な
く
、
新
し
い

タ
イ
プ
の
言
語
が
い
わ
ば
発
生
し
、

他
の
も
の
が
忘
れ
ら
れ
て
い
く
し
(
幻
)

も
の
で

あ
る
。
言
語
ゲ

I
ム
は
「
一
言
語
を
話
す
と
い
う
こ
と
が
、

一
つ
の
活
動
な
い
し
生
活
形

式
の
一
部
で
あ
る
こ
と
」
(
幻
)
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
、

「
命
令
す
る
、
そ
れ
に
従
っ
て
行
為
す
る
。
対
象
を
熟
視
し
、
計
量
し
た
通
り

に
記
述
す
る
。
出
来
事
を
報
告
す
る
。
仮
説
を
立
て
検
証
す
る
。
物
語
を
創
作
し
読
む
。

劇
を
演
ず
る
。
輪
証
す
る
。
冗
談
を
言
い
、
噂
を
す
る
。
翻
訳
を
す
る
。
乞
ふ
。
感
謝

す
る
。
の
の
し
る
。
挨
拶
す
る
。
祈
る
O
i
-
-
・
」
(
お
)
な
ど
が
、
「
言
語
ゲ
I
ム
」
の

例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

さ
ら
に
道
具
箱
の
中
の
ハ
ン
マ
ー
、
ベ
ン
チ

等
々
の
道
具
も
、
釘
を
う
つ
、
針
金
を
切
断
す
る
と
い
う
機
能
を
各
自
一
つ
づ
っ
持
つ

と
い
う
よ
う
に
限
定
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。

ハ
ン
マ
ー
は
ク
ル
ミ
を
割
る
、

ガ
ラ
ス
を

割
る
等
々
に
使
用
し
て
も
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
多
く
の
機
能
の
中
に
あ
っ

て
、
釘
を
う
っ
と
い
う
の
は
そ
れ
ら
の
機
能
の
一
つ
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ



と
か
ら
す
れ
ば
、
言
語
と
い
う
道
具
の
使
い
方
も
多
様
な
の
で
あ
っ
て
、
語
の
一
義
性
、

唯
一
の
使
用
を
主
張
す
る
よ
う
な
論
理
学
の
理
想
的
言
語
は
要
請
で
し
か
な
い
こ
と
に

な
る
。「

一
言
語
ゲ

l
ム
」
と
い
う
表
現
は
、
言
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
一
不
め

す
も
の
で
あ
る
(
『
哲
学
的
文
法
』
話
、

お)。

こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、

つ一白一語ゲ

l

ム
」
は
、
言
語
の
実
際
の
実
践
に
現
れ
る
と
い
う
こ
と
を
確
定
す
る
、

と
い
う
意
味
で

重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
言
語
ゲ

l
ム
」
は
、
言
語
の
本
質
と
か
理
想
的
な
単
純
化
、

あ
る
い
は
そ
の
中
に
ア
プ
リ
オ
リ
な
体
系
を
求
め
る
方
向
に
進
む
も
の
で
は
な
い
。
一
言

語
を
話
す
こ
と
は
生
活
形
式
の
一
部
だ
と
さ
れ
た
。

「
言
語
ゲ
1
ム
」
の
多
様
性
を
い

う
と
き
、
そ
れ
と
同
じ
だ
け
の
生
活
形
式
が
あ
る
こ
と
に
な
る
(
目
、

問
、
・
L

〈
訳
書

「
言
語
ゲ
ー
ム
し
は
ま
た
、

わ
れ
わ
れ
の
言
語
と
行
為
の

釦
頁
〉
V
L

八
訳
書
叩
頁
〉
〉
。

全
体
に
関
わ
る
行
動
様
式
(
加
)
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
話
す
こ
と
は
「
言
語
ゲ

ー
ム
し
の
一
部
で
し
か
な
い
が
、
行
動
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、

「
話
す
こ
と
は
そ
れ
自
身
活
動
で
あ

る
L
、
「
こ
と
ば
は
行
為
で
あ
る
」
(
刷
、
『
哲
学
的
文
法
』
悶
)
と
言
っ
て
い
る
。
し
か

L
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
言
語
ゲ

l
ム
L

の
例
を
あ

げ
、
大
雑
把
な
相
違
、
多
様
な
用
法
を
示
め
し
た
だ
け
で
あ
る
。

「一言一語ゲ

そ
れ
故
、

ー
ム
」
は
言
語
の
用
法
に
関
し
て
、
表
現
を
別
に
し
た
だ
け
だ
、

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

ぃ
。
一
言
語
の
具
体
的
用
法
、
す
な
わ
ち
、
個
々
の
「
言
語
ゲ
1
ム
」
は
言
語
の
慣
用
に

よ
っ
て
、
我
々
の
生
活
形
式
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。

「
一
言
語
ゲ
I
ム
」
は
あ
く
ま
で

も
、
哲
学
の
明
断
性
に
達
す
る
た
め
の
一
つ
の
仕
方
を
示
め
ず
一
つ
の
言
語
観
で
あ
っ

て
、
唯
一
の
見
方
と
か
必
然
的
な
、
最
良
の
見
方
と
か
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
哲
学
問
題
」

ユ
つ
の
言
語
を
想
像
す
る
こ
と
は

一
つ
の
生
活
形
式
を
想
像
す
る
こ
と
」
(
叩
)

だ
と
い
わ
れ
た
。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
研
究
者
は
、
こ
の
「
生
活
形
式
」
に
つ
い

て
言
及
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
、
現
象
学
を
は
じ
め
多
く
の
現
代
哲
学
が
、

「生

活
形
式
」
を
論
ず
る
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
の
言
う
「
生
活
形
式
」
は
、

『
論
考
』
に
お
け
る
「
論
理
的
形
式
」
に
対
応
す
る

も
の
で
、

『
探
究
』
で
は
「
言
語
ゲ
l
ム
」
に
依
拠
す
る
言
語
観
に
と
っ
て
重
要
な
役

割
を
果
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
は
い
う
も
の
の
、

「
生
活
形
式
」
と

い
う
語
は
『
探
究
』
で
は
五
ケ
所
に
現
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

ω
「
あ
る
言
語
を
想
像
す
る
こ
と
は
、
あ
る
生
活
形
式
を
想
像
す
る
こ
と
で
あ
る
」

(
凹
)
。
例
え
ば
、

「
戦
闘
中
に
お
い
て
、
命
令
と
報
告
か
ら
な
る
一
言
語
」
を
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
言
語
を
我
々
は
無
数
に
想
像
し
得
る
。
例
え
ば
、
手
術
中

の
医
師
、
看
護
婦
、
麻
酔
医
の
間
の
言
語
、
あ
る
い
は
調
教
師
と
騎
手
の
聞
の
言
語
、

こ
れ
ら
は
全
て
、
あ
る
生
活
形
式
を
想
像
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

ω
「
〈
言
語
ゲ

1
ム
〉
と
い
う
こ
と
ば
は
、
こ
こ
で
は
言
語
を
話
す
と
い
う
こ
と
が
、

一
つ
の
活
動
な
い
し
生
活
形
式
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ

る
」
(
お
)
。
話
す
こ
と
と
ふ
る
ま
う
こ
と
の
全
体
が
「
言
語
ゲ

l
ム
」
で
あ
り
、
活
動
、

「
生
活
形
式
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
言
語
を
使
う
と
い
う
こ
と
自
体
が
わ
れ
わ

れ
の
「
生
活
の
一
部
L

(

『
哲
学
的
文
法
』
却
)
な
の
で
あ
る
。

同
「
正
誤
は
人
間
の
一
言
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
言
語
に
お
い
て
人
聞
は
一
致
す
る
。

言
語
に
お
い
て
人
聞
は
意
見
の
一
致
で
は
な
く
生
活
形
式
が
一
致
す
る
の
で
あ
る
」

(
加
〉
。
言
語
に
お
い
て
一
致
す
る
者
は
、
同
じ
生
活
形
式
を
分
ち
も
っ
と
い
う
こ
と
で

五



ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
哲
学
問
題
」

あ
る
。
言
語
に
お
け
る
根
本
的
な
一
致
と
は
、
こ
の
者
た
ち
に
よ
る
意
志
疎
通
(
抑
)

