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読
み
書
き
、
と
一
息
で
表
現
す
る
言
葉
が
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
私

た
ち
は
、
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
と
を
並
列
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
近

縁
の
行
為
だ
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
す
べ
て
の
人
が
、

対
等
な
関
係
と
し
て
捉
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
は
、
以
前
、
鶴
見
俊

輔

(
1
9
2
2
,
 
2
0
1
5
)

の
作
文
に
関
す
る
言
説
を
経
年
的
に
追
跡
し
、
彼

が
書
く
行
為
に
よ
り
、
自
律
性
を
い
か
に
育
む
か
と
い
う
論
点
を
発
展

さ
せ
た
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
そ
の
論
点
が
彼
の
「
理
想
」
と
深
く

関
連
す
る
こ
と
を
示
し
た
（
谷
川
"
2
0
1
8
;
 
谷
川
"
2
0
1
9
 d
)

。
知
的
自
律

性
は
、
彼
が
生
涯
に
渡
っ
て
追
求
し
続
け
た
テ
ー
マ
な
の
で
、
そ
れ
を

可
能
に
す
る
と
考
え
ら
れ
た
「
書
く
こ
と
」
に
優
位
性
を
置
い
た
と
し

て
も
不
思
議
で
は
な
い

(
c
f
.

谷
川
"
2
0
1
9
c
)

。

実
際
、
鶴
見
は
、
著
述
に
つ
い
て
ご
く
旧
来
的
な
認
識
を
持
つ
（
鶴

ー
．
書
く
こ
と
か
ら
読
む
こ
と
ヘ
ー
_
解
釈
の
理
論
と
実
践

学
び
ほ
ど
き
、

多
元
的
自
己
、

鶴
見
俊
輔
は
、

践
で
き
な
か
つ

た
か

見
,
2
0
0
7
,
 1
2
 ,
 
3
)
 
(
1
)
。
例
え
ば
、
晩
年
の
座
談
で
最
初
の
自
著
を
『
ア

メ
リ
カ
哲
学
]
(
1
9
5
0
)

だ
と
述
べ
た
際
、
そ
れ
以
前
に
『
哲
学
の
反
省
」

(
1
9
4
8
)

が
あ
る
で
は
な
い
か
と
問
わ
れ
た
鶴
見
は
、
「
か
た
ち
か
ら
い
っ

て
、
一
冊
分
の
長
さ
が
あ
る
本
」
は
『
ア
メ
リ
カ
哲
学
』
だ
か
ら
、
こ

れ
が
最
初
の
本
な
の
だ
と
答
え
て
い
ろ
。
ま
た
、
こ
の
直
後
に
あ
る
、

雑
誌
『
思
想
の
科
学
』
立
ち
上
げ
に
参
加
し
た
武
田
清
子
や
丸
山
澳
男

と
い
っ
た
六
人
の
年
長
の
同
人
た
ち
が
「
何
一
っ
仕
事
の
な
か
っ
た
」

鶴
見
に
「
よ
く
編
集
の
手
綱
を
と
る
こ
と
を
任
せ
て
く
れ
た
と
思
う
」

と
い
う
語
り
か
ら
は
、
誇
る
に
足
る
仕
事
は
、
一
定
の
分
量
あ
る
言
葉

を
公
開
す
る
こ
と
だ
と
の
考
え
が
透
け
て
見
え
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
読
む
こ
と
へ
の
態
度
は
冷
淡
で
あ
る
。
西
田
幾
多

郎
が
参
禅
の
経
験
か
ら

w.
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
読
ん
だ
こ
と
に
鶴
見
は
注

目
し
、
独
創
性
は
し
ば
し
ば
取
り
違
え
か
ら
生
ま
れ
る
の
だ
と
い
う
観

点
か
ら
、
解
釈
を
正
確
性
で
判
断
し
な
い
こ
と
の
必
要
性
を
訴
え
る

谷

個
人
史
的
読
解
、

JI I 

嘉

生
口

、
1

エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
う
方
法

ど
う
し
て
自
分
の
解
釈
理
論
を
実
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(
I
b
i
d
.
,
 
1
6
7
 ,
 8)

。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
は
、
正
し
く
読
む
こ
と
を
教
え

な
い
と
い
う
積
極
的
な
選
択
を
採
っ
て
す
ら
い
る
。

丸
山
〔
澳
男
〕
さ
ん
は
、
自
分
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
来
る
人
間

に
、
型
を
き
ち
ん
と
教
え
る
ん
だ
。
江
戸
時
代
の
荻
生
祖
株

を
そ
う
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
た
ら
間
違
い
だ
、
そ
う
い
う
こ

と
を
き
ち
ん
と
や
る
わ
け
。
「
だ
け
ど
君
は
、
そ
れ
を
や
ら

な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
、
私
に
言
う
。
（
中
略
）
そ
こ
に
教

師
と
し
て
の
私
の
欠
点
が
あ
る
こ
と
は
確
か
な
ん
だ
け
ど
、

そ
ん
な
こ
と
を
や
り
は
じ
め
た
ら
、
い
っ
た
い
ど
う
な
る
ん

だ
？
と
い
う
の
が
私
の
答
え
だ
ろ
う
ね
。
そ
ん
な
こ
と
を
や

り
は
じ
め
た
ら
、
普
通
の
哲
学
の
教
授
に
な
っ
ち
ゃ
う
じ
ゃ

な
い
か
。

(
I
b
i
d
.
,
4
5
)
 

読
む
こ
と
へ
の
冷
淡
さ
は
、
彼
の
反
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
的
態
度
と
絡
み

合
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
市
民
向
け
の
文
章
講
座
に
登
壇
し
、
そ

の
成
果
を
『
文
章
心
得
帖
』
と
し
て
出
版
し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
「
読

み
」
と
「
書
き
」
の
教
育
に
対
す
る
鶴
見
の
態
度
は
対
照
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
晩
年
の
鶴
見
は
、
読
む
こ
と
の
重
要
性
を
一
度
だ
け
類
例

の
な
い
仕
方
で
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
上
坂
冬
子
や
佐
藤
忠
男
と
い
っ

た
『
思
想
の
科
学
』
の
読
者
が
、
雑
誌
を
通
じ
て
書
き
手
に
な
っ
て
い

く
プ
ロ
セ
ス
に
触
れ
た
箇
所
の
直
後
で
あ
る
。

読
み
手
か
ら
書
き
手
に
な
る
っ
て
こ
と
は
巧
み
に
や
る
人
は

何
人
も
で
て
、
そ
れ
を
助
け
る
こ
と
は
出
来
た
と
思
う
ん
で

2
．
固
定
化
す
る
解
釈
へ
の
抵
抗

す
が
、
書
き
手
か
ら
読
み
手
に
な
る
っ
て
い
う
こ
と
が
、
さ

ら
に
難
し
い
ん
で
す
よ
。
こ
れ
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
っ

て
い
う
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
非
常
に
空
し
い
感
じ
を
与
え

る
原
因
で
す
ね
。
読
み
手
と
し
て
深
ま
る
っ
て
の
は
、
大
変

難
し
い
こ
と
な
ん
で
す
。
（
鶴
見
ほ
か
,
1
9
9
7
b
,
 3
0
)
 

書
き
手
の
自
立
を
支
援
す
る
こ
と
で
知
的
大
衆
を
現
出
さ
せ
、
大
衆
と

知
識
人
の
連
続
性
を
示
し
た
の
だ
が
、
そ
の
逆
は
困
難
だ
っ
た
と
彼
は

言
う
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
読
む
行
為
が
、
基
本
的
に
悪
し
き
ア
カ

デ
ミ
ズ
ム
と
結
び
つ
け
ら
れ
が
ち
な
の
だ
が
、
あ
る
種
の
読
解
は
価
値

あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
だ
。

本
稿
の
目
的
は
、
鶴
見
の
読
書
論
を
検
討
し
て
彼
の
解
釈
理
論
を
再

構
築
し
、
そ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
問
題
点
と
は
、

解
釈
に
お
け
る
彼
の
理
論
と
実
践
の
す
れ
違
い
の
こ
と
で
あ
り
、
実
の

と
こ
ろ
、
「
空
し
い
感
じ
」
を
生
じ
さ
せ
た
の
は
、
彼
の
解
釈
実
践
に

問
題
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
だ
。
鶴
見
は
、
言
語
や
身
ぶ
り
、
芸
術
、
漫

画
な
ど
の
「
記
号
」
に
つ
い
て
生
涯
論
じ
た
の
で
、
記
号
の
読
み
解
き

に
関
わ
る
本
論
の
射
程
は
、
彼
の
哲
学
全
般
に
及
ん
で
い
る
(2)
。

鶴
見
の
解
釈
理
論
は
、
彼
の
全
体
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
明
確
に
関
係

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
他
者
の
罪
を
告
発
す
る
方
へ
と
向
か
う
思
想
に
彼

が
抱
く
警
戒
心
に
つ
い
て
瞥
見
し
、
そ
の
関
係
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

•
…
・
・
キ
リ
ス
ト
教
は
、
常
に
自
分
が
正
し
い
と
思
っ
て
い
て
、
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「
あ
な
た
は
間
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
聖
書
を

