
メ
ノ
ソ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
、
想
起
、
仮
設
法
、
根
拠
の
推
理
と
ラ
リ
サ
へ
の
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
V

　
　
　
I
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
お
け
る
本
格
的
認
識
論
の
始
ま
り
一

金
　
山
　
弥
　
平

は
じ
め
に

　
タ
レ
ス
に
お
い
て
こ
の
世
界
の
原
理
へ
の
自
然
学
的
探
求
と
し
て
始
ま
っ
た
哲
学
（
愛
知
の
営
み
）
は
、
そ
の
後
ソ
フ
ィ
ス
ト
や
ソ
ク
ラ

テ
ス
に
お
い
て
入
間
の
徳
に
関
す
る
考
察
を
も
取
り
込
む
形
で
発
展
し
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
世
界
の
あ
り
方
と
人
間
の
生
き
方
を
探
求
す

る
総
合
的
営
み
と
し
て
結
実
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
考
察
は
ま
た
、
「
知
る
」
こ
と
を
求
め
る
人
間
の
探
求
そ
の
も
の
を
も
対
象
と
す
る
。
も

ち
ろ
ん
プ
ラ
ト
ン
以
前
に
も
ク
セ
ノ
バ
ネ
ス
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
、
ゴ
ル
ギ
ア
ス
等
の
懐
疑
主
義
的
主
張
や
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
人
間
万
物
尺

度
説
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
認
識
論
的
な
議
論
は
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
認
識
論
そ
の
も
の
が
哲
学
の
一
部
門
と
し
て
定
着
す

る
道
を
切
り
拓
い
た
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
動
－
確
信
に
裏
打
ち
さ
れ
た
行
動
を
取
り
つ
つ
自
ら
を
「
無
知
」
の
状
態
に
置
き
続
け
た

言
動
一
に
よ
っ
て
、
「
本
当
に
知
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
弟
子
の
プ
ラ
ト
ン
で
あ
る
。
特

に
前
期
と
中
期
の
著
作
の
間
に
位
置
す
る
『
メ
ノ
ン
』
は
、
「
想
起
説
」
が
「
生
得
説
」
讐
潜
在
的
知
」
と
関
係
づ
け
ら
れ
、
「
根
拠
の
推
理

に
よ
る
縛
り
つ
け
」
が
「
知
識
と
真
な
る
信
念
を
区
別
す
る
正
当
化
」
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
な
ど
、
後
の
認
識
論
の
重
要
テ
ー
マ
と
な
る
幾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
）

つ
か
の
思
想
を
、
最
初
に
姐
上
に
乗
せ
て
論
じ
た
哲
学
的
著
作
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
元
は
医
学
や
幾
何
学
の
方
法
で
あ
っ
た
仮
設

法
を
、
哲
学
の
探
求
法
と
し
て
用
い
た
の
も
『
メ
ノ
ン
』
が
最
初
で
あ
る
。
し
か
し
『
メ
ノ
ソ
』
で
登
場
す
る
こ
れ
ら
の
思
想
を
、
今
日
の

メ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
、
想
起
、
仮
設
法
、
根
拠
の
推
理
と
ラ
リ
サ
へ
の
道

五
九
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六
〇

類
似
思
想
と
同
　
視
す
る
の
は
正
当
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
の
考
察
の
た
め
に
は
二
つ
の
方
向
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
る
。

「
生
得
説
」
等
、
今
日
の
類
似
思
想
を
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
と
し
て
解
す
べ
き
か
。
『
メ
ノ
ン
』
に
登
場
す
る
似
通
っ
た
思
想
の
正
体

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
後
者
の
問
題
で
あ
る
。

【
　
メ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
想
起
説
－
知
の
諸
段
階

　
『
メ
ノ
γ
藤
。
。
O
U
に
お
い
て
徳
の
探
求
に
行
き
詰
っ
た
メ
ノ
ソ
は
、
「
徳
が
何
で
あ
る
か
を
あ
な
た
が
ぜ
ん
ぜ
ん
知
っ
て
い
な
い
と
し
た

ら
、
ど
ん
な
方
法
で
そ
れ
を
探
求
す
る
お
つ
も
り
で
す
か
」
と
い
う
問
い
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
「
メ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
を
提
起
す
る
。

こ
れ
に
対
す
る
答
え
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
が
「
学
習
は
想
起
で
あ
る
」
と
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
想
起
説
で
あ
る
。
パ
ラ
ド
ク
ス
解
釈
に
は
、