で
あ
る
。
同
意
は
言
語
の
用
法
、
す
な
わ
ち
「
一
言
語
ゲ

I
ム
」
か
ら
成
る
の
で
、
根
本

的
同
意
と
は
言
語
の
慣
用
、
す
な
わ
ち
「
生
活
形
式
」
に
お
い
て
示
め
さ
れ
る
。
あ
る

「
言
垣
間
ゲ
l
ム
」
の
可
能
性
あ
る
い
は
他
の
多
く
の
つ
言
語
ゲ
l
ム
」
の
不
可
能
性
は
、

あ
る
「
生
活
形
式
」
の
可
能
性
あ
る
い
は
不
可
能
性
で
も
あ
る
。

同
「
言
語
使
用
を
習
得
し
た
者
の
み
が
希
望
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
。
希
望
を
も
っ

と
い
う
現
象
は
、
こ
の
複
雑
な
生
活
形
式
の
様
態
で
あ
る
」

(
i
訳
書
卸
)
。
こ
こ
で
は

一
言
語
と
「
生
活
形
式
」
が
結
合
さ
れ
て
い
る
。

「
希
望
」
と
い
う
よ
う
な
語
は
人
間
の

生
活
の
一
つ
の
現
象
を
示
め
し
て
い
る
。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
関
心
が
あ
る
の

は
、
心
理
的
現
象
で
は
な
く
て
、
人
聞
の
ふ
る
ま
い
に
お
け
る
現
象
と
し
て
の
も
の
で

あ
る
。
希
望
と
い
う
出
来
事
は
そ
れ
自
身
様
々
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
人
生
模
様
の
中
で

様
々
に
変
様
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。

同
「
引
き
受
け
る
べ
き
も
の
、
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
生
活
形
式
で
あ

る
」
(
・
は
訳
書
印
頁
)
。
「
生
活
形
式
」
は
、

人
聞
が
そ
こ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
こ
ろ
の
所
与
で
あ
る
。
所
与
や
受
け
入
れ
る
べ
き
も
の
は
、
我
々
の
実
践
を
決
定
す

る
基
本
的
な
事
実
で
あ
り
、
現
象
で
あ
る
。

ω、
刷
、
凶
は
、
言
語
と
直
接
に
関
係
し
、

ωは
行
為
と
関
わ
り
、
同
は
「
言
語
ゲ

ー
ム
」
と
直
接
に
関
っ
て
い
な
い
が
、
関
連

e

つ
け
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
4
)
 

ハ
ン
タ
ー
の
行
な
っ
た
解
釈
の
要
約
を
見
て
み
る
。

以
上
の
こ
と
に
つ
い
て
、

ω
「
生
活
形
式
」
は
言
語
ゲ

l
ム
と
同
じ
で
あ
り
、

「
生
活
形
式
」
を
言
語
ゲ
l
ム

と
呼
ぶ
こ
と
は
、

「
生
活
形
式
」
が
わ
れ
わ
れ
の
生
に
お
い
て
形
式
化
又
は
標
準
化
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

同
「
生
活
形
式
」
は
、
様
々
な
仕
方
で
ふ
る
ま
う
よ
う
に
相
互
に
関
係
し
た
諸
々
の

ム
ノ、

傾
向
の
一
種
の
束
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
表
情
を
し
た
り
、
あ
る
身
振
り
を
す
る

こ
と
、
林
檎
を
数
え
た
り
、
人
を
助
け
る
よ
う
な
あ
る
こ
と
を
す
る
こ
と
、
あ
る
こ
と

を
述
べ
る
こ
と
、

で
あ
る
。

(3) 

あ
る
こ
と
を
「
生
活
形
式
」
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
、
そ
れ
は
生
き
方
、
生
の

モ
ー
ド
、

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
生
の
マ
ナ
l
、
生
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
階
級
、
宗
教
、
人
々
を
特
徴
ゃ
つ
け
る
産
業
、
商
業
の
タ
イ

プ
を
扱
う
の
に
重
要
な
も
の
を
有
す
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

凶
「
生
活
形
式
」
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
る
意
味
は
、
生
物
に
関
し
て
典
型
的
な
も
の

で
あ
る
。
生
物
に
広
く
存
す
る
と
い
う
意
味
で
典
型
的
で
あ
る
。

以
上
の
様
な
ハ
ン
タ
ー
の
解
釈
は
、

「
生
活
形
式
が
、

ω言
語
ゲ
l
ム
と
同
じ
で
あ

る
こ
と
、
同
心
理
学
的
に
、
同
あ
る
特
殊
な
意
味
で
文
化
的
に
、
凶
生
物
学
的
に
、
理

解
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
い
う
「
生

活
形
式
」
が
明
白
で
、
単
純
で
あ
り
な
が
ら
理
解
し
難
い
の
は
、
生
物
学
的
、
心
理
学

的
な
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
ら
に
も
社
会
的
文
化
的
な
事
実
に
も
限
定
さ
れ

:
、
、

中
山
旬
、

U

と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
生
活
形
式
」
は
、
意
味

の
諸
可
能
性
を
意
味
す
る
形
式
だ
と
見
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「
生
活
形
式
」
は
言

一
諸
に
よ
っ
て
、

又
言
語
と
共
に
行
な
わ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
主
眼
が
あ
る
。
あ
る
集

団
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
が
確
定
さ
れ
、
そ
の
成
員
に
よ
っ
て
担
な
わ
れ
る
共
通
の
意

味
を
有
す
る
何
ら
か
の
行
為
が
「
生
活
形
式
」
な
の
で
あ
る
。

「
生
活
形
式
」
は
成
員

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
限
り
で
、
有
意
味
な
行
動
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
そ
れ
は

例
え
ば
、
物
理
的
あ
る
い
は
生
物
学
的
な
出
来
事
の
よ
う
に
、
意
味
を
も
た
ぬ
行
動
と

区
別
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
集
団
的
な
意
味
を
も
た
ぬ
個
人
的
な
行
動
と

区
分
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
買
物
を
す
る
こ
と
は
あ
る
人
が
社
会
に
お
い
て



行
な
う
こ
と
で
あ
り
、
有
意
味
で
あ
る
。
し
か
も
言
語
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
が
強
調

さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

「
生
活
形
式
」
を
離
れ
て
は
、
一
言
語
は
想
像
し
得
な
い
の
で

あ
り
、
こ
の
こ
と
が
、

「
一
一
一
口
語
を
想
像
す
る
こ
と
は
生
活
形
式
を
想
像
す
る
こ
と
だ
」

'r一
い
う
こ
と
の
意
味
な
の
で
あ
る
。

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、

「
こ
の
よ
う
に
行
な
う
」
と
い
う
こ
と
が

「
実
践
」
の
例
で
あ
り
、
「
実
践
」
が
言
語
の
理
解
の
基
本
原
理
な
の
で
あ
る
。
言
語
を

構
成
す
る
こ
の
「
行
な
う
こ
と
」
は
様
々
な
パ
タ
ー
ン
に
分
か
れ
る
。
こ
れ
ら
の
パ
タ

ー
ン
が
「
習
慣
」
で
あ
る
。

「
言
語
ゲ

1
ム
」
は
、
こ
と
ば
が
役
割
を
果
す
、
真
の
社

会
的
慣
習
な
の
で
あ
る
。
習
慣
の
範
囲
、
多
様
性
、
が
、

「一三一口語ゲ

l
ム
」
の
範
囲
、
多

様
性
を
成
す
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
様
々
な
社
会
、
文
化
に
お
い
て
見
ら
れ
る
「
成
人

式
」
を
考
え
て
み
る
。

成
人
式
の
意
味
す
る
も
の
は
、
人
は
何
時
(
何
歳
〉
か
ら
社
会
人
(
大
人
)
と
見
な

さ
れ
る
の
か
、
殺
に
対
す
る
子
供
の
、
子
供
の
親
に
対
す
る
義
務
が
何
で
あ
る
の
か
、

こ
れ
ら
を
決
定
す
る
規
則
は
法
、
親
子
等
の
権
利
や
役
割
で
あ
り
、
文
化
、
社
会
に
よ

っ
て
大
い
に
異
な
る
。
従
っ
て
、
社
会
人
(
大
人
)
の
認
定
を
受
け
る
年
齢
も
異
な
る

だ
ろ
う
。
我
々
が
「
成
人
式
」
と
呼
ぶ
も
の
の
意
味
は
、
何
を
以
っ
て
「
大
人
」
と
見

な
す
の
か
と
い
う
習
慣
、
制
度
の
事
実
的
な
事
例
の
脈
絡
の
中
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