読
ん
で
も
、
イ
エ
ス
は
そ
う
い
う
こ
と
は
言
っ
て
い
な
い
。

不
倫
の
罪
を
犯
し
た
細
君
を
み
な
が
糾
弾
し
て
い
る
と
き
に
、

「
罪
な
き
者
、
こ
の
女
を
打
て
」
と
言
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

「
あ
な
た
は
間
違
っ
て
い
る
」
と
言
う
の
と
は
ち
ょ
っ
と
違

う
ん
で
す
よ
ね
。
（
鶴
見
,
2
0
1
0
 `
 
6
)
 

キ
リ
ス
ト
教
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
と
同
様
の
構
造
を
持
つ
と
さ
れ
る
思

想
（
マ
ル
ク
ス
主
義
や
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
）
（
3
）
が
、
糾
弾
や
告
発
の

姿
勢
を
持
つ
と
鶴
見
は
考
え
た
。
そ
れ
ら
が
一
枚
岩
で
な
い
こ
と
を
知

り
な
が
ら
も
批
判
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
立
場
が
決
め
打
ち
的
に
物
事

を
解
釈
す
る
傾
向
が
あ
る
と
判
断
し
た
か
ら
だ
（
鶴
見
,
2
0
1
0
,
 1
5
 ,
 
3
2
)

。

実
際
、
「
敗
戦
後
、
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
〔
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
〕

受
け
た
批
判
は
、
こ
れ
は
敵
の
本
だ
か
ら
ひ
っ
ば
た
く
と
、
あ
ら
か
じ

め
決
め
て
お
い
て
そ
う
し
て
い
る
著
作
」
が
多
か
っ
た
と
の
回
想
も
あ

る
（
鶴
見
,
2
0
0
7
,
 2
1
2
)

。

決
め
打
ち
的
な
態
度
は
、
し
ば
し
ば
厳
密
性
と
紐
づ
け
ら
れ
る
（
鶴

見
,
2
0
1
0
,
 6
;
 
谷
川
に
2
0
1
8
)

。

用
語
が
一
語
一
義
で
、
「
マ
ル
ク
ス
は
こ
う
言
っ
て
る
」
。
定

義
は
ビ
タ
ッ
。
「
レ
ー
ニ
ン
は
こ
う
言
っ
て
る
」
。
定
義
は
ピ

タ
ッ
。
こ
れ
を
や
っ
た
ら
え
ら
い
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
れ
で

論
争
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
そ
の
論
争
は
す
ご
い
で
す

よ
ね
。
堡
塁
を
築
い
て
や
る
わ
け
で
す
か
ら
。
（
中
略
）
問

題
は
そ
こ
に
あ
る
。
（
鶴
見
ほ
か
,
2
0
1
8
,
 1
2
7
)
 

問
題
は
、
厳
密
さ
に
こ
だ
わ
る
あ
ま
り
、
言
葉
の
重
層
性
を
切
り
捨
て
、

常
識
や
日
常
と
い
う
背
景
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
引
用
文

の
直
後
で
は
、
原
子
と
い
う
「
精
密
に
、
一
義
的
に
決
ま
っ
て
い
る
と

い
う
術
語
で
さ
え
も
、
そ
の
意
味
確
定
に
2
5
0
0

年
の
時
間
が
か
か
っ

て
い
る
」
こ
と
を
思
い
出
す
よ
う
促
さ
れ
る

(
I
b
i
d
.
,
2
8
 ,
 
3
0
)

。
さ
ら
に
、

厳
密
さ
の
表
面
的
追
求
へ
の
警
戒
を
語
る
際
に
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の

「
精
密
さ
は
作
り
も
の
だ

(
E
x
a
c
t
n
e
s
s
is 
a
 fake.)
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ

に
主
張
を
象
徴
さ
せ
る
の
が
彼
の
習
い
だ
っ
た
（
鶴
見
,
2
0
0
9
,
 
11 ,
4
 

な
ど
）
（
4
）。

議
論
の
度
に
必
要
に
応
じ
て
論
点
を
絞
る
こ
と
を
称
揚
し
た
よ
う

に
、
鶴
見
は
精
密
さ
の
追
求
を
軽
視
し
た
わ
け
で
は
な
い
（
鶴
見
ほ
か
9

2
0
1
8
 `
 
7
4
 ,
 6)

。
戸
g
か
、
輝
g

｛
密
さ
は
、
彼
自
身
が
そ
の
系
譜
の
一
人
で
あ

る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
も
重
大
な
論
点
で
あ
る
。
プ
ラ
グ

マ
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
が
多
義
的
で
あ
り
、
そ
の
多
義
性
に
甘
ん
じ

て
宣
伝
効
果
を
高
め
て
い
る
と
い
う
A
.
O
.
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
以
来
の
批
判

に
ど
う
取
り
組
む
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
か
ら
だ
。
特
に
鶴
見
は
、
プ

ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
が
多
義
的
な
集
合
体
で
あ
る
こ
と
に
価
値
を
見
て
い

た
た
め
、
精
密
さ
の
欠
如
自
体
を
説
得
的
に
擁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
鶴
見
は
、
「
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
の
批
判
を
受
け
入
れ
つ
つ
、
そ
の

論
理
的
警
戒
を
覚
え
て
い
な
が
ら
」
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
一
個
の

運
動
体
と
捉
え
た
。
そ
し
て
、
「
ば
ら
ば
ら
の
主
張
を
含
み
な
が
ら
、

同
時
代
に
影
響
を
も
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
」
に
注
目
し
、
運
動
体
内
に
軸

を
作
っ
て
、
そ
の
多
元
性
を
論
じ
た
。
鶴
見
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

と
い
う
旗
印
の
下
で
集
合
し
た
重
層
性
に
こ
そ
、
こ
の
思
想
の
優
位
性

が
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
列
伝
風
に
さ
ら
に
層
を
増
や
す
と
い
う
戦
略
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を
採
っ
た
。
（
鶴
見
"
2
0
0
7
,
 1
6
5
 ,
 6)
 
(
5
)
 

思
想
の
重
層
性
へ
の
肯
定
は
、

R.

W. エ
マ
ソ
ン
の
フ
レ
ー
ズ
を
通

し
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

南
北
戦
争
と
そ
の
後
の
迷
走
と
錯
綜
の
多
い
時
代
の
な
か
で
、

エ
マ
ソ
ン
は
つ
ね
に
時
代
の
中
で
何
か
を
話
し
、
「
終
始
一

貫
と
は
、
心
の
せ
ま
い
人
を
と
ら
え
る
化
け
物
だ
」
ー
~

"
C
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
 is 
t
h
e
 h
o
b
g
o
b
l
i
n
 o
f
 little 
m
i
n
d
s
.
"
と
言
っ
た
。

[
：
.
]
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の
教
授
だ
っ
た
ブ
リ
ス
・
ベ
リ
ー

校
訂
に
よ
る
『
エ
マ
ソ
ン
の
日
記
』
を
読
ん
で
も
、
も
と
は

日
記
の
中
に
あ
っ
た
記
述
か
ら
と
り
だ
し
て
、
そ
の
お
も
し

ろ
い
と
こ
ろ
を
つ
な
い
で
い
る
か
ら
、
つ
じ
つ
ま
が
あ
わ
な

い
。
読
ま
さ
れ
る
ほ
う
が
そ
う
と
う
迷
惑
な
ん
だ
よ
。

(Ibid., 7
4
)
 

こ
う
し
た
首
尾
一
貫
性
に
こ
だ
わ
ら
な
い
態
度
は
、
し
ば
し
ば
竃
禄
と

結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
意
識
的
な
混
同
や
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
い
っ
た
彼

の
発
想
法
と
関
連
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
(6)
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ

留
学
時
代
に
留
置
所
に
入
れ
ら
れ
た
際
、
彼
が
出
会
っ
た
ボ
ク
サ
ー
の

自
己
抑
制
の
倫
理
ー
—
自
身
の
腕
力
が
他
者
を
ど
れ
ほ
ど
倦
つ
け
る
か

知
っ
て
お
り
、
そ
の
力
を
恥
じ
て
い
る
ー
を
、
科
学
技
術
を
用
い
る

者
の
責
任
の
問
題
と
結
び
つ
け
た
よ
う
に

(Ibid.,
2
1
4
)

。

し
か
し
、
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
「
つ
じ
つ
ま
が
あ
わ
な
い
」

文
章
の
考
寄
禄
的
な
可
能
性
で
は
な
く
、
丁
寧
に
読
む
こ
と
の
意
義
を
指

摘
し
て
も
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
は
、
鶴
見
が
留
学
時
代
に
受
け
た

私
が
は
じ
め
て
英
語
を
勉
強
し
た
と
き
、
エ
マ
ソ
ン
の

"
C
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
'
｀
（
「
償
い
」
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
読
ん
だ
。

一
セ
ク
シ
ョ
ン
ご
と
に
飛
び
が
多
い
ん
だ
。
何
を
言
っ
て
い

る
の
か
、
そ
の
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
を
英
語
で
つ
く
る
ん
だ
よ
。