そ
れ
を
探
求
の
不
可
能
を
説
く
パ
ラ
ド
ク
ス
と
み
な
す
解
釈
と
、
探
求
の
末
に
「
知
識
」
に
至
る
こ
と
（
舞
発
見
）
の
不
可
能
を
説
く
パ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ド
ク
ス
と
み
な
す
解
釈
の
二
つ
が
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に
対
応
し
て
想
起
説
も
、
探
求
の
可
能
性
を
確
保
す
る
説
と
し
て
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ

れ
ぽ
、
発
晃
の
可
能
性
を
確
保
す
る
説
と
し
て
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
パ
ラ
ド
ク
ス
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
［
鍛
］
［
1
］
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
い
っ
た
い
あ
な
た
は
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
ぜ
ん
ぜ
ん
知
っ
て
（
既
霰
ミ
ト
）
い
な
い
も
の
を
、
ど

　
　
ん
な
方
法
で
探
求
す
る
お
つ
も
り
で
す
か
。
［
2
］
と
い
う
の
も
、
あ
な
た
が
知
ら
な
い
も
の
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ

　
　
れ
を
前
に
立
て
た
上
で
探
求
な
さ
ろ
う
と
い
う
の
で
す
か
。
［
3
］
あ
る
い
は
、
仮
に
あ
な
た
が
そ
れ
に
行
き
当
た
っ
た
と
し
て
も
、

　
　
あ
な
た
が
知
ら
な
か
っ
た
も
の
が
そ
れ
だ
と
い
う
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
知
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
（
G
。
O
U
？
。
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

［
M
］
を
提
出
す
る
際
に
メ
ノ
ン
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
表
明
す
る
次
の
原
則
で
あ
る
。

　
　
［
原
則
K
］
　
何
で
あ
る
か
を
ぜ
ん
ぜ
ん
知
っ
て
（
乳
窃
似
虻
ミ
）
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
知

　
　
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
誠
〉
望
メ
ご
d
ω
ム
）
。

［
原
則
K
〕
と
［
M
］
と
は
、
「
ぜ
ん
ぜ
ん
（
ざ
㌶
§
懸
殺
ミ
）
知
ら
な
い
偏
と
い
う
言
葉
の
使
用
と
、
「
何
で
あ
る
か
」
と
「
ど
の
よ
う
な



も
の
で
あ
る
か
」
の
対
比
に
お
い
て
一
致
し
て
お
り
、
メ
ノ
ン
が
、
行
き
詰
り
に
導
か
れ
た
仕
返
し
と
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
が
主
張
し

た
［
原
則
K
］
を
用
い
て
探
求
に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
こ
の
門
原
則

K
U
を
説
明
す
る
た
め
に
、
や
は
り
「
ぜ
ん
ぜ
ん
」
と
い
う
語
を
用
い
て
次
の
よ
う
な
例
を
提
出
し
て
い
た
。

　
　
［
事
例
M
］
　
君
に
は
、
メ
ノ
ソ
と
は
何
者
で
あ
る
か
を
ぜ
ん
ぜ
ん
知
っ
て
（
ミ
ミ
臥
§
。
・
ミ
）
い
な
い
人
が
、
メ
ノ
ン
が
美
し
い
か
、

　
　
金
持
で
あ
る
か
、
高
貴
で
あ
る
か
…
…
を
知
る
こ
と
（
籔
織
ミ
“
）
が
で
き
る
と
思
え
る
か
ね
（
謡
し
d
僚
。
。
）
。

こ
の
［
事
例
M
］
に
対
す
る
一
つ
の
解
釈
は
、
こ
れ
を
、
目
撃
等
の
メ
ノ
ン
に
関
す
る
直
接
的
経
験
を
欠
い
て
い
る
人
は
、
彼
に
つ
い
て
い

か
な
る
観
念
も
抱
け
な
い
と
い
う
意
味
に
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
「
知
る
」
と
い
う
こ
と
を
直
接
的
経
験
（
霧
ρ
二
瀬
詳
碧
。
Φ
）
の
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

無
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
な
ら
、
人
は
治
る
対
象
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
か
、
ま
っ
た
く
知
ら
ず
同
定
さ
え
で
き
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ

り
、
中
間
的
な
状
態
は
成
立
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
後
者
の
場
合
に
は
何
も
探
求
で
き
な
い
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ

と
は
、
［
原
則
K
］
を
念
頭
に
お
い
て
提
出
さ
れ
る
パ
ラ
ド
ク
ス
が
、
探
求
不
可
能
の
パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　
「
直
接
的
経
験
」
の
有
無
と
い
う
観
点
か
ら
出
発
す
る
こ
の
解
釈
が
、
し
ぼ
し
ぼ
論
拠
と
す
る
の
は
、
［
事
例
M
｝
に
お
け
る
動
詞
寒
●

健
愚
§
侮
ミ
の
用
法
…
「
事
実
を
知
る
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
瓢
寂
ミ
“
と
対
比
的
に
、
「
人
や
物
を
見
知
る
」
と
い
う
意
味
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

用
い
ら
れ
る
寒
曵
愚
§
傷
ミ
の
用
法
－
で
あ
る
。
し
か
し
い
《
○
コ
ω
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
無
量
ミ
↑
と
寒
ミ
臥
§
価
ミ
の
相
違
は
、
そ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

う
な
単
純
な
対
比
に
よ
っ
て
つ
く
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
～
般
的
原
則
と
し
て
は
、
動
詞
風
霰
ミ
↑
（
名
詞
で
は
似
ミ
q
息
ミ
に
対
応
）
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

伽
熱
q
逞
亀
§
（
臥
逡
ミ
に
対
応
）
と
寒
善
導
舞
砺
ミ
（
ミ
ら
q
8
に
対
応
）
の
両
方
を
カ
バ
ー
す
る
。
た
だ
し
動
詞
曵
ミ
§
§
価
ミ
は
、

乳
冷
寒
い
や
蹄
へ
q
ミ
亀
ミ
と
比
べ
て
、
よ
り
頻
繁
に
人
物
を
表
わ
す
名
詞
を
そ
の
霞
的
語
と
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
曵
ミ
悉
§
向
ミ
を

含
む
文
に
お
い
て
は
、
そ
の
従
属
節
が
表
わ
す
事
実
（
砂
。
け
ω
）
は
、
往
々
に
し
て
観
察
（
。
σ
ω
興
く
p
け
δ
づ
）
や
目
撃
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
事

実
で
あ
る
。
し
か
し
、
知
を
表
わ
す
他
の
動
詞
の
場
合
も
、
観
察
の
結
果
と
し
て
記
述
さ
れ
う
る
事
実
が
対
象
と
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

寒
≦
詠
堅
塁
ミ
だ
け
で
な
く
儀
繰
虻
ミ
も
ま
た
、
観
察
の
結
果
と
し
て
の
事
実
を
対
象
と
し
て
と
り
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
我
々
の
現
在

メ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
、
想
起
、
仮
設
法
、
根
拠
の
推
理
と
ラ
リ
サ
へ
の
道

六
一
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六
二

の
問
題
と
関
係
し
て
重
要
な
の
は
、
［
事
例
M
］
の
よ
う
に
人
を
目
的
語
と
し
て
と
る
場
合
の
寒
峯
詠
§
侮
ミ
が
、
知
る
程
度
が
異
な
る
可

能
性
（
夢
⑦
9
ω
ω
帥
σ
籠
身
。
識
鑓
α
一
旦
）
を
容
認
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
程
度
の
相
違
を
示
す
例
を
、
プ
ラ
ト
ン
の
テ
ク
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

か
ら
幾
つ
か
拾
っ
て
み
よ
う
。

　
（
一
）
　
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
冒
頭
（
一
渣
○
）
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
近
づ
い
て
く
る
若
者
を
知
っ
て
い
る
（
寒
ミ
＄
薯
S
）
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
ス

ニ
オ
ン
区
の
エ
ウ
プ
ロ
ニ
オ
ス
の
息
子
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
名
前
が
テ
ア
イ
テ
ト
ス
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
な
い
（
。
薯

。
N
貯
）
。

　
（
二
）
　
『
エ
ウ
テ
ユ
デ
モ
ス
』
冒
頭
（
b
。
謡
〉
－
じ
ご
）
。
ク
リ
ト
ン
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
前
日
対
話
を
交
わ
し
た
相
手
の
ど
ち
ら
も
知
ら
な
い

（
o
日
量
誘
b
ミ
寒
曵
§
§
e
）
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
問
答
を
目
に
は
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
名
前
（
「
エ
ウ
テ
ユ
デ
モ
ス
」