全
ゆ
る
言
語
は
そ
の
よ
う
な
事
実
的
な
脈
絡
の
変
様
の
内
に
あ
る
。

「
召
一
口
当
間
ゲ
l
ム
」

を
以
上
の
よ
う
に
習
慣
と
見
な
す
こ
と
は
、

「
言
語
ゲ
l
ム
」
を
広
い
視
点
に
立
た
せ

る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
交
通
巡
査
の
身
ぶ
り
と
い
う
ご
く
単
純
な
「
言
語
ゲ
l
ム」

を
考
え
て
み
る
。
あ
る
型
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
交
通
整
理
の
た
め
の
行
動
は
、
こ
と
ば

を
伴
わ
ず
、
何
ら
か
の
身
体
的
な
運
動
は
自
然
の
記
号
で
は
な
い
。
交
通
巡
査
が
右
腕

を
前
方
に
向
け
て
、
水
平
に
上
げ
る
身
体
的
運
動
を
自
然
の
動
作
と
見
な
す
と
こ
ろ
で

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
哲
学
問
題
」

は
車
輸
を
前
進
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
指
示
し
な
い
。
し
か
し
、

「
右
腕
を
前
方
に
向

け
水
平
に
あ
げ
る
と
き
は
前
進
せ
よ
」
と
か
、

「
右
腕
を
横
に
水
平
に
あ
げ
る
と
き
は

停
車
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
と
き
、
巡
査
の
身
ぶ
り
を
通

し
て
「
前
進
」

「
停
車
」
を
行
な
う
こ
と
に
な
る
。
ひ
と
は
交
通
巡
査
の
身
ぶ
り
を
見

る
た
び
ご
と
に
、
同
じ
こ
と
を
行
な
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
同
じ
」
の
用
法
を
習
得
す

る
こ
と
は
、

「
言
語
ゲ
l
ム
」
の
語
の
用
法
を
習
慣
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

交
通
巡
査
の
身
ぶ
り
の
よ
う
な
、
あ
る
パ
タ
ー
ン
の
行
動
は
、
そ
れ
よ
り
も
大
き
な

パ
タ
ー
ン
の
内
に
あ
る
。
こ
の
場
合
、

「
警
察
活
動
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け

ら
れ
る
警
察
官
の
階
級
、
権
利
、
義
務
、
資
格
等
の
体
系
が
大
き
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
の
よ
う
に
大
き
な
パ
タ
ー
ン
を
「
生
活
形
式
」
と
呼
ぶ

の
で
あ
る
。四

現
実
の
言
語
の
実
際
の
働
き
を
考
察
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
こ
の
現
実
の
言
語
の
働
き

と

一
義
性
、
純
粋
性
が
要
請
さ
れ
る
論
理
(
の
言
語
)
と
の
対
立
は
大
き
く
な
る
。

論
理
の
純
粋
性
は
、
し
か
し
、

一
つ
の
要
請
に
す
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、

『
探
究
』
の
著
者
は
、

『
論
考
』
に
お
け
る
理
想
言
語
の
構
想
を
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
要
請
さ
れ
る
純
粋
性
、

一
義
性
は
理
想
的
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
は
さ
な
が
ら
純
粋

な
結
晶
体
の
よ
う
な
も
の
、

ツ
ル
ツ
ル
と
し
た
氷
状
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
な
め
ら
か

な
氷
上
に
い
る
者
は
、
摩
擦
が
な
く
ツ
ル
ツ
ル
滑
っ
て
前
に
進
め
な
い
の
と
同
様
に
、

純
粋
性
の
要
請
を
有
す
る
論
理
は
、
純
粋
な
結
晶
体
の
よ
う
に
抵
抗
(
矛
盾
〉
が
な
く
、

空
虚
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
前
に
進
み
た
い
者
に
は
摩
擦
が
必
要
で
あ
る
。

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
ザ
ラ
ザ
ラ
し
た
大
地
へ
戻
れ
/
」
(
即
)
と
い
う
。
「
論

七



ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
哲
学
問
題
」

理
は
結
日
間
の
よ
う
に
純
粋
で
あ
る
、

と
い
う
先
入
見
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
た
ち
の
全

考
察
を
転
回
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
」
(
問
〉
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ザ
ラ
ザ
ラ
し
た
大
地
へ
の
回
帰
と
し
て
、
抽
象

的
な
論
理
的
言
語
で
は
な
く
、

「
事
実
的
な
言
語
」
へ
の
回
帰
を
記
述
す
る
よ
う
な
、

多
様
な
日
常
言
語
へ
と
立
ち
も
ど
る
の
で
あ
る
。
論
理
よ
り
は
文
法
(
的
考
察
)
が
重

要
で
あ
る
。
論
理
は
「
言
語
、

命
題
、

思
考
の
本
質
を
問
う
」
〈
位
)
こ
と
を
表
明
し

て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
聞
い
は
、
本
質
を
「
何
か
表
面
の
背
後
に
横
た
わ
っ
て

い
る
も
の
」
(
位
)
と
見
て
い
る
。
「
本
質
は
わ
れ
わ
れ
に
隠
く
さ
れ
て
い
る
」
か
の
よ

う
で
あ
る
。
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
聞
い
の
、
仮
定
さ
れ
て
い
る
形
式
で
あ
る
。
例
え
ば
、

「
言
霊
聞
と
は
何
か
」
と
問
う
と
き
、
そ
の
聞
い
に
対
す
る
答
は
一
度
に
、

い
か
な
る
将

来
の
経
験
と
も
無
関
係
に
、
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
先
入
見
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
新
た
に
提
起
さ
れ
た
「
文
法
的
考
察
」
は
、
誤
解
、
す
な
わ
ち
語
の

慣
用
に
関
す
る
誤
解
、
様
々
な
領
域
で
用
い
ら
れ
る
表
現
形
式
の
聞
い
の
あ
る
種
の
類

比
か
ら
生
ず
る
誤
解
、

を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
に
「
光
明
を
も
た
ら
す
」

(
卯
)
だ
ろ
う
と
い
う
。
「
論
理
は
一
つ
の
秩
序
、

し
か
も
世
界
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
秩
序
、

な
い
し
は
世
界
と
思
考
は
共
通
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
可
能
性
の
秩
序
を
描
き

出
す
。
し
か
し
こ
の
秩
序
は
最
高
に
単
純
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
」

(
釘
)
が
、

全
て
の
経

そ
れ
ら
は
全
て
の
経
験
に
先
立
っ
て
お
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

験
を
貫
き
通
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
論
理
は
、
前
述
の

よ
う
に
「
純
粋
な
結
品
体
」
に
す
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。
論
理
学
の
用
い
る
語
の
用
法
が
あ

る
と
す
れ
ば
、

「
机
、
ラ
ン
プ
、
椅
子
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
と
同
じ
く
ら
い
「
低
俗
な

用
法
」
(
町
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

我
々
は
、
論
理
学
の
中
に
は
暖
昧
さ
な
ど
あ
り
得
な
い
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ

/¥ 

は
、
我
々
が
理
想
的
な
「
ね
ば
な
ら
ぬ
」
が
現
実
の
中
に
見
出
さ
れ
る
、
と
い
う
考
え

に
捉
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
先
入

見
を
一
掃
す
る
の
が
哲
学
の
課
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
哲
学
と
は
「
わ
れ
わ
れ
の
言
語

わ
れ
わ
れ
の
悟
性
を
ま
ど
わ
し
て
い
る
も
の
に
挑
む
戦
い
」

と
い
う
手
段
を
介
し
て
、

(
即
)
に
他
な
ら
ぬ
と
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
顕
著
に
示
め
す
の
は
、
「
知
識
存
在
、

対
象
、

自
我
、
命
題
、
名
と
い

っ
た
よ
う
な
語
を
用
い
て
、
も
の
の
本
質
を
捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
れ
ら
の
語
の