…
…

35
と
か
50
と
か
あ
る
節
の
一
っ
―
つ
を
、
今
の
日
常
英

語
で
言
い
換
え
て
文
章
を
つ
く
る
。
そ
れ
を
教
師
が
監
督
す

る
ん
だ
。
そ
う
い
う
こ
と
が
英
語
を
勉
強
す
る
う
え
で
役
に

立
っ
て
い
る
ね
。

(Ibid.,
7
4
)
 

こ
う
し
た
地
道
な
読
み
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ

る
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
批
判
の
中
で
、
鶴
見
が
古
在
由
重
の
読
解
を
評

価
し
た
こ
と
か
ら
も
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

…
…
戦
前
、

U
S
A
に
発
つ
前
に
、
「
唯
物
論
全
書
」
を
買
い

そ
ろ
え
て
、
そ
の
な
か
の
一
冊
、
古
在
由
重

(
1
9
0
1
,
 
9
0
)
 

著
『
現
代
哲
学
』
を
愛
読
し
て
い
た
。
そ
し
て

U
S
A
に
行
っ

て
か
ら
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
原
書
を
流
れ
と
し
て
読
ん

で
、
古
在
由
重
が
原
著
を
し
っ
か
り
読
ん
で
要
約
し
、
批
判

し
て
い
る
こ
と
に
感
銘
を
受
け
た
。

(Ibid.,

211) 

こ
れ
ら
二
つ
の
引
用
は
、
本
稿
冒
頭
に
示
し
た
の
と
異
な
り
、
い
ず
れ

も
文
章
を
適
切
に
読
む
こ
と
の
重
要
性
を
彼
が
無
視
し
て
い
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
重
層
性
へ
の
志
向
と
精
読
の
重
要
性
は
ど

語
学
訓
練
に
つ
い
て
の
文
章
だ
。
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3
．
自
己
に
根
差
し
た
読
解
ー
ー
占
T

ナ
ト
ゥ
ス
、
学
び
ほ
ど
き
、
多

元
的
自
己

敗
戦
後
す
ぐ
に
書
か
れ
た
哲
学
的
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
『
哲
学
の
反
省
』

で
は
、
哲
学
の
役
割
が
、
指
針
・
批
判
・
同
情
の
三
つ
の
理
念
型
に
分

け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
社
会
集
団
や
個
人
へ
の
指
針
の
提
示
、

そ
の
指
針
の
批
判
的
吟
味
、
そ
れ
を
提
出
し
た
人
物
の
境
遇
へ
の
想
像

を
指
す
。
同
書
で
は
、
「
同
情
」
に
最
も
紙
幅
が
割
か
れ
る
。

人
間
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
己
れ
の
立
場
を
完
全
に
捨

て
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
、
他
人
の
世
界
に
同
情

す
る
場
合
に
も
、
批
評
的
態
度
を
全
く
離
れ
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
ま
ず
出
来
得
る
限
り
自
己
を
滅
却

し
て
相
手
の
難
関
中
に
没
入
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
（
鶴

見
"
1
9
9
2
,
4
5
9
)
 

相
手
の
立
場
を
く
ぐ
る
共
感
的
な
姿
勢
か
ら
物
事
を
理
解
す
る
と
い
う

指
針
は
、
自
分
が
既
に
持
つ
信
念
を
組
み
合
わ
せ
、
取
り
換
え
、
修
正

を
重
ね
な
が
ら
、
何
と
か
他
者
の
信
念
体
系
を
整
合
的
に
理
解
す
る
こ

と
だ
と
言
え
る
。
従
っ
て
、
同
情
は
、
自
己
理
解
を
修
正
し
つ
つ
他
者

理
解
を
試
行
錯
誤
的
に
行
う
の
だ
か
ら
、
謬
見
や
独
善
の
訂
正
を
伴
っ

て
い
る
(
7
)
0

哲
学
の
同
情
的
役
割
は
、
後
年
、
解
釈
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
直

さ
れ
る
。

w.
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
、
ス
ビ
ノ
ザ
を
読
ん
だ
際
に
欄
外
に
書

う
整
合
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

き
込
み
を
す
る
ほ
ど
強
く
「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
」
と
い
う
概
念
に
惹
か
れ
た

こ
と
鶴
見
は
注
目
し
た
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
本
の
読
み
方
と
し
て
言
っ
て
い
る
の
は
、
自

分
個
人
の
い
ま
の
欲
望
を
も
っ
て
、
書
か
れ
て
い
る
概
念
を

貫
く
と
き
、
そ
の
と
き
に
自
分
な
り
の
概
念
が
で
き
る
。
欲

望
と
い
う
の
は
ス
ピ
ノ
ザ
で
言
え
ば
「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
」
な
ん

だ
。
「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
」
が
活
字
を
貫
く
と
き
、
概
念
が
で
き
る
。

（
中
略
）
自
分
の
欲
望
が
な
け
れ
ば
、
本
の
読
み
は
で
き
な

い
と
い
う
の
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
考
え
方
だ
ね
。
（
鶴
見
9

2
0
0
7
,
 1
9
3
 ,
 
4
)
 

人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
関
心
や
個
人
史
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
境

遇
／
地
平
を
持
つ
と
い
う
の
が
鶴
見
の
初
期
か
ら
の
立
場
だ
っ
た
（
鶴

見
"
2
0
0
8
,
 1
5
0
 ,
 3;
 
谷
川
,
2
0
1
9
a
)

。
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
変
奏
す
る
よ
う

に
、
こ
こ
で
は
、
自
己
の
関
心
に
沿
っ
て
思
想
を
読
み
解
く
べ
き
だ
と

の
指
針
が
提
示
さ
れ
る
。

引
用
文
へ
の
補
足
と
し
て
、
学
習
者
の
興
味
を
中
心
に
教
育
を
再
建

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ジ
ェ
イ
ム
ズ
及
び
デ
ュ
ー
イ
の
教
育
論

に
言
及
さ
れ
る
こ
と
か
ら
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
が
重
視
す
る
の
は
、

提
示
さ
れ
た
命
題
を
一
義
的
に
暗
記
し
、
そ
れ
を
固
定
す
る
こ
と
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
自
分
の
事
情
や
関
心
に
基
づ
い
て
、
学
ん
だ
こ
と
を

「
学
び
ほ
ど
く

(unlearn)
」
こ
と
だ
。
学
び
ほ
ど
き
と
は
、
「
習
っ
た

通
り
に
し
ゃ
べ
る
」
状
態
を
超
え
て
、
「
何
か
普
通
の
、
日
常
の
言
葉

と
し
て
」
学
ん
だ
内
容
を
言
い
当
て
、
自
分
な
り
に
使
え
る
よ
う
に
な
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る
こ
と
、
つ
ま
り
、
自
分
な
り
に
学
び
を
咀
哨
す
る
こ
と
で
あ
る
（
鶴

昇
2
0
1
0
,
6
1
 ,
 
5
)
 
(8)
。
そ
れ
を
「
コ
ナ
ト
ウ
ス
が
活
字
を
貫
く
と
き

概
念
が
で
き
る
」
と
言
っ
た
の
だ
。

鶴
見
は
こ
の
概
念
を
こ
れ
以
上
詳
論
し
て
い
な
い
が
、
彼
の
姉
・
鶴

見
和
子
は
、
生
活
綴
方
浬
動
の
主
要
な
発
想
た
る
「
概
念
く
だ
き
」
に

基
づ
き
、
同
様
の
こ
と
を
詳
細
に
論
じ
た
。

概
念
と
い
う
の
は
経
験
の
脈
絡
中
か
ら
描
き
出
し
て
、
抽
象

的
な
言
葉
と
し
て
構
成
さ
れ
た
考
え
で
す
ね
。
そ
れ
を
「
＜

だ
く
」
と
い
う
の
は
、
概
念
を
も
う
一
度
元
の
経
験
の
場
に

返
し
て
考
え
直
す
こ
と
で
す
。
そ
し
て
そ
の
概
念
そ
の
も
の

を
作
り
変
え
て
い
く
、
事
実
に
合
わ
せ
て
作
り
変
え
て
い
く
。

そ
う
い
う
過
程
が
も
の
を
考
え
る
と
き
に
必
要
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。
私
た
ち
は
大
学
の
中
で
は
、
物
事
を
抽
象
的
に
考

え
て
る
。
学
問
て
い
う
の
は
抽
象
的
な
言
葉
を
使
え
ば
、
そ

れ
だ
け
高
邁
な
学
問
で
あ
る
と
い
う
間
違
っ
た
考
え
方
が
私

た
ち
の
中
に
は
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
決
し
て
そ
う
で
は
な

く
て
ね
、
概
念
と
概
念
を
つ
な
げ
て
い
け
ば
学
問
に
な
る
と

い
う
の
は
、
こ
れ
は
本
当
の
学
問
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

（
鶴
見
,
1
9
9
8
,
 2
4
 
,
 
5
)
 

和
子
は
、
具
体
的
な
経
験
か
ら
自
身
か
他
の
誰
か
が
抽
象
化
し
て
作
っ

た
は
ず
の
「
概
念
」
を
再
具
体
化
す
る
よ
う
説
く
。
そ
う
し
た
内
化
な

く
し
て
は
、
学
ん
だ
こ
と
を
学
ん
だ
通
り
に
意
味
も
わ
か
ら
ず
繰
り
返

す
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
概
念
を
自
分
の
経
験
に
即
し
つ
つ
考
え
な
お