「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ド
ロ
ス
」
）
は
た
っ
た
今
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
聞
い
た
ば
か
り
だ
し
、
出
身
地
等
の
他
の
情
報
も
得
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
（
三
）
　
『
エ
ウ
テ
ユ
プ
ロ
ン
瞼
賢
頭
（
N
b
ご
）
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
彼
の
告
発
者
に
つ
い
て
あ
ま
り
知
ら
な
い
（
o
亀
、
…
蝕
ミ
　
§
　
健
ミ
愚
・

臭
S
）
と
自
分
で
は
言
う
。
し
か
し
実
際
に
は
、
伝
聞
を
通
し
て
で
あ
ろ
う
が
、
か
な
り
多
く
の
こ
と
（
告
発
者
が
年
若
く
、
著
名
で
な
く
、

メ
レ
ト
ス
と
い
う
名
の
ピ
ッ
ト
ス
区
の
人
で
、
髪
の
毛
は
真
っ
直
ぐ
で
、
髭
は
濃
く
な
く
、
少
々
鉤
轟
で
あ
る
こ
と
）
を
知
っ
て
い
る
。

　
（
四
）
　
『
饗
宴
幅
N
一
①
○
－
U
。
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
等
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
よ
く
知
っ
て
い
る
入
域
を
前
に
し
て
、
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
が
「
君
た

ち
の
誰
一
入
と
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
知
ら
な
い
（
o
嬉
詳
馬
ハ
…
寒
這
臥
蚕
掬
し
」
と
一
習
う
。
そ
れ
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
美
青
年
好
き
の
性
格
、
無

知
の
表
明
、
シ
レ
ノ
ス
に
似
た
外
見
、
荷
跳
馬
や
靴
屋
を
話
題
と
す
る
問
答
等
、
幾
つ
か
の
外
面
的
事
実
は
知
っ
て
い
て
も
（
ひ
。
一
〇
U
－
や

昏。

E。
㍽
普
E
。
b
。
》
）
、
そ
の
驚
く
べ
き
精
神
的
能
力
や
（
b
。
一
の
O
相
）
、
内
面
的
な
節
制
と
美
と
神
性
や
（
・
。
ざ
U
8
・
。
δ
雪
幽
霜
》
一
）
、
彼
の
議
論
が
内

包
す
る
知
性
と
神
性
（
b
。
ひ
。
N
＞
甲
ω
）
は
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
我
々
の
問
題
は
、
［
事
例
M
〕
に
お
い
て
「
メ
ノ
ン
が
何
者
で
あ
る
か
を
ぜ
ん
ぜ
ん
知
っ
て
（
曵
ミ
惹
薯
傷
ミ
）
い
な
い
偏
と
言
わ

れ
る
場
合
の
「
知
偏
を
、
ど
の
程
度
の
知
と
し
て
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
考
察
の
た
め
に
、
（
二
）
の
『
エ
ウ
テ
ユ



デ
モ
ス
』
に
お
け
る
ク
リ
ト
ン
の
知
（
な
い
し
は
不
知
）
を
参
考
に
し
て
み
よ
う
。
ク
リ
ト
ン
の
知
に
は
次
の
段
階
が
考
え
ら
れ
る
。

　
（
a
）
　
ク
リ
ト
ン
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
の
前
日
。
ク
リ
ト
ン
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
～
緒
に
い
る
エ
ウ
テ
ユ
デ
モ
ス
と
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ド

　
　
ロ
ス
を
圏
撃
す
る
前
。

　
（
b
）
　
ク
リ
ト
ン
が
彼
ら
二
入
を
目
撃
し
た
後
。
し
か
し
、
ま
だ
彼
ら
の
名
前
は
聞
い
て
い
な
い
。

　
（
c
）
　
ク
リ
ト
ン
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
の
当
日
。
ク
リ
ト
ン
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
彼
ら
の
名
前
を
聞
い
た
後
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う

　
　
な
人
た
ち
で
あ
る
か
と
い
う
説
明
は
受
け
て
い
な
い
。

　
（
d
）
　
彼
ら
の
出
身
地
、
現
在
の
生
活
拠
点
等
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
直
後
（
N
謡
○
）
。
し
か
し
、
前
日
の
対
話
の
内
容
は
聞
い
て
い

　
　
な
い
。

　
（
e
）
　
前
日
の
対
話
に
つ
い
て
聞
い
た
後
。
自
分
は
エ
ウ
テ
ユ
デ
モ
ス
の
よ
う
な
仕
方
で
入
を
論
駁
す
る
人
間
で
は
な
く
、
論
駁
さ
れ
る

　
　
側
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
嬉
し
く
思
う
と
語
る
時
（
ω
O
心
O
I
U
）
。