『
ふ
る
さ
と
』
で
あ
る
言
語
の
中
で
、

い
つ
も
そ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
」

(
山
〉
と
問
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
、

と
い
う
姿
勢
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て

「
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ

ら
の
語
を
、
そ
の
形
而
上
学
的
な
用
法
か
ら
、

ふ
た
た
び
そ
の
日
常
的
な
用
法
へ
と
連

れ
も
ど
す
」
(
山
)
こ
と
が
、
そ
の
始
ま
り
で
あ
り
、
「
言
語
(
語
・
文
章
な
ど
)
に
つ

い
て
語
る
と
き
、

わ
た
く
し
は
日
常
の
言
語
を
語
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
言
語

は
、
わ
れ
わ
れ
が
言
い
た
い
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
に
は
、
荒
っ
ぽ
く
て
物
的
に
す
ぎ

る
の
だ
ろ
う
か
」

(
m
)
と
問
い
か
け
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。

哲
学
は
ど
の
よ
う
な
形
で
行
な
わ
れ
る
に
し
て
も
、

ゴ
言
語
の
実
際
の
慣
用
に
抵
触

し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
哲
学
は
、
最
終
的
に
は
言
語
の
慣
用
を
記
述
し
得
る
だ

け
な
の
で
あ
る
」
(
凶
)
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
哲
学

は
ど
の
よ
う
に
頑
張
っ
て
も
言
語
の
慣
用
を
基
礎
守
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る
。
「
哲
学
は
す
べ
て
の
も
の
を
、
そ
の
あ
る
、
が
ま
ま
に
し
て
お
く
し
(
凶
)
べ
き
で
あ
る
。

哲
学
は
そ
れ
故
、

ま
さ
に
全
ゆ
る
こ
と
を
立
言
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

「
何
事
も
説

明
せ
ず
、
何
事
も
推
論
し
な
い
L

の
で
あ
る
。
全
ゆ
る
こ
と
は
公
然
と
そ
こ
に
あ
る
の

で
あ
る
か
ら
、
説
明
す
る
よ
う
な
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
隠
く
れ
て

い
る
よ
う
な
も
の
に
興
味
を
抱
か
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。

「
新
発
見
や
新
発
明
の
な
さ



れ
る
前
に
可
能
で
あ
る
も
の
を
、
『
哲
学
』
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
」
(
凶
)
の
で
あ
り
、

純
粋
、

一
義
性
を
要
請
し
て
行
く
哲
学
は
真
の
意
味
で
哲
学
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
方

法
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。

「
哲
学
の
方
法
が
一
つ
し
か
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と

み
i

h

p

ム、。

t
・7

L

実
に
様
々
な
方
法
が
あ
り
、

い
わ
ば
異
な
る
治
療
法
が
あ
る
」
(
問
)
か
の

ょ
う
で
あ
る
。
そ
の
「
異
な
る
治
療
法
」
と
は
何
ん
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

「
哲
学

は
文
法
の
管
理
人
」
(
『
哲
学
的
考
察
』
国
)
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
論
理
で
は
な
く
文

法
に
よ
っ
て
行
な
う
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
を
く
も
ら
せ
て
い
た
「
あ
る
種
の
単
純
な
無

意
味
さ
と
、
悟
性
が
言
語
の
限
界
に
つ
き
当
っ
た
際
に
生
じ
た
癌
」
(
凶
)
の
よ
う
な

「
哲
学
の
諸
問
題
は
完
全
に
消
滅
」
(
印
)
さ
ぜ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

哲
学
の
問
題
は
二
つ
の
視
点
で
定
式
化
さ
れ
る
。

ω
「
誤
っ
た
外
見
を
生
み
出
し
、

そ
の
外
見
が
わ
れ
わ
れ
を
動
揺
さ
ぜ
る
」
(
山
)

と
い
う
も
の
。
予
見
し
た
の
と
異
な
っ
た
も
の
、
矛
盾
が
生
ず
れ
ば
、

「
そ
う
な
る
と

は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
」
(
凶
)
と
い
っ
て
動
揺
す
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

同
「
哲
学
の
問
題
は
、

『
わ
た
く
し
は
途
方
に
く
れ
て
い
る
』

と
い
う
形
を
と
る
」

(
問
〉
と
い
う
も
の
。

わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
規
則
を
誤
解
し
て
、

そ
の
規
則
に
捉
ら
わ

れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

い
う
な
ら
ば
、

日
常
言
語
の
無
数
の
用
法
を
考
察
し

て
い
な
い
と
き
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。

何
れ
に
し
て
も
、
「
哲
学
的
な
諸
問
題
は
言
語
が
仕
事
を
休
ん
で
い
る
と
き
に
起
る
」

(
招
)
の
で
あ
る
。
哲
学
の
課
題
は
、

「
新
し
い
理
想
的
言
語
を
作
る
こ
と
で
は
な
く
、
我
々
の
既
に
あ
る
言
語
の
用
法
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
特
殊
な
誤
解
を
除
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
本

来
的
な
理
解
を
作
り
出
す
こ
と
で
は
な
い
」
(
『
哲
学
的
文
法
』

(η)。

「
哲
学
は
誤
解
を
除
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
誤
解
を
除
く
こ
と
で
新
し
い
理
解
を
伝
え

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
哲
学
問
題
」

る
」
(
卸
〉
。

そ
れ
故
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
哲
学
L

を
、
混
乱
の
対
象
と
混
乱
の
除
去

に
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
。
前
期
の
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
語
り
得
る
も
の
に

つ
い
て
は
明
断
、
単
純
、

一
義
的
に
語
り
、

「
語
り
得
ぬ
も
の
に
つ
い
て
は
、
沈
黙
せ

ょ
L

と
い
っ
て
、
哲
学
を
終
っ
た
も
の
と
し
て
、
哲
学
か
ら
離
れ
た
。
後
期
の
ヴ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
混
乱
を
除
去
し
た
と
き
、

「
哲
学
的
問
題
は
消
滅
す
る
」
と
い
う
。

消
滅
し
た
と
き
、
哲
学
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
再
び
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

は
哲
学
を
去
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
が
批
判
を
行
な
っ
た
の
は
、
理
性
、
斉
一
性
、

一
義
性
、

二
値
的
な
論
理
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
デ
カ
ル
ト
以
来
の
合
理
主
義
の
産
物
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
以
来
の
合
理
論
の
哲
学
の
批
判
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
の
離

脱
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
本
来
か
ら
す
れ
ば
、

合
理
論
の
哲
学
を
「
(
唯
一
の
)
哲
学
L

と
見
な
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
姿
勢
は
な
お

問
題
で
あ
る
し
、

ま
た
、
自
ら
展
開
す
る
「
哲
学
」
も
そ
の
方
法
も
多
様
な
中
で
の
一

っ
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
と
す
れ
ば
、

「
一
つ
の
哲
学
」
を
主
張
す
る
ヴ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
は
当
初
か
ら
離
脱
す
べ
き
「
哲
学
」
は
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
も
思
わ
れ
る
。

五

『
論
考
』
の
よ
う
な
合
理
主
義
の
地
平
に
立
つ
哲
学
を
批
判
し
、
新
ら
し
い
地
平
を

探
究
す
る
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
姿
勢
は
、
そ
の
合
理
主
義
の
精
神
に
従
っ
て
生

み
出
さ
れ
た
近
代
文
明
の
批
判
に
も
通
ず
る
。
そ
れ
は
、

『
哲
学
的
文
法
』
の
執
筆
動

機
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
こ
の
書
物
は
、
そ
れ
の
精
神
に
対
し
て
友

九



ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
哲
学
問
題
」

好
的
に
立
ち
向
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
人
々
の
た
め
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
精
神
は
、

我
々
全
員
を
と
り
ま
い
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
ア
メ
リ
カ
文
明
の
巨
大
な
流
れ
の

精
神
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
巨
大
な
流
れ
の
精
神
は
、
進
歩
に
た
い
て
、
増
大
し

続
け
ま
す
ま
す
複
雑
に
な
っ
て
い
く
諸
構
造
を
形
作
る
こ
と
に
た
い
て
現
れ
る
、
が
、
本

書
の
精
神
は
、

い
か
な
る
構
造
で
あ
れ
、
そ
れ
の
明
断
さ
と
見
通
し
の
良
さ
を
求
め
て

努
力
す
る
こ
と
に
現
れ
て
い
る
」

(
序
文
冒
頭
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
い
わ
れ

て
い
る
「
文
明
の
巨
大
な
流
れ
の
精
神
」
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
進
歩
の
名
の
下