す
習
慣
を
持
つ
必
要
が
あ
る
の
だ
(9)
。

鶴
見
俊
輔
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
多
元
主
義
を
、
一
人

の
人
間
の
内
に
あ
る
多
元
性
を
見
る
立
場
と
関
連
づ
け
た
（
鶴
見
＂

2
0
0
7
,
 1
5
3
)

。
加
い
は
、
上
で
見
た
「
学
び
ほ
ど
き
」
の
モ
チ
ー
フ
を
、

晩
年
の
解
釈
理
論
で
、
「
自
己
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
る
。

〔
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
〕
自
分
の
内
部
の
測
り
方
に
非
常
に
関
心

を
持
っ
て
い
る
。
い
っ
た
い
、
セ
ル
フ
と
い
う
概
念
は
ど
う

や
っ
て
出
来
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
を
考
え
た
と
き
、
セ

ル
フ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
瞬
間
の
な
か
に
、
一
っ
だ
け
、
ほ
か
の

セ
ル
フ
の
瞬
間
か
ら
自
分
自
身
が
免
れ
る
役
割
を
つ
く
る
や

つ
が
い
る
、
そ
れ
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
自
我
」
の
概
念
の
根

本
な
ん
だ
よ
ね
。

(
I
b
i
d
.
,
1
3
2
)
 

こ
の
発
言
と
共
鳴
す
る
よ
う
に
、
少
し
後
で
は
、
「
科
学
者
と
い
う
の

は
24
時
間
、
常
に
科
学
者
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
暮
ら
し
の
な
か

で
は
、
科
学
か
ら
逸
脱
す
る
行
動
の
形
態
と
向
き
合
っ
て
い
る
」
と
考

え
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
お
り
、
自
己
の
重
層
性

(
s
e
l
v
e
s
)

へ
と
注
意

を
促
す
。

鶴
見
は
、
「
近
代
的
自
我
」
と
い
う
揺
ら
が
な
い
固
定
的
な
自
己
像

と
対
比
し
つ
つ
、
多
元
的
自
己
と
い
う
発
想
を
「
い
ろ
い
ろ
な
も
の
の

複
合
で
で
き
て
い
る
」
と
か
、
「
人
間
は
、
自
分
の
中
に
た
く
さ
ん
の

人
間
が
い
る
と
い
う
か
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
ひ
し
め
き
合
っ
て
い
る
」

と
説
明
し
、
「
そ
こ
に
は
隙
間
が
あ
る
も
の
」
だ
と
指
摘
す
る
（
鶴
見

ほ
か
2
0
1
5
,
1
9
1
)

。
こ
こ
で
隙
間
と
い
う
表
現
が
選
ば
れ
た
の
は
、
様
々
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な
自
我
の
せ
め
ぎ
合
い
や
対
立
を
言
い
当
て
る
た
め
だ
。
エ
マ
ソ
ン
が
、

自
分
は
「
―
つ
の
党
」
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
社
会
問
題
と
関
わ
っ

た
よ
う
に
、
鶴
見
は
、
自
己
を
「
一
個
の
群
衆
」
だ
と
み
な
し
た
（
鶴

臭
2
0
0
7
,

109)
。
せ
め
ぎ
合
う
諸
部
分
か
ら
成
る
合
衆
と
し
て
、
一
っ

の
人
格
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
だ
（
鶴
見
ほ
か
,
2
0
1
5
,
 

1
9
3
)

。
こ
う
し
た
多
元
的
自
己
論
は
、
同
時
に
、
鶴
見
の
個
人
史
に
触
れ
る

告
白
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
〔
多
元
主
義
の
〕
受
け
手
と
し
て
、
私
は
父
と
母
と
の

ベ
ニ
ヤ
板
、
つ
ま
り
合
板
と
考
え
る
。
父
は
私
に
、
私
の
学

問
の
種
を
く
れ
た
。
私
の
学
問
の
主
題
は
転
向
の
共
同
研
究

で
、
そ
れ
は
、
お
さ
な
い
こ
ろ
か
ら
食
卓
を
と
も
に
し
て
き

た
父
親
〔
の
転
向
〕
を
、
長
く
見
て
き
た
感
想
を
も
と
に
し

て
い
る
。
母
の
ほ
う
は
、
記
憶
に
の
こ
る
前
か
ら
一
本
の
棒

と
し
て
私
を
な
ぐ
っ
て
き
た
価
値
基
準
で
あ
っ
て
、
私
の
な

か
で
、
こ
の
父
母
両
者
は
相
容
れ
な
い
思
想
の
要
素
で
あ
る
。

両
人
が
真
で
か
ら
も
、
私
の
中
で
、
両
者
の
対
話
は
つ
づ
く
。

誰
し
も
、
そ
の
よ
う
な
ベ
ニ
ヤ
板
で
は
な
い
の
か
。
（
鶴
見
"

2
0
0
7
,
 2
0
2
)
 

「
誰
し
も
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
な
ぞ
る
よ
う
に
、
彼
は
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
・

ク
ラ
ブ
に
参
加
し
た
ホ
ウ
ム
ズ
、
パ
ー
ス
、
そ
し
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
そ

の
兄
弟
た
ち
の
個
人
史
で
例
証
し
て
い
る

(
I
b
i
d
.
,
1
5
4
)

。
彼
ら
は
、

自
身
の
親
世
代
と
は
、
差
別
意
識
、
教
育
方
針
、
戦
争
認
識
な
ど
を
め

ぐ
っ
て
、
様
々
な
対
立
を
抱
え
て
い
た
。
そ
う
し
た
身
近
な
他
者
と
の

具
体
的
対
立
や
、
戦
争
・
挫
折
・
喪
失
の
経
験
な
ど
を
通
じ
て
、
自
己

の
多
元
化
と
せ
め
ぎ
合
い
が
生
じ
、
彼
ら
の
思
想
が
発
展
し
て
い
く
、

と
語
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
多
元
的
自
己
論
は
、
記
号
の
解
釈
を
一
義
的
に
固
定
し
な

い
た
め
の
基
礎
を
与
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
‘
―
つ
の
人
格
は
、
実

の
と
こ
ろ
、
諸
々
の
自
己
の
せ
め
ぎ
合
い
の
場
に
ほ
か
な
ら
ず
、
従
っ

て
、
自
己
把
握
は
揺
ら
ぎ
う
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
彼
の
読
書
理
論

が
「
自
己
に
根
差
し
た
解
釈
」
を
推
奨
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
自
己

把
握
の
重
層
性
は
、
解
釈
の
固
定
を
退
け
る
の
に
資
す
る
か
ら
だ
。
そ

の
こ
と
は
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
留
学
時
代
に
彼
の
チ
ュ
ー
タ
ー
だ
っ
た

w.

V
.
O
.
 ク
ワ
イ
ン
に
言
及
し
つ
つ
、
解
釈
は
常
に
改
訂
に
開
か
れ
て
い

る
と
指
摘
す
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
(
I
b
i
d
.
,
2
5
3
)

。
鶴
見
に
と
っ

て
「
解
釈
」
と
は
、
自
己
の
多
元
性
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
自
身
の

関
心
を
見
極
め
つ
つ
、
（
同
じ
く
多
元
的
で
あ
る
）
他
者
の
記
号
表
現

に
向
き
合
う
こ
と
な
の
だ
。
加
え
て
、
読
み
手
と
書
き
手
に
お
け
る
自

己
の
揺
ら
ぎ
を
基
礎
に
、
解
釈
の
可
変
性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
文
献

の
的
確
な
読
解
か
ら
ほ
ど
遠
い
ど
こ
ろ
か
、
科
学
的
精
神
を
伴
っ
た
解

釈
の
前
提
条
件
で
す
ら
あ
る
(10)
。

そ
う
し
て
生
ま
れ
る
読
み
は
、
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り

な
が
ら
、
同
時
に
個
人
的
で
あ
る
(11)
。
そ
の
実
例
と
し
て
、
鶴
見
は
『
善

の
研
究
』
に
言
及
す
る
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
根
本
的
経
験
論
」
は
、
近
く
の
底
ま
で
降

り
て
ゆ
け
ば
純
粋
経
験
I

た
と
え
ば
「
机
」
は
、
知
覚
す



20 

る
当
人
の
イ
メ
ー
ジ
の
脈
絡
に
置
か
れ
れ
ば
当
人
の
心
理
的

イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
し
、
そ
の
同
じ
経
験
が
モ
ノ
の
脈
絡
に
置

か
れ
れ
ば
モ
ノ
で
あ
り
、
ど
ち
ら
と
理
解
さ
れ
て
も
、
も
と

に
返
れ
ば
お
な
じ
純
粋
経
験
だ
と
い
う
。
こ
れ
が
只
管
打
坐

す
る
な
か
で
西
田
の
達
す
る
純
粋
経
験
と
し
て
理
解
さ
れ
る

と
、
そ
れ
は
人
生
の
善
と
感
じ
ら
れ
る
。

(
I
b
i
d
.
,
1
6
7
)
 

こ
の
読
み
の
基
礎
は
、
「
自
分
の
座
禅
か
ら
得
た
日
常
感
覚
」
で
あ
り
、

留
学
生
と
し
て
西
田
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
会
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
「
そ