　
こ
れ
ら
の
段
階
を
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
（
「
簡
単
に
知
り
う
る
情
報
」
と
い
う
の
は
、
出
身
地
等
の
誰
で
も
容
易
に
知
り
う
る
情

報
、
門
そ
れ
以
上
の
情
報
」
と
い
う
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
の
対
話
の
内
で
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
種
類
の
情
報
の
こ
と
で
あ
る
）
。

（
a
）

（
b
）

（
c
）

（
d
）

（
e
）

名
前
も
知
ら
な
け
れ
ば
、
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
。

見
た
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
名
前
は
知
ら
な
い
し
、
簡
単
に
知
り
う
る
情
報
も
得
て
い
な
い
。

見
た
こ
と
は
あ
り
、
名
前
も
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
簡
単
に
知
り
う
る
情
報
は
得
て
い
な
い
。

見
た
こ
と
は
あ
り
、
名
前
も
知
っ
て
お
り
、
簡
単
に
知
り
う
る
情
報
も
得
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
の
情
報
は
得
て
い
な
い
。

見
た
こ
と
も
あ
る
し
、
名
前
も
知
っ
て
い
る
し
、
簡
単
に
知
り
う
る
情
報
も
得
て
い
る
し
、
そ
れ
以
上
の
情
報
も
得
て
い
る
。

ま
た
こ
れ
ら
以
外
に
次
の
よ
う
な
状
態
も
想
定
し
う
る
。

　
（
x
）
　
名
前
は
聞
い
た
。
し
か
し
見
た
こ
と
は
な
い
し
、

簡
単
に
知
り
う
る
情
報
も
得
て
い
な
い
。

メ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
、
想
起
、
仮
設
法
、
根
拠
の
推
理
と
ラ
リ
サ
へ
の
道

六
三



哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
号

六
四

　
（
y
）
簡
単
に
知
り
う
る
情
報
一
例
え
ぽ
、
「
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ボ
ス
の
友
人
に
し
て
、
彼
の
恋
人
で
あ
る
テ
ッ
タ
リ
ア
人
が
い
る
」

　
　
（
『
メ
ノ
ン
聴
ざ
し
弓
）
一
は
得
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
入
の
名
前
は
知
ら
な
い
し
、
見
た
こ
と
も
な
い
。

こ
れ
ら
の
内
、
（
a
）
（
X
）
（
y
）
の
意
味
で
「
メ
ノ
ン
を
知
ら
な
い
」
場
舎
に
は
、
確
か
に
、
メ
ノ
ン
が
美
し
い
か
ど
う
か
も
知
り
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
他
方
（
b
）
（
c
）
（
d
）
は
、
メ
ノ
ン
を
見
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
条
件
を
満
た
し
て
い
る
以
上
、
少
な
く
と
も
メ
ノ
ン
の

考
え
で
は
、
メ
ノ
ソ
が
美
し
い
か
ど
う
か
を
知
り
う
る
場
合
に
あ
た
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
自
分
の
美
と
富
と
高
貴
な
家
柄
を
敏
感
に
意

識
し
、
特
に
美
は
鼻
に
か
け
て
お
り
（
刈
①
b
む
一
0
堕
　
G
O
O
O
）
－
だ
か
ら
こ
そ
ソ
ク
ラ
テ
ス
も
、
［
事
例
M
］
で
こ
れ
ら
の
性
質
に
言
及
し
た
の

で
あ
ろ
う
一
、
他
人
が
メ
ノ
ン
を
一
霞
見
た
な
ら
、
美
だ
け
で
な
く
、
富
と
高
貴
な
家
柄
で
さ
え
も
た
ち
ど
こ
ろ
に
分
か
る
と
考
え
て
い

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
（
a
）
（
b
）
（
c
）
（
d
）
（
x
）
（
y
）
を
参
考
に
し
て
、
［
事
例
M
〕
は
次
の
よ
う
に
解
し
う
る
。
メ
ノ
ン
が
何
者
で
あ
る
か

を
知
る
と
は
、
名
前
と
か
、
　
闘
見
る
こ
と
と
か
、
あ
る
い
は
、
簡
単
に
知
り
う
る
情
報
を
通
し
て
、
メ
ノ
ン
を
勘
定
で
き
る
能
力
を
も
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
メ
ノ
ソ
を
閾
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ぽ
、
メ
ノ
ン
が
美
し
い
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
［
事

例
M
］
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
［
原
鋼