で
ま
す
ま
す
複
雑
さ
を
ま
し
て
行
く
文
明
の
時
代
精
神
で
あ
り
、
世
界
を
こ
の
合
理
化

と
い
う
一
つ
の
精
神
に
よ
っ
て
包
括
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
欧
・
米

の
思
考
様
式
、
行
動
様
式
、
生
活
様
式
を
非
欧
・
米
文
化
圏
の
人
々
も
積
極
的
に
取
り

入
れ
た
の
で
、
全
世
界
に
広
が
り
を
見
た
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
欧

-
米
の
技
術
文
明
の
世
界
化
で
あ
り
、
世
界
の
欧
・
米
的
技
術
文
明
化
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
る
。
更
に
、
こ
の
よ
う
な
欧
・
米
の
技
術
文
明
を
も
っ
て
二
十
世
紀
文
明
と
一

括
、
総
称
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は
、
事
実
に
照
ら
し

て
真
で
あ
ろ
う
か
。
地
球
の
一
部
で
し
か
な
い
欧
米
の
文
明
が
全
体
と
し
て
の
世
界
を

(
5
)
 

包
括
し
て
は
い
な
い
。
非
欧
米
文
化
圏
、
が
各
々
、
独
自
の
文
明
を
有
し
て
い
る
こ
と
は

事
実
で
あ
り
、
欧
・
米
の
文
明
に
染
ま
ら
ぬ
文
化
圏
が
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
も
事
実

で
あ
っ
て
、
前
記
の
よ
う
な
理
解
は
「
錯
覚
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
欧
・
米
型

の
文
明
を
唯
一
の
「
進
歩
」
の
方
向
と
す
る
考
え
方
は
欧
・
米
人
の
要
請
に
他
な
ら
な

ぃ
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
文
明
観
を
受
容
す
る
側
に
も
「
錯
覚
」
が
あ
る
。
か
つ
て
、

福
沢
諭
士
円
が
欧
米
型
の
文
明
観
を
模
範
と
し
て
、
文
明
を
段
階
別
に
見
て
「
文
明
・
半

開
・
野
蛮
」
(
『
文
明
論
之
概
略
』
)
と
分
け
た
よ
う
に
、
非
欧
米
型
の
文
明
を
「
半
開
・

野
蛮
」
と
見
る
卑
屈
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
欧
米
人
の
要
請
す
る
文
明
観
の
根
底
に

。

は
倣
慢
と
蔑
視
と
い
う
対
立
的
感
情
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
「
錯
覚
」
の
産
物
で

あ
る
。
文
明
は
様
々
に
あ
り
、
欧
米
型
の
文
明
は
唯
一
、
絶
対
の
も
の
で
な
く
、
多
く

の
中
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
の
が
真
実
で
あ
る
。

「
世
界
」
「
文
明
」

の
語
も
、

そ
の

「
錯
覚
」
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
と
き
、
異
な
っ
た
姿
を
現
わ
す
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、

「
哲
学
者
た
ち
は
こ
れ
ま
で
た
え
ず
無
意
義
な
こ
と
を
論
じ
て
来
た
の
か
。

そ
う
で
は
な
い
。
た
だ
彼
ら
は
一
つ
の
語
を
全
く
異
な
っ
た
、
種
々
の
意
味
で
使
用
し

て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
だ
け
」
弓
哲
学
的
考
察
』

9
)
だ、

と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
、

「
一
つ
の
精
神
が
全
世
界
に
共
通
で
あ
る
と
人
聞
が
思
い
続
け
て
き
た

の
は
何
故
か
」
(
『
日
記
』

一
九
一
六
・
十
・
十
五
)
と
、
聞
い
直
さ
れ
、
そ
れ
は
要
請

に
基
づ
く
「
錯
覚
」
で
あ
る
こ
と
を
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
主
張
す
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
、

「
我
々
が
見
る
全
て
の
こ
と
は
、
別
の

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、

よ
う
に
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
お
よ
そ
記
述
し
う
る
全
て
の
こ
と
は
、
別
の

よ
う
に
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
」
(
『
日
記
』

一
九
一
六
・
八
・
十
二
。
『
論
考
』
五

六
三
四
)
と
、
見
方
の
変
更
の
結
果
に
着
目
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、

い
か
な
る
構
造
で
あ
れ
、
そ

「
本
書
の
精
神
は
、

れ
の
明
断
さ
と
見
通
し
の
良
さ
を
求
め
る
努
力
す
る
こ
と
に
現
わ
れ
る
」
と
い
う
の
で

あ
る
。
そ
の
明
断
さ
と
見
通
し
を
求
め
る
「
努
力
」
こ
そ
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

が
『
論
考
』
に
お
け
る
「
錯
覚
」
の
世
界
の
一
切
に
対
し
て
対
決
す
る
姿
勢
を
示
め
す

の
で
あ
る
。

し
か
し
、

「
本
質
」
を
問
う
と
き
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
本
質
」
に
対
す

る
態
度
は
一
貫
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
問
題
を
そ
の
本
質
に
お
い
て
見
ょ
う

と
い
う
態
度
で
あ
り
、
特
に
「
世
界
」
の
本
質
が
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、

ヴ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
思
索
を
時
間
的
に
並
べ
て
み
る
と
、
そ
の
こ
と
の
意
味
、
哲



学
の
範
囲
が
明
ら
か
に
な
る
。

「
全
て
の
存
在
の
本
質
を
述
べ
る
こ
と
」
(
『
日
記
』

一
九
一
五
・
一
・
二
二
)
、
「
私

の
課
題
全
体
は
命
題
の
本
質
を
説
明
す
る
こ
と
に
存
し
て
い
る
。
即
ち
、
命
題
が
そ

の
像
で
あ
る
全
て
の
事
実
の
本
質
を
述
べ
る
こ
と
」
(
『
白
記
』

一
九
一
五
・
一
・
二

二〉。「
も
ち
ろ
ん
、
私
の
仕
事
は
論
理
学
の
基
礎
か
ら
世
界
の
本
質
へ
と
広
が
っ
て
い

る
」
(
『
日
記
』

一
九
一
六
・
八
・
二
)
。

「
世
界
と
生
と
は
一
つ
で
あ
る
」
(
『
論
考
』
五
・
六
二
一
)
。

「
私
は
私
の
世
界
で
あ
る
」
(
『
論
考
』
五
・
六
三
)
。

「
本
質
は
文
法
の
中
で
述
べ
ら
れ
る
」
(
別
)

0

『
日
記
』
で
は
、
「
一
般
的
命
題
は
全
て
の
対
象
に
つ
い
て
話
を
す
る
」
(
一
九
一

六
・
七
・
九
〉
、
「
単
純
さ
は
真
理
の
太
鼓
判
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
科
学
を
人
類
は

い
つ
も
求
め
て
い
る
」
(
一
九
一
六
・
九
・
一
九
)
と
い
う
よ
う
な
、
「
論
理
学
の
基
礎

か
ら
世
界
の
本
質
」
へ
と
進
む
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
論
理
学
か
ら
世
界
へ
の
移
行
は
、

論
理
学
と
は
全
く
一
帯
離
し
た
独
我
論
的
な
世
界
に
進
む
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

「
世
界
は
私
の
世
界
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
自
我
は
、
哲
学
の
中
へ
入

っ
て
く
る
」
(
『
日
記
』

一
九
一
六
・
八
・
十
二
)
。

「
私
の
世
界
が
最
初
の
、
そ
し
て
唯
一
の
世
界
な
の
で
あ
る
」
(
『
日
記
』

九

六
・
九
・
二
。
十
・
十
二
)
。

「
い
よ
い
よ
倫
理
と
世
界
と
の
連
闘
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
(
一
九
二
ハ
・

十
・
九
〉
。

以
上
に
見
ら
れ
る
独
我
論
的
な
「
世
界
し
の
構
想
が
『
論
考
』
に
継
承
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
独
我
論
的
な

「
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
」

(
六
・
四

「
世
界
」

は

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
哲
学
問
題
」

四
)
、
そ
れ
自
体
、
が
「
神
秘
的
」
で
あ
り
、

て
の
こ
と
に
つ
い
て
は
語
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
「
話
を
す
る
の
が
不
可
能
な
こ
と
に
つ
い
て
は
、
人
は
沈
黙
ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
」

(
『
論
考
』
序
文
・

7
)
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
語
り
得
ぬ
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
の
よ