う
い
う
ふ
う
に
君
は
読
む
の
か
、
お
も
し
ろ
い
、
と
受
け
入
れ
た
だ
ろ

う
」
と
鶴
見
は
推
測
す
る

(
I
b
i
d
.
)

。

同
じ
こ
と
を
鶴
見
は
こ
う
も
語
っ
た
。

西
田
は
あ
る
意
味
で
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
正
し
く
と
ら
え
て
い
る

ん
だ
。
英
語
の
解
読
は
間
違
え
て
い
る
け
ど
、
読
み
方
の
姿

勢
と
し
て
は
正
し
い
。

10
代
か
ら
や
っ
て
い
た
座
禅
で
、
ほ

と
ん
ど
無
想
無
念
に
な
っ
て
、
た
だ
呼
吸
み
た
い
な
も
の
だ

け
が
あ
っ
て
、
純
粋
経
験
に
達
す
る
。
（
中
略
）
ジ
ェ
イ
ム

ズ
は
そ
ん
な
こ
と
、
書
い
て
い
な
い
ん
だ
よ
。
で
も
、
ジ
ェ

イ
ム
ズ
の
『
エ
テ
イ
カ
』
の
読
み
方
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
で

い
い
ん
だ
。
西
田
は
そ
の
意
味
で
は
、
誤
解
だ
け
ど
正
解
と

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
ね
。

(
I
b
i
d
.
,
1
9
4
)
 

鶴
見
の
考
え
で
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
読
む
西
田
こ
そ
が
、
ス
ビ
ノ
ザ
読

解
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
解
釈
理
論
を
的
確
に
実
践
し
て

お
り
、
理
想
的
な
読
解
の
代
表
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
対
象
の
陰
影
を
消
し
、
当
座
与
え
た
解
釈
か
ら
零
れ
落

ち
て
い
く
も
の
に
目
を
向
け
る
こ
と
を
「
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
の
嘆
き
」

と
呼
び
、
対
象
の
汲
み
つ
く
せ
な
さ
が
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
鶴

昂
2
0
1
8
,
1
4
6
)

。
芸
術
家
の
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
が
あ
る
人
物
の
肖
像
を

描
こ
う
と
し
て
は
挫
折
し
、
常
に
未
完
に
終
わ
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
受
け
、
「
一
人
の
人
間
を
描
」
き
尽
く
す
こ
と
、
ひ
い
て
は
、
「
社
会

の
最
終
的
な
像
を
つ
く
る
」
こ
と
の
不
可
能
性
を
指
摘
す
る
と
い
う
も

の
だ

(
I
b
i
d
.
,
1
4
0
 ,
 2)

。
つ
ま
り
、
自
己
形
成
を
通
じ
た
読
解
に
よ
る

一
義
的
な
解
釈
へ
の
抵
抗
は
、
人
物
を
見
定
め
る
と
き
に
も
当
て
は
ま

る
。
こ
の
点
に
注
意
し
つ
つ
、
彼
の
具
体
的
な
解
釈
実
践
に
視
点
を
移

し
た
い
。

キ
ャ
リ
ア
初
期
、
鶴
見
は
、
「
生
活
綴
方
」
と
い
う
作
文
教
育
運
動

を
日
本
産
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
み
な
し
た
（
谷
川
,
2
0
1
8
)

。
す
で

に
な
さ
れ
た
行
動
を
反
省
す
る
と
い
う
順
序
で
進
め
ら
れ
る
「
生
活
綴

方
」
は
、
「
行
為
（
プ
ラ
グ
マ
）
が
思
想
に
先
ん
じ
る
こ
と
を
主
張
」

す
る
点
で
、
ア
メ
リ
カ
産
よ
り
も
徹
底
し
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
だ
と

評
価
さ
れ
た
（
久
野
ほ
か
,
1
9
5
6
,
 7
4
 ,6
;
 
cf. 
Tanigawa, 2
0
1
9
)

。
こ
こ

で
重
要
な
の
は
、
彼
の
立
論
の
妥
当
性
で
は
な
く
、
鶴
見
が
書
く
行
為

を
優
位
と
み
な
し
た
こ
と
そ
れ
自
体
で
あ
る
。

書
く
こ
と
に
優
位
を
置
く
議
論
を
振
り
返
っ
て
興
味
深
い
の
は
、
属

性
や
名
望
に
囚
わ
れ
な
い
「
た
だ
の
人
」
と
し
て
書
い
て
い
る
つ
も
り

で
も
、
書
き
手
で
居
続
け
る
う
ち
に
、
何
ら
か
の
評
判
が
つ
い
て
、
有

4
．
個
人
史
的
解
釈
と
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
う
方
法
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名
化
し
、
「
い
つ
か
必
ず
『
た
だ
の
人
』
か
ら
外
れ
る
と
き
が
く
る
」

と
い
う
、
鶴
見
の
指
摘
し
た
困
難
で
あ
る
（
鶴
見
ほ
か
"
2
0
1
5
,
 3
0
7
)
 <
 

12)
。

こ
こ
で
言
う
「
た
だ
の
人
」
と
は
、
立
場
や
身
分
、
周
囲
の
評
価
な
ど

に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
な
い
姿
勢
で
あ
る
こ
と
を
指
す
。
一
方
、
別
の
と

こ
ろ
で
、
「
読
み
手
か
ら
書
き
手
に
な
る
っ
て
こ
と
は
巧
み
に
や
る
人

は
何
人
も
で
て
、
そ
れ
を
助
け
る
こ
と
は
出
来
た
と
思
う
」
が
、
「
書

き
手
か
ら
読
み
手
に
な
る
」
こ
と
は
難
し
い
と
鶴
見
は
語
っ
て
い
た
（
鶴

見
1
9
9
7
,
3
0
)

。
こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
書
き
手
が
有
名
化
し
「
た

だ
の
人
]
で
な
く
な
る
こ
と
は
、
書
き
手
を
「
た
だ
の
読
み
手
」
で
あ

る
こ
と
か
ら
も
遠
ざ
け
て
し
ま
う
。
書
く
こ
と
に
優
位
性
を
置
い
た
鶴

見
は
、
い
ま
や
読
む
こ
と
に
復
讐
さ
れ
た
の
だ
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

名
声
の
問
題
以
上
に
、
鶴
見
の
具
体
的
な
解
釈
実
践
こ
そ
が
問
題
を
抱

え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
彼
が
自
身
の
理
論
を
適
切
に
遂
行
で
き
な
か
っ

た
の
だ
。
以
下
で
は
、
鶴
見
の
具
体
的
な
解
釈
実
践
を
検
討
す
る
こ
と

で
、
そ
の
点
を
示
し
て
い
く
。

L. 
メ
ナ
ン
ド
「
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
・
ク
ラ
ブ
』
な
ど
の
資
料
を
踏

ま
え
、
鶴
見
は
、
ホ
ウ
ム
ズ
・
ジ
ュ
ニ
ア
の
境
遇
を
こ
う
語
る
。

た
と
え
ば
、
黒
人
奴
隷
を
逃
が
す
集
団
が
南
部
に
あ
っ
て
、

北
部
諸
州
の
な
か
に
も
う
奴
隷
を
連
れ
て
き
て
い
る
。
脱
走

兵
援
助
と
お
な
じ
だ
ね
。
そ
い
つ
が
警
察
に
つ
か
ま
っ
た
り

し
て
、
流
血
の
惨
事
が
あ
る
。
ジ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
相

手
方
を
ぶ
っ
袈
し
ち
ゃ
う
。
そ
う
い
う
と
き
に
栽
父
の
ホ
ウ

ム
ズ
は
、
曖
昧
な
こ
と
を
や
っ
て
結
局
逃
げ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
汚
ら
し
い
嫌
な
野
郎
だ
、
文
化
人
っ
て
い
う
の
は
こ

た
だ
し
、
埴
谷
雄
高
や
丸
山
慎
男
が
、
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
を
観
て
、
劇

れ
だ
け
の
も
の
な
の
か
と
い
う
、
非
常
に
強
い
不
信
感
が
ホ

ウ
ム
ズ
・
ジ
ュ
ニ
ア
の
な
か
に
生
じ
る
ん
だ
よ
。
（
鶴
見
＂

2
0
0
7
,
1
0
7
 ,
 8)
 

こ
の
説
明
を
聞
い
た
作
家
の
黒
川
創
が
「
ご
自
身
の
話
」
を
聞
い
て
い

る
よ
う
だ
と
水
を
向
け
る
と
、
鶴
見
は
そ
れ
を
肯
定
し
た

(
I
b
i
d
.
,

108)
。
個
人
史
の
重
ね
合
わ
せ
が
、
そ
の
ま
ま
思
想
の
解
釈
に
な
っ
て

い
る
の
だ
。

こ
の
素
朴
な
璽
ね
合
わ
せ
に
暗
示
ぢ
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
解
釈
は
、

実
質
的
に
は
、
書
き
手
の
個
人
史
に
重
な
る
も
の
を
、
自
己
の
「
体
験
、

あ
る
い
は
体
験
に
代
わ
る
想
像
力
」
（
鶴
見
,
2
0
0
8
,
 1
7
2
)

か
ら
探
し
出

し
、
短
絡
さ
せ
る
と
い
う
仕
方
で
遂
行
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
、
解

釈
を
自
己
形
成
の
問
題
に
回
収
し
た
の
で
あ
る
。

〔
石
橋
〕
湛
山
の
伝
記
を
い
く
ら
読
ん
で
も
わ
か
ら
な
い
の

は
、
ど
う
し
て
湛
山
は
あ
れ
だ
け
立
派
な
パ
ー
ソ
ナ
リ

テ
ィ
ー
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。
湛
山
の
伝
記
を
三
種

類
く
ら
い
読
ん
で
も
わ
か
ら
な
い
ん
だ
。
そ
し
た
ら
ね
、
た

だ
―
つ
の
手
が
か
り
は
、
松
尾
尊
允
か
ら
聞
い
た
ん
だ
け
ど
、

彼
は
日
蓮
宗
の
管
長
の
私
生
児
だ
っ
た
ん
だ
。
彼
自
身
の
オ

リ
ジ
ン
に
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
く
ら
い
し
か
考
え

ら
れ
な
い
。
柳
宗
悦
の
場
合
も
、
わ
か
ら
な
い
ね
。
（
鶴
見
．

2
0
0
7
,
2
3
6
 ,
 
7
)
 



22 

場
と
い
う
暗
闇
で
活
動
写
真
弁
士
の
出
す
悲
鳴
や
叫
び
に
魂
を
揺
さ
ぶ

ら
れ
た
だ
ろ
う
こ
と
に
注
目
し
た
〈
鶴
見
ほ
か
"
2
0
1
5
,
 3
1
 ,
 
2
)

よ
う
に
、

自
己
形
成
と
い
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
生
ま
れ
」
に
限
定
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。

姉
に
関
す
る
言
説
を
見
て
み
よ
う
。
彼
は
、
和
子
を
そ
の
時
々
の
一

番
に
倣
う
「
一
番
病
」
だ
と
み
な
し
、
彼
女
は
変
節
を
繰
り
返
し
た
と

批
判
す
る
（
鶴
見
ほ
か
,
2
0
1
5
,
 2
0
2
,
 2
5
2
 ,
 
3
)

。
し
か
も
、
和
子
に
よ
る

解
釈
実
践
は
鶴
見
に
と
っ
て
「
決
め
う
ち
」
そ
の
も
の
だ
っ
た
。

戦
後
の
「
思
想
の
科
学
」
を
読
め
ば
わ
か
る
け
れ
ど
、
「
マ

ル
ク
ス
は
正
し
い
、
デ
ュ
ー
イ
は
間
違
っ
て
い
る
」
と
い
う

立
場
で
〔
和
子
は
〕
書
い
て
い
る
。
（
中
略
）
い
か
に
マ
ル

ク
ス
が
偉
い
か
を
言
う
た
め
に
、
デ
ュ
ー
イ
の
欠
点
を
あ
げ

る
。
彼
女
が
デ
ュ
ー
イ
は
や
っ
ぱ
り
偉
い
と
思
う
の
は
、
共

産
党
か
ら
離
れ
て
か
ら
だ
よ
。
（
鶴
見
"
2
0
0
7
,
 1
0
0
)
 

こ
の
理
解
に
基
づ
き
、
彼
は
、
晩
年
に
脳
溢
血
で
倒
れ
る
ま
で
の
姉
の

業
績
す
べ
て
を
一
番
病
の
産
物
と
切
り
捨
て
さ
え
し
た
（
鶴
見
,
2
0
1
0
,
 

5
1
 ,
 3)

。
こ
の
種
の
反
感
は
、
ア
メ
リ
カ
留
学
時
代
に
は
す
で
に
あ
っ

た
よ
う
だ
。

…
…
私
の
姉
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
大
学
の

大
学
院
哲
学
科
に
い
て
論
文
を
準
備
し
て
い
た
。
そ
の
題
名

は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
側
に
た
っ
て
、
日
本
の
天
皇
制

を
批
判
し
た
も
の
で
‘
「
|
—
に
つ
い
て
、
—
ー
の
力
点
を

お
い
て
‘
|
ー
の
面
か
ら
の
考
察
」
と
、
優
等
生
ら
し
く
さ

ま
ざ
ま
の
限
定
の
つ
い
た
諭
文
名
を
知
ら
せ
て
き
た
。
／

…
…
返
事
と
し
て
、
私
は
、
自
分
の
用
意
し
て
い
る
学
士
論

文

は

"
A
T
h
e
o
r
y
 o
f
 n
o
n
 ,
 
existential b
e
i
n
g
 w
i
t
h
 a
 special 

e
m
p
h
a
s
i
s
 u
p
o
n
 n
o
t
h
i
n
g
 in particular" 
(
睦
5

に
何
に
つ
い
て

も
こ
と
さ
ら
力
点
を
置
か
ぬ
非
存
在
の
理
論
）
と
い
う
題
だ

と
書
い
て
お
く
っ
た
。
／
す
る
と
彼
女
は
、
姉
弟
で
も
ず
い

ぶ
ん
違
2
論
文
を
書
く
も
の
だ
、
と
い
う
ま
じ
め
な
返
事
を

お
く
つ
て
き
た
。
（
鶴
見
"
2
0
0
7
,
 1
6
0
)
 

鶴
見
は
姉
の
返
事
を
、
皮
肉
を
理
解
で
き
な
い
ほ
ど
凝
り
固
ま
っ
た
知

性
で
あ
る
こ
と
の
証
左
だ
と
み
な
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
を
無
理
解
で
は
な
く
、
冗
談
を
理
解
し
た
上
で
、
あ

え
て
堂
々
と
応
答
し
た
ユ
ー
モ
ア
あ
る
態
度
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は

十
分
可
能
で
あ
る
(13)
。
批
判
と
は
異
な
る
脈
絡
で
は
、
鶴
見
が
捉
え

て
い
た
姉
の
ユ
ー
モ
ア
あ
る
一
面
は
、
そ
の
解
釈
の
傍
証
に
な
る
だ
ろ

、つ

イ
ギ
リ
ス
の
新
聞
王
だ
っ
た
ノ
ー
ス
ク
リ
フ
が
来
日
し
た
と

き
、
和
子
は
、
彼
を
囲
む
宴
会
が
開
か
れ
て
い
る
の
に
、
幼

い
自
分
は
近
づ
く
な
と
言
わ
れ
る
の
が
非
常
に
不
満
で
、
の

こ
の
こ
出
て
行
っ
て
ノ
ー
ス
ク
リ
フ
に
「
I

目
r・
…
'
」
と
名

乗
っ
た
ん
で
す
ね
。
あ
と
は
「
ペ
ラ
ペ
ラ
」
と
だ
け
言
っ
て

平
然
と
し
て
い
る
。
（
鶴
見
"
2
0
0
9
.
2
6
)
 
C
 

14) 
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「
ペ
ラ
ペ
ラ
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
堂
々
話
し
た
と
い
う
挿
話
。
臆
せ

ず
行
動
し
、
穏
や
か
な
笑
い
と
と
も
に
他
者
と
付
き
合
う
こ
と
の
で
き

る
人
物
と
し
て
、
鶴
見
は
姉
を
描
い
た
。
し
か
し
、
鶴
見
が
姉
を
批
判

す
る
と
き
、
和
子
の
こ
う
し
た
側
面
は
落
ち
て
お
り
、
自
身
を
姉
か
ら

意
識
的
に
距
離
化
し
さ
え
す
る
（
鶴
見
,
2
0
0
8
b
,
 4
3
5
)
 

同
じ
こ
と
が
べ
平
連
で
社
会
運
動
を
と
も
に
し
た
作
家
の
小
田
実
に

も
当
て
は
ま
る
。

お
ふ
く
ろ
は
、
…
…
要
す
る
に
純
粋
無
垢
な
ん
だ
よ
。
も
と

を
た
ど
れ
ば
、
お
ふ
く
ろ
に
原
罪
観
念
が
あ
っ
た
。
自
分
が

父
親
（
後
藤
新
平
）
の
娘
で
あ
る
こ
と
で
、
生
ま
れ
て
か
ら

ず
っ
と
優
遇
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
自
分
に
は
そ
の

値
打
ち
が
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
私
に
押
し
込
ん
だ

ん
だ
よ
。
私
は
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
悪
人
の
意
識
が
あ
る
。

俺
は
悪
人
だ
っ
て
い
う
こ
と
か
ら
、
一
歩
も
引
か
な
い
。
だ

か
ら
、
べ
平
連
の
と
き
な
ん
か
、
と
っ
て
も
つ
ら
か
っ
た
ん

だ
。
た
く
さ
ん
の
人
が
来
て
、
そ
の
前
で
演
説
し
た
け
ど
、

悪
人
と
し
て
演
説
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
だ
ろ
。
あ
れ
が

つ
ら
か
っ
た
ね
。
小
田
実
に
は
、
あ
の
つ
ら
さ
は
わ
か
ら
な

い
よ
。
（
中
略
）
小
田
は
無
邪
気
な
善
人
と
し
て
し
ゃ
べ
っ

て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
（
鶴
見
,
2
0
0
7
,
 2
3
6
)
 