う
な
も
の
は
、

「
自
ら
を
一
示
す
」
の
で
あ
っ
て
「
神
秘
的
」

な
も
の
で
あ
る
(
六
・
五

二
二
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
語
ら
れ
う
る
の
は
、
「
世
界
は
い
か
に
あ
る
か
」
と
い
う
よ

う
な
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。

一
語
り
う
る
よ
う
な
「
世
界
し
は
、

「
論
理
空
間
に
お
け

る
諸
事
実
」
(
一
・
二
る
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
事
実
に
分
解
」
(
一
・
二
〉
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
実
の

「
存
立
非
存
立
を
描
出
」
(
四
・
一
)
す
る
命

題
は
、
科
学
の
命
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
真
な
る
命
題
の
総
計
が
、
総
て
の
自
然

科
学
(
ま
た
は
自
然
諸
科
学
の
総
計
」
(
四
・
一
一
〉
な
の
で
あ
る
。

こ
れ

し
か
し
、

に
対
し
て
、
哲
学
は
「
自
然
科
学
と
並
ん
で
あ
る
も
の
を
意
味
し
て
は
な
ら
な
い
」

(
四
・
一
一
一
)
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
B
記
』
に
お
け
る
記
事
(
一
九
一
六
・
十
二
・

二
)
と
同
じ
文
章
が
『
論
考
』
に
再
掲
さ
れ
る
。

「
本
来
哲
学
の
正
し
い
方
法
は
、
語
ら
れ
う
る
こ
と
、
従
っ
て
自
然
科
学
の
命
題
、

従
っ
て
哲
学
と
は
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
、
こ
れ
以
外
の
何
も
語
ら
な
い
、

と
い
う
も

の
で
あ
る
L

(

六
・
五
一
一
一
)
と
い
い
、
「
こ
の
方
法
が
唯
一
厳
密
に
正
し
い
方
法
」
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
を
唯
一
と
す
る
哲
学
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

「
哲
学
の
目
的
は
思
想
の
論
理
的
な
明
断
化
で
あ
る
。
哲
学
は
学
説
で
は
な
く
、
活

動
で
あ
る
。
哲
学
的
著
作
は
本
質
的
に
解
明
か
ら
な
る
。
哲
学
の
結
果
は
〈
哲
学
的

諸
命
題
〉
で
は
な
く
、
諸
命
題
が
明
断
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
は
、
そ
の
ま
ま

で
は
い
わ
ば
分
明
で
な
く
、
も
う
ろ
う
と
し
て
い
る
思
想
を
、
明
断
に
し
て
、
は
っ

き
り
と
限
界
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
」
(
四
・
一
一
一
一
)
。

「
記
号
言
語
に
つ
い
て
の
私
の
研
究
は
、
哲
学
者
た
ち
が
論
理
学
の
哲
学
に
と
っ
て



ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
哲
学
問
題
」

極
め
て
本
質
的
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
思
考
過
程
の
研
究
に
対
応
し
て
い
る
」

(
四
・
一
一
一
一
一
)
。

以
上
の
よ
う
な
、
『
論
考
』
に
お
け
る
論
理
的
、
科
学
的
な
哲
学
か
ら
、
『
探
究
』
の

「
本
質
は
文
法
の
中
で
述
べ
ら
れ
る
」
(
日
)
、
「
言
語
に
お
い
て
全
て
が
解
決
さ
れ
る
」

(
『
哲
学
的
文
法
』
町
)
と
い
う
日
常
言
語
的
、
文
法
的
な
哲
学
へ
と
移
行
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
哲
学
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
「
本
質
し
は
経
験
的
差
異
の
世
界
、
経
験
的
に

理
解
さ
れ
る
事
実
の
世
界
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
言
語
の
一
般
形
式
、
本
質
は

共
通
性
と
し
て
そ
の
存
在
が
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

「
本
質
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

な
も
の
は
存
し
な
い
、
と
結
論
す
る
。
例
え
ば
、

「ゲ

1
ム
」
と
い
う
語
は
「
盤
ゲ

l

ム
、
ヵ
l
ド
ゲ
l
ム
、
ボ
l
ル
ゲ
l
ム、

格
闘
ゲ

l
ム、

等
々
」
(
侃
)
を
指
す
が
、

何
が
こ
れ
ら
の
ゲ
l
ム
の
全
て
に
共
通
し
て
い
る
の
か
、
と
問
う
。

『
論
考
』
の
著
者

な
ら
ば
、
ゲ
l
ム
を
ゲ
l
ム
た
ら
し
め
て
い
る
共
通
性
と
し
て
の
「
本
質
」
が
「
隠
く

れ
て
い
る
」
と
し
て
、
こ
れ
を
求
め
、
定
義
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し

て
『
探
究
』
の
著
者
は
、
「
『
何
か
が
そ
れ
ら
に
共
通
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
も
な

け
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
〈
ゲ
l
ム
〉
と
は
い
わ
な
い
』
な
ど
と
言
っ
て
は
な
ら
な
い
」

(
侃
)
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
代
り
、
我
々
が
為
す
べ
き
こ
と
は
、
「
そ
れ
ら
す
べ
て

に
何
か
共
通
な
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
、
見
よ
」
と
い
う
こ
と
だ
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

....L. 
J、

多
く
の
ゲ
l
ム
を
「
良
く
見
る
」
と
き
、
そ
れ
ら
全
て
に
共
通
す
る
よ
う
な
も
の
、

「
本
質
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
も
の
、

を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ぬ
と
い
う
こ
と
に
気
づ

く
だ
ろ
う
、

と
い
わ
れ
る
。
「
良
く
見
る
」
と
き
、
様
々
な
ゲ
l
ム
の
間
に
、
「
類
似
性
、

連
関
性
、
系
列
」
が
見
出
さ
れ
る
だ
け
だ
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
盤
ゲ
l

ム

を
よ
く
見
る
と
、
多
様
な
類
似
や
連
関
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
次
い
で
、

カ
ー
ド

ゲ
ー
ム
を
よ
く
見
る
と
、
そ
こ
に
は
盤
ゲ

1
ム
と
の
多
く
の
関
連
を
見
出
せ
る
だ
ろ
う

が
、
共
通
ぜ
ぬ
も
の
も
あ
る
。
更
に
、
ボ
ー
ル
ゲ
l
ム
を
よ
く
見
る
と
、
前
の
二
つ
の

ゲ
ー
ム
と
の
聞
に
共
通
な
も
の
も
残
る
で
あ
ろ
う
、
が
、
多
く
の
も
の
が
消
え
て
い
る
の

に
気
が
つ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
あ
る
ゲ
l
ム
に
は
勝
ち
負
け
、
競
争
が
あ
る
が
、
子
供

が
壁
に
向
っ
て
ボ
l
ル
を
投
げ
つ
け
、
受
け
と
め
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
す
場
合
に

は
、
勝
ち
負
け
と
か
競
争
と
い
う
特
性
は
消
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

L

よ

く
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
ゲ
I
ム
群
の
中
に
は
「
類
似
性
が
姿
を
現
わ
す
か
と

思
え
ば
、

そ
れ
が
消
え
失
せ
て
い
く
の
を
見
る
」
(
印
〉
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う

に
、
よ
く
見
る
と
い
う
こ
と
は
、

「
互
い
に
重
な
り
合
っ
た
り
、
交
差
し
合
っ
た
り
し

て
い
る
複
雑
な
類
似
性
の
網
目
を
見
、
大
ま
か
な
類
似
性
や
こ
ま
や
か
な
類
似
性
」
を

見
て
と
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
こ
の
類
似
性
を
「
家
族
的
類
似
性

(
E
H
E
r
s
堅
守

ロロ
rroH昨

と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

家
族
の
メ
ン

明
白

H
H
H
H
q
E
8
8
5
2
m
g
g
)」

そ
れ
は
、

パ
ー
の
聞
に
成
り
立
つ
類
似
性
(
体
つ
き
、
顔
つ
き
、
目
の
色
、
歩
き
方
、
気
質
等
)

が
同
じ
よ
う
に
重
な
り
合
い
、
交
差
し
合
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
家
族
の
メ
ン
バ
ー

は
、
こ
れ
ら
の
類
似
性
を
全
て
有
し
て
い
る
わ
け
で
も
、
全
く
同
じ
も
の
を
有
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
父
と
長
男
は
同
じ
気
質
を
も
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
体
つ
き
は
異