別
の
本
で
も
類
似
の
こ
と
を
語
る
よ
う
に
（
鶴
見
ほ
か
,
2
0
1
5
,
 1
5
7
)

、

行
動
を
共
に
し
た
小
田
へ
の
敬
意
と
恩
義
を
語
り
な
が
ら
も
、
鶴
見
は
、

小
田
が
、
正
義
を
背
負
っ
て
そ
れ
を
疑
わ
な
い
無
邪
気
な
人
間
だ
と
信

じ
て
譲
ら
ず
、
そ
の
内
面
に
同
情
や
想
像
を
向
け
よ
う
と
は
し
な
か
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
自
他
の
個
人
史
を
紐
づ
け
て
理
解
で
き
ず
、
他
者

が
批
判
対
象
だ
と
思
わ
れ
た
と
き
、
鶴
見
は
、
こ
う
し
た
画
一
的
な
解

釈
を
述
べ
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
決
め
打
ち
的
姿
勢
は
実
に
強
固
な
の
で
、

同
席
す
る
者
が
相
当
に
食
い
下
が
ら
な
け
れ
ば
、
鶴
見
は
解
釈
を
逸
脱

す
る
側
面
を
語
る
こ
と
す
ら
拒
む
（
15
）
。
で
は
、
彼
が
解
釈
実
践
に
失

敗
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

自
己
に
根
差
し
た
読
解
は
、
当
の
自
己
の
多
元
性
ゆ
え
に
、
一
律
に

こ
れ
が
正
し
い
解
釈
だ
と
は
言
え
な
い
と
い
う
読
み
を
可
能
に
す
る
は

ず
だ
っ
た
。
し
か
し
、
鶴
見
は
、
自
他
の
個
人
史
を
短
絡
さ
せ
る
と
い

う
仕
方
で
そ
の
読
解
法
を
運
用
し
た
の
で
、
気
質
上
折
り
合
え
な
い
と

彼
が
判
断
し
た
人
物
や
文
脈
で
は
、
「
こ
れ
は
敵
…
…
だ
か
ら
ひ
っ
ば

た
く
と
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
お
い
て
そ
う
し
て
い
る
」
（
鶴
見
＂

2
0
0
7
,
 2
1
2
)

と
い
う
、
彼
が
批
判
し
た
は
ず
の
解
釈
実
践
に
陥
っ
た
。

要
す
る
に
、
彼
が
自
分
の
解
釈
理
論
を
実
践
し
そ
こ
な
っ
た
の
は
、
「
自

己
に
根
差
し
た
仕
方
で
読
む
」
と
い
う
ジ
ェ
イ
ム
ズ
流
の
解
釈
理
論
が
、

《
自
身
の
個
人
史
に
親
和
的
な
要
素
を
、
書
き
手
の
自
己
形
成
に
見
出

し
、
そ
れ
に
即
し
て
人
物
を
読
み
解
く
》
と
い
う
ス
タ
イ
ル
に
変
質
し

た
こ
と
か
ら
帰
結
し
て
い
る
。
し
か
し
、
気
質
的
な
親
近
性
は
直
接
の

き
っ
か
け
で
し
か
な
い
。
問
題
は
、
何
が
理
論
を
変
質
さ
せ
た
か
で
あ

る。
自
他
の
個
人
史
や
自
已
形
成
に
関
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
好
み
、
そ
れ

を
膨
大
に
記
憶
し
、
繰
り
返
し
語
っ
た
。
講
演
や
対
談
、
エ
ッ
セ
イ
や

普
段
の
会
話
な
ど
で
、
自
己
形
成
に
関
す
る
挿
話
を
繰
り
返
し
語
る
こ

と
で
、
彼
は
そ
れ
ら
を
洗
練
さ
れ
た
物
語
へ
と
研
ぎ
澄
ま
せ
た
。
物
語
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の
洗
練
が
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
乗
ら
な
い
要
素
を
見
落
と
す
働
き
を

伴
う
以
上
、
そ
れ
は
類
型
化
へ
の
道
で
も
あ
る
(16)
。
個
人
史
や
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
好
む
と
い
う
鶴
見
の
思
想
的
ス
タ
イ
ル
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
的

解
釈
理
論
を
変
質
さ
せ
る
要
因
だ
っ
た
の
だ
。
伝
記
・
評
伝
や
、
個
人

史
を
ベ
ー
ス
と
す
る
彼
の
思
考
ス
タ
イ
ル
自
体
が
、
他
者
を
類
型
化
し
、

解
釈
を
固
定
化
す
る
危
険
を
含
ん
で
い
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
思
考
ス
タ
イ
ル
は
、
批
判
対
象
へ
の
解
釈
だ
け
な
く
、

彼
が
賛
同
し
よ
う
と
す
る
人
物
の
解
釈
す
ら
変
え
て
し
ま
っ
た
。
心
か

ら
共
感
を
向
け
る
人
物
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
読
み
解
く
際
、
彼
の
個
人
史

と
共
振
す
る
が
ゆ
え
に
、
物
語
と
し
て
膨
ら
ま
せ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
あ
る
教
え
子
が
「
鶴
見
さ
ん
の
発
言
は
だ
い
た
い
省
略

と
飛
躍
が
あ
り
ま
し
て
ね
」
と
留
保
を
つ
け
、
別
の
教
え
子
が
「
鶴
見

先
生
は
、
話
を
非
常
に
ふ
く
ら
ま
せ
る
」
と
笑
い
か
け
た
よ
う
に
、
鶴

見
は
、
高
く
評
価
す
る
言
葉
や
行
動
を
過
大
に
捉
え
て
し
ま
い
、
適
切

に
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
（
木
村
ほ
か
,
2
0
1
6
,
 4
4
 ,
 
5
)

。

批
判
で
も
賛
同
で
も
な
い
事
例
も
あ
る
。
社
会
学
者
の
吉
見
俊
哉

が
、
あ
る
と
き
鶴
見
に
質
問
を
投
げ
か
け
る
と
、
「
今
ま
で
に
な
い
答

え
が
聞
け
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
思
わ
せ
る
フ
レ
ー
ズ
が
あ
っ
た
。
し

か
し
、
す
ぐ
に
書
籍
な
ど
で
「
聞
き
飽
き
」
る
ほ
ど
繰
り
返
し
さ
れ
た

い
つ
も
の
身
の
上
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
（
吉
見
,
2
0
1
2
,
 7
 ,8
"
 

cf. 
谷
川
こ2
0
1
6
)

。
こ
の
出
来
事
は
、
エ
ビ
ソ
ー
ド
を
蓄
え
、
質
問
に

は
そ
れ
を
投
げ
返
す
こ
と
で
答
え
る
と
い
う
彼
の
問
答
ス
タ
イ
ル
の
一

側
面
が
印
象
的
に
表
れ
て
い
る
。
博
覧
強
記
に
様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

引
用
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
、
彼
と
交
友
の
あ
っ
た
作
家
の

黒
川
創
は
解
説
す
る
。

「
キ
ュ
ー
ブ
を
つ
く
る
ん
だ
」
っ
て
言
っ
て
い
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
ね
。
ぎ
ゅ
っ
と
、
キ
ー
ワ
ー
ド
で
圧
縮
し
て
覚
え
る

み
た
い
で
、
そ
れ
を
解
凍
し
て
話
す
（
笑
）
。
ポ
イ
ン
ト
が
あ
っ

て
、
そ
れ
に
絡
ま
せ
て
覚
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
（
鶴
見
9

2
0
1
7
,
 1
0
1
)
 

自
他
の
個
人
史
の
突
き
合
わ
せ
と
し
て
他
者
を
読
も
う
と
す
る
あ
ま
り
、

批
判
を
向
け
る
際
の
鶴
見
は
、
他
者
の
汲
み
つ
く
せ
な
さ
を
見
落
と
し
、

「
同
情
」
を
働
か
せ
る
こ
と
に
し
ば
し
ば
失
敗
し
た
。
共
感
的
に
評
価

を
向
け
る
際
に
は
、
そ
の
個
人
史
を
高
く
見
る
あ
ま
り
、
誰
か
の
言
動

を
過
剰
な
装
飾
で
物
語
化
し
た
。
こ
れ
は
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
圧
縮
と
い

う
方
法
自
体
が
も
た
ら
し
た
歪
み
だ
っ
た
。

か
く
し
て
、
彼
の
解
釈
実
践
は
、
解
釈
理
論
を
裏
切
る
よ
う
に
、
人

物
の
言
動
を
類
裂
的
に
染
め
上
げ
る
ぎ
ら
い
が
あ
り
、
そ
の
性
向
は
、

結
果
と
し
て
鶴
見
を
「
た
だ
の
人
」
と
し
て
読
む
可
能
性
か
ら
遠
ざ
け

た
（
鶴
見
,
2
0
0
9
,
 1
2
8
)