な
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
端
的
に
「
家
族
的
類
似

性
」
と
し
か
呼
び
ょ
う
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
全
て
の
ゲ

1
ム
に

関
し
て
、

ゲ
ー
ム
を
ゲ
l
ム
に
す
る
よ
う
な
本
質
や
共
通
性
は
な
い
と
い
う
こ
と
の
指

摘
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
言
語
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
一
一
言
語
事



象
の
全
て
に
、
あ
る
一
つ
の
も
の
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
、
ず
、
そ
れ

ら
の
事
象
は
相
互
に
多
く
の
様
々
な
仕
方
で
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
類
似
性

の
故
に
、
こ
れ
ら
の
事
象
の
全
て
を
「
言
語
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
(
臼
)
。

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、

『
探
究
』
に
お
い
て
示
め
さ
れ
る
新
し
い
考
え
方
が

直
ち
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
ぬ
こ
と
、
異
論
も
多
い
こ
と
を
十
分
に
知
っ
て
い
た
。
と
い

う
の
も
、
「
人
は
今
や
私
に
向
っ
て
抗
議
す
る
か
も
し
れ
ぬ
。
『
お
前
は
安
易
な
や
り
方

を
し
て
い
る
/
』
」
(
臼
)
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
安
易
だ
」
と
抗

議
す
る
そ
の
仕
方
も
、
全
て
の
可
能
な
言
語
ゲ

l
ム
に
と
っ
て
そ
の
本
質
的
な
も
の
は

何
か
、
一
一
一
口
語
の
本
質
は
何
か
、

と
い
う
形
を
と
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

「
以
前
、
自
分
の
頭
を
も
っ
と
も
悩
ま
し
た
研
究
の
部
分
、
す
な
わ
ち
命
題
の
一
般
形

式
と
言
語
の
一
般
形
式
に
関
す
る
部
分
を
ま
さ
に
断
念
し
て
い
る
L

と
い
う
こ
と
に
対

す
る
疑
問
と
抗
議
に
帰
着
す
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
抗
議
は
、
何
れ
に
し

て
も
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
ま
さ
に
棄
て
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
に
向
け
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
故
に
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
れ
ら
の

抗
議
に
対
し
て
あ
ら
か
じ
め
詳
細
な
議
論
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

先
ず
、

「
言
語
」
に
対
す
る
見
方
が
変
わ
っ
た
。
言
語
を
一
般
的
に
、
あ
る
い
は
一

般
形
式
に
お
い
て
語
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
も
「
言
語
」
と
い
う
語
で
ギ
リ
シ
ア
語
、

ド
イ
ツ
語
、

日
本
語
等
々
の
如
き
言
語
の
、
語
言
語
と
い
う
性
格
を
共
通
す
る
も
の
と

し
て
取
り
出
す
と
し
て
も
、

「
言
語
L

と
い
う
語
は
、
そ
れ
ら
の
言
語
に
の
み
適
用
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
人
工
の
言
語
(
理
想
的
言
語
と
し
て
の
記
号
言
語
、
絵
-
一
言
語
、

身
ぶ
り
・
言
語
、
信
号
体
系
、
音
・
言
語
等
々
)
に
も
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の

と
き
の
共
通
性
と
は
何
か
、

と
問
う
と
き
、
語
・
言
語
は
そ
れ
ら
の
形
式
の
異
な
る
諸

言
語
の
中
の
可
能
な
一
つ
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

い
う
な
ら
ば
、
言
語
と
は
「
諸
言

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
哲
学
問
題
」

語
の
体
系
」
(
『
哲
学
的
文
法
』
回
〉
で
し
か
な
い
。

そ
し
て
予
想
さ
れ
る
抗
議
に
対
す
る
答
の
第
一
は
、

「
共
通
な
も
の
を
見
る
」
と
い

う
こ
と
に
対
し
て
、
あ
る
ク
ラ
ス
の
要
素
の
聞
に
は
「
共
通
な
も
の
」
が
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
何
ら
か
の
先
入
見
に
基
づ
い
て
い
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、

「ゲ

I
ム
」
に
は
「
全
て
に
共
通
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
確
定
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
単
に
類
似
性
、
関
連
性
を
認
め
う
る
に
す
ぎ
な
い
、

と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
家
族
的
類
似
性
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
も
の
だ
、

と
し

う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、

「
共
通
な
も
の
を
見
る
L

と
い
う
こ
と
そ
れ
自
身
が
「
暖
昧
L

だ
と
い
う

こ
と
の
指
摘
で
あ
る
。

「
全
て
に
共
通
な
も
の
を
見
る
」
と
い
う
見
方
は
、
常
に
同
じ

こ
と
を
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
絵
に
つ
い
て
、
色
彩
、
同
じ
色
の
陰
影
等
を
共
有
し

て
い
る
か
を
聞
い
直
し
て
み
る
と
、
絵
に
つ
い
て
実
際
に
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ

る
か
ど
う
か
は
決
定
し
得
な
い
し
、

キ
ャ
ン
パ
ス
に
つ
い
て
い
う
と
「
キ
ャ
ン

ま
た
、

パ
ス
の
形
式
」
と
い
う
よ
う
な
一
般
性
は
な
い
の
で
あ
り
、
あ
る
具
体
的
な
類
似
性
が

浮
上
す
る
だ
け
で
あ
る
、

と
い
わ
れ
る
。
従
っ
て
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
あ
る

グ
ラ
ス
の
全
て
の
要
素
に
共
通
す
る
も
の
を
見
出
す
と
い
う
主
張
は
、
先
入
見
に
依
存

し
て
お
り
、
不
明
瞭
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
生
ず
る
の
は
、
「
ひ

と
は
、
く
り
返
え
し
事
態
の
性
質
(
自
然
〉
を
追
い
求
め
て
い
る
と
信
じ
て
お
り
、
我

々
が
そ
れ
を
観
察
す
る
際
の
形
式
に
追
従
し
て
い
る
だ
け
」
(
山
。
参
照
刷
、
凶
〉
だ
か

ら
で
あ
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
が
問
う
の
は
ま
さ
に
そ
の

よ
う
な
「
確
信
」
や
「
先
入
見
」
で
あ
る
。

『
論
考
』
で
は
「
論
理
学
は
そ
れ
自
身
で

配
慮
す
る
」
(
五
・
四
七
二
一
)
と
い
わ
れ
た
が
、
今
や
、
「
言
語
は
そ
れ
自
身
で
語
る
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
L

Q
哲
学
的
文
法
』

2
)
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
言
語
は
そ



ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
哲
学
問
題
」

れ
自
身
の
他
に
根
拠
を
も
つ
こ
と
も
な
い
し
、
持
つ
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
。
人
は
言

語
の
外
に
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
哲
学
も
同
じ
で
あ
る
。
従
っ
て
哲
学
は

即
物
的
(
科
学
的
〉
な
研
究
で
は
な
く
、
概
念
的
(
文
法
的
)
な
研
究
を
行
な
う
だ
け

で
あ
る
。

「
我
々
の
考
察
は
科
学
的
考
察
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
(
山
)
。

「
我
々
の
考
察
は
文
法
的
で
あ
る
」
(
卯
)
。

既
述
の
よ
う
に
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、

特
定
の
規
則
に
従
っ
て
生
ず
る

「
ゲ
l
ム
」
と
い
う
視
点
で
言
語
を
考
察
を
始
め
、
一
言
語
を
そ
の
よ
う
な
で
き
ご
と
と

比
較
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
語
を
「
体
系
」
(
山
〉
、
「
現
象
」
(
『
哲
学
的
文
法
』

四
〉
と
し
て
見
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、

「ゲ

l
ム
の
性
格
を
正
し
く
理
解

す
る
こ
と
が
重
要
(
問
)
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
哲
学
の
課
題
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。

言
語
を
ゲ
l
ム
と
関
連
づ
け
る
観
点
に
立
っ
と
き
、

「
文
法
し
が
重
要
と
な
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、

「
そ
の
言
語
が
す
で
に
長
い
間
、
人
々

に
よ
っ
て
話
さ
れ
て
来
た
上
で
初
め
て
書
き
と
め
ら
れ
、
そ
れ
で
初
め
て
存
在
す
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
、

ゲ
ー
ム
の
素
朴
な
も
の
は
規
則
表
が
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
な

し
に
、

い
や
規
則
な
ど
一
つ
も
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
と
も
、
行
な
わ
れ
る
」
(
『
哲

学
的
文
法
』
部
)
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
文
法
は
、
そ
の
言
語
に
お
け
る
様
々
な
語
の
使
い
方
を
記
述
す
る
。
従
っ
て
言
語

に
対
す
る
文
法
の
関
係
は
、
あ
る
ゲ

I
ム
に
対
す
る
そ
の
ゲ
l
ム
の
記
述
、
す
な
わ

ち
、
そ
の
ゲ
l
ム
の
規
則
の
関
係
に
似
て
い
る
」
(
『
哲
学
的
文
法
』
幻
。
参
照
同
書

問
。
『
探
究
』
出
〉
。

そ
し
て
言
語
に
起
る
も
の
は
全
て
「
文
法
」
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

四

「
文
法
に
属
す
る
も
の
は
、
文
を
現
実
と
比
較
す
る
た
め
の
諸
条
件
の
全
て
(
す
な

わ
ち
、
そ
の
方
法
)
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
理
解
(
な
い
し
意
味
)
を
な
り
立
た
せ
る

諸
条
件
は
全
て
文
法
に
属
す
る
」
(
『
哲
学
的
文
法
』
却
)
。

「
言
語
」
と
は
、
言
語
行
動
に
依
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
事
実
の
上
に
な
り
立
つ
も

の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
語
観
は
、
言
語
に
精
密
性
を
与
え
る
も
の
で

は
な
く
て
、
言
語
の
慣
用
に
お
い
て
変
化
す
る
も
の
に
お
い
て
、

「
言
語
ゲ

1
ム
」
と

い
う
名
で
示
め
さ
れ
る
変
ら
ぬ
も
の
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
。

「
正
し
か
っ
た
り
、
誤
っ
た
り
す
る
の
は
、
人
間
の
い
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
し
て

言
語
に
お
い
て
人
聞
は
一
致
す
る
。
そ
れ
は
意
見
の
一
致
で
は
な
く
、
生
活
形
式
の
一

致
」
(
矧
)
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、

話
す
こ
と
は

規
則
に
導
び
か
れ
る
活
動
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
言
語
間

を
話
す
こ
と
は
、

活
動
の
一
部
あ
る
い
は
生
活
形
式
の
一
部
」
(
幻
)
と
い
わ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
言
い
方
を
変
え
れ
ば
言
語
は
諸
々
の
非
言
語
的
活
動
と
編

み
合
っ
て
お
り
、
非
言
語
的
活
動
と
切
り
離
さ
れ
た
純
粋
な
言
語
と
い
う
よ
う
な
も
の

は
考
え
ら
れ
な
い
。
一
言
語
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
文
脈
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

い
う
の
で
あ
る
。

「
言
語
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
生
活
形
式
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
を
意
味
す

る」

(
7
・
叩
)
。

「
一
言
語
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
文
化
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
と
等
し
い
L

(

『青

色
本
・
茶
色
本
』
凶
〉
。

そ
れ
故
、
言
語
ゲ
l
ム
が
論
ぜ
ら
れ
る
と
き
、

「
生
活
形
式
、
文
化
、
社
会
構
成
、

共
同
体
の
諸
活
動
の
全
体
」
が
言
語
ゲ

l
ム
だ
と
さ
れ
る
。

「
生
活
形
式
」
は
、
文
化
、

世
界
観
、
言
語
の
編
み
合
わ
さ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
の
行
為
と



は
、
あ
る
仕
方
で
行
為
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
事
態
を
確
定
し
、
命
令

を
与
え
、
報
告
し
た
り
、
あ
る
行
為
を
罰
し
、
記
述
す
る
と
い
う
事
実
か
ら
な
る
。
こ

れ
ら
の
与
え
ら
れ
た
生
の
事
実
が
「
生
活
形
式
」
で
あ
り
、

「
言
語
ゲ

l
ム
」
だ
と
グ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
言
語
ゲ

l
ム
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

「
生
活
形
式
L

も
無
数
で
あ
る
。

与
え
ら
れ
た
、
従
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
「
生
活
形
式
」
は
、
言
語
が
伴

な
う
活
動
に
よ
っ
て
、
全
て
に
関
し
て
決
定
的
で
あ
る
。
我
々
は
自
己
が
属
す
る
も
の

と
は
別
の
生
活
形
式
を
も
つ
こ
と
は
、
論
理
的
に
可
能
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
が
、

人
間
の
本
性
は
こ
の
別
の
生
活
形
式
を
理
解
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
の
で
、
実
際
に
は
唯

一
の
生
活
形
式
を
も
つ
だ
け
で
あ
っ
て
、
別
の
生
活
形
式
は
理
解
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。

別
の
生
活
形
式
に
お
い
て
、
話
し
、
行
為
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
「
偶
然
」
の
事

実
に
す
ぎ
ぬ
と
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
い
う
。

あ
る
生
活
形
式
に
お
け
る
言
語
の
「
慣
用
L

を
考
え
る
と
き
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
は
文
法
を
、

「
表
層
文
法
」
守
口
H
p
s
m
g
g
g
m
H
H
)
と
「
深
層
文
法

L
2
4
F

m
g
B
g
m
w
H
)
と
に
分
け
る
。
す
な
わ
ち
、

「
あ
る
語
の
慣
用
に
際
し
て
、

わ
れ
わ
れ
に
直
接
刻
み
こ
ま
れ
る
の
は
、
文
章
構

成
に
お
け
る
語
の
適
用
の
仕
方
で
あ
り
、
:
:
:
語
の
慣
用
部
分
な
の
で
あ
る
。
|
|

そ
こ
で
、

『
思
う
(
意
味
す
る
と

と
い
う
語
の
深
層
文
法
を
、
そ

い
ま
た
と
え
ば

の
表
層
文
法
が
わ
れ
わ
れ
に
推
測
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
と
比
較
し
て
み
よ
」
(
脳
)
、

と
い
う
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
例
え
ば
、
「
私
は
痛
み
を
も
っ
」

(
H
E〈
白
伊
宮
区
〉
の
「
表
層
文

法
」
(
文
構
造
)
は
、

「
私
は
ペ
ン
を
も
っ
て
い
る
」

Q
E
S
m
H
宮
口
)
の
「
表
層
文

「
期
待
」
の
「
表
層
文
法
」
は
状
態
の
文
法
(
附
〉
で

法
」
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
哲
学
問
題
」

あ
り
、

「
意
味
す
る
」
の
文
法
は
「
述
べ
る
」
と
同
じ
く
行
為
動
詞
の
文
法
、

で
あ
る
、

と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
は
い
う
な
ら
ば
、
学
校
で
教
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
こ

と
は
一
義
的
、
確
定
的
に
教
え
ら
れ
、
そ
の
教
え
に
従
わ
ぬ
と
き
、
従
っ
て
他
の
使
用

を
行
な
う
と
き
、
従
っ
て
ま
た
別
の
可
能
性
を
探
ぐ
る
と
き
、
誤
り
で
あ
る
。
そ
の
誤

り
と
は
学
校
文
法
(
表
層
文
法
〉
が
生
み
出
す
無
意
味
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し

て
「
深
層
文
法
」
は
、
語
が
異
な
る
結
合
の
可
能
性
を
も
ち
、
命
題
も
異
な
る
働
き
を

も
っ
と
指
摘
す
る
「
一
言
語
ゲ
I
ム
」
に
則
し
て
考
え
る
と
き
、

「
表
層
文
法
」
と
は
全

く
異
な
っ
て
、
基
本
的
に
異
な
る
種
類
の
文
法
規
則
に
す
で
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
与
え

ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
我
々
が
実
際
に
も
つ
唯
一
の
文
化
、
歴
史
、
世
界
観
の

基
底
で
あ
る
。
哲
学
の
使
用
す
る
「
語
」
の
「
ふ
る
さ
と
を
見
よ
/
」
と
い
っ
た
の
と

同
じ
意
味
で
、
要
請
さ
れ
た
「
哲
学
」
の
「
ふ
る
さ
と
を
見
よ
/
」
と
い
う
わ
け
で
あ

る。

「
哲
学
の
ふ
る
さ
と
」
と
し
て
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
倫
理
と
結
合
す

る
世
界
」
、
「
宗
教
」
、
「
心
理
学
」
の
探
究
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
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