。
あ
る
人
物
が
、
手
近
に
用
意
で
き
る
自
己
形

成
の
パ
タ
ー
ン
に
回
収
さ
れ
る
と
、
語
り
の
キ
ュ
ー
ブ
が
作
ら
れ
て
し

ま
う
。
卒
綸
題
目
を
通
じ
た
姉
へ
の
椰
楡
が
、
ほ
ほ
同
じ
状
態
で
別
の

箇
所
に
発
見
で
き
る
（
鶴
見
,
2
0
1
0
,
 2
6

な
ど
）
よ
う
に
、
キ
ュ
ー
ブ

は
変
わ
ら
ず
に
展
開
さ
れ
る
の
で
、
そ
こ
に
埋
め
込
ま
れ
た
解
釈
は
ま

す
ま
す
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
、
画
一
的
な
ま
で
に
固
定
化
し
、
改
訂
か
ら
遠

ざ
か
る
。
こ
う
し
た
解
釈
実
践
の
失
敗
は
、
鶴
見
が
理
想
と
し
た
解
釈

理
論
が
、
個
人
史
的
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
基
づ
く
彼
の
ス
タ
イ
ル
と
融
合
す

る
こ
と
で
生
じ
た
、
避
け
ら
れ
な
い
事
故
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
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【註】
(
1
)

実
際
の
会
話
に
は
「
そ
れ
を
言
う
な
ら
戦
時
中
、
海
軍
軍
属
と

し
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
送
ら
れ
て
い
た
と
き
に
、
『
太

平
洋
上
の
擬
装
用
植
物
に
つ
い
て
』
と
い
う
の
が
あ
る
」
と
の
発
言

も
あ
る
（
鶴
見
"
2
0
0
7
,
1
2
 ,
 3)

。
こ
れ
は
鶴
見
名
義
の
出
版
物
で
は
な
い
。

そ
う
し
て
ま
で
『
ア
メ
リ
カ
哲
学
』
を
最
初
の
著
作
と
呼
ぶ
論
理
を

放
棄
し
よ
う
と
し
な
い
点
に
、
彼
が
文
章
に
抱
い
た
幻
想
が
見
え
る
。

(
2
)

彼
は
経
験
と
記
号
の
関
係
か
ら
物
事
を
把
握
す
る
と
い
う
フ

レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
（
鶴
見
"
1
9
9
2
;
 
鶴
見
"
1
9
9
9
,
 

lo, 6)
。

(
3
)

貴
種
や
知
識
人
と
い
う
身
分
の
権
力
性
や
、
戦
争
な
ど
の
他
者

危
害
に
は
敏
感
で
あ
り
な
が
ら
、
鶴
見
は
、
男
性
性
の
持
つ
暴
力
性

に
は
明
ら
か
に
無
自
覚
だ
っ
た
（
彼
な
り
に
女
性
の
地
位
向
上
に
コ

ミ
ッ
ト
し
よ
う
と
し
た
と
は
い
え
）
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
国

す
る
際
、
船
で
長
期
移
動
中
に
同
船
し
た
女
優
に
抱
い
て
い
た
自
身

の
性
的
欲
望
に
つ
い
て
無
頓
着
に
吐
露
し
た
り
、
視
姦
を
肯
定
し
た

り
、
性
的
役
割
分
業
を
自
明
視
し
た
り
す
る
発
言
が
そ
れ
に
当
た
る

（
鶴
見
,
2
0
0
9
,

llO; 鶴
見
,
2
0
1
5
,
 6
3
,
 1
3
0

な
ど
）
。

(
4
)

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
イ
ン
ガ
ソ
ル
講
演
に
鶴
見
は
聴
衆
と
し
て

立
ち
会
っ
て
お
り
、
そ
の
講
演
の
締
め
く
く
り
に
口
さ
れ
た
の
が
、

こ
の
フ
レ
ー
ズ
だ
っ
た
。

(
5
)

プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
と
多
元
主
義
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
て
論
じ

ら
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
（
鶴
見
｀
2
0
0
7
,
 1
4
5
 ,
 90
)

。

(
6
)

鶴
見
の
老
い
に
関
す
る
考
え
は
、
『
も
う
ろ
く
帖
』
と
呼
ば
れ
る

ノ
ー
ト
（
編
集
グ
ル
ー
プ
S
U
R
E
か
ら
一
部
刊
行
）
や
、
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

（
鶴
見
緬
1
9
9
7
)

に
窺
え
る
。

(7)

同
情
が
力
説
さ
れ
た
背
景
に
は
、
極
端
へ
走
り
、
先
鋭
化
し
て

い
く
戦
時
社
会
が
他
者
へ
の
想
像
力
を
著
し
く
欠
い
た
こ
と
へ
の
反

省
が
あ
っ
た
（
鶴
見
・
1
9
9
2
,
4
7
1
,
2
広
谷
川
,
2
0
1
9
c
)

。

(8)

「
学
び
ほ
ど
き
」
は
、
鶴
見
が
留
学
時
代
に
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
と

交
わ
し
た
会
話
か
ら
受
け
取
っ
た
言
葉
で
あ
る
。

(
9
)

教
育
関
係
者
は
、
学
び
ほ
ど
き
や
概
念
く
だ
き
に
相
当
す
る
こ

と
を
、
多
か
れ
少
な
か
れ
意
識
し
て
き
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
先
行

研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
I

．
イ
リ
イ
チ
の
「
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
な
価

値
」
を
補
助
線
に
引
く
点
で
鶴
見
和
子
の
立
論
は
独
創
的
で
あ
る
（
吉

見
2
0
1
2
,

52)
。
曰
く
、
概
念
く
だ
き
と
は
、
近
代
化
が
可
能
に
し
た
「
一

般
概
念
や
理
論
的
達
成
」
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
で
の
日
常
生
活
や
概

念
知
と
の
乖
離
を
埋
め
て
い
く
行
為
で
あ
り
、
「
近
代
国
民
国
家
が
た

ど
っ
た
道
す
じ
を
反
転
さ
せ
」
、
「
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
喪
失
し
た
テ
キ

ス
ト
を
、
も
う
一
度
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
返
し
て
、
考
え
を
鍛
え
直
す
」

実
践
で
あ
る
。
な
お
、
鶴
見
俊
輔
は
イ
リ
イ
チ
来
日
に
言
及
し
た
こ

と
が
あ
る
（
鶴
見
,
2
0
0
2
,
 6
6
 
,
 8)
。

(10)

科
学
的
精
神
と
い
う
言
葉
で
、
デ
ュ
ー
イ
11

ロ
ー
テ
ィ
的
な
、

批
判
や
改
訂
に
開
か
れ
た
「
科
学
者
に
象
徴
さ
れ
る
徳
」
を
念
頭
に

置
い
て
い
る

(
c
f
.

谷
川
•2
0
1
7
)

。

(11)

こ
の
個
人
性
は
、
自
己
が
究
極
的
に
は
自
己
自
身
を
離
れ
ら
れ

な
い
こ
と
に
根
差
し
て
い
る
（
鶴
見
,
1
9
9
2
,
 4
5
9
)

。

(12)

こ
の
引
用
箇
所
は
関
川
夏
央
の
発
言
だ
が
、
直
前
で
鶴
見
が
述

べ
た
こ
と
の
言
い
換
え
で
あ
り
、
鵡
見
も
直
後
で
そ
れ
に
同
意
し
つ

つ
同
じ
論
点
を
膨
ら
ま
せ
て
い
る
の
で
、
よ
り
端
的
な
関
川
の
表
現

を
使
用
し
た
。

(13)

理
解
し
た
上
で
嫌
味
を
言
っ
た
の
だ
と
も
解
釈
可
能
で
あ
る
。

実
際
、
和
子
は
俊
輔
に
あ
る
面
で
軽
蔑
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
自
覚
し
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そ
れ
を
晩
年
に
病
床
で
俊
輔
に
ぶ
つ
け
て
い
る
（
鶴
見
9

て
お
り
、

2
0
0
9
)

。

(14)

鶴
見
は
、
自
分
の
言
動
へ
の
恥
じ
ら
い
や
後
悔
を
持
ち
な
が
ら

行
動
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
自
然
に
積
極
的
な
行
動
を
取

る
こ
と
が
で
き
る
人
物
を
反
省
も
街
い
も
な
い
厚
顔
無
恥
と
し
て
描

く
こ
と
が
あ
る
（
鶴
見
ほ
か
"
2
0
1
5
,
 8
2
 ,3" 
1
9
6
,
 2
4
4
)
。
ま
た
、
行
動

の
「
自
然
さ
」
を
め
ぐ
る
鶴
見
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
参
照
（
谷

川
,
2
0
1
9
c
)

。

(15)

自
分
が
受
け
た
母
か
ら
の
抑
圧
や
暴
力
が
姉
に
は
向
か
な
か
っ

た
理
由
を
、
母
は
不
美
人
で
姉
は
美
人
だ
か
ら
「
妬
ん
で
い
る
み
た

い
で
や
り
づ
ら
か
っ
た
ん
だ
」
と
邪
推
し
、
そ
の
解
釈
を
譲
ろ
う
と

し
な
い
シ
ー
ン
が
あ
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
が
何
度
か
食
い
下
が
っ

て
は
じ
め
て
、
異
な
る
解
釈
を
示
唆
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
言
及
し
た

（
鶴
見
,
2
0
0
9
,
 8
8
 ,
 
9
)
。

(16)

物
語
と
い
う
認
知
形
態
の
利
点
と
欠
点
に
つ
い
て
は
、
千
野

(
2
0
1
7
)

の
説
明
が
簡
潔
で
あ
る
。
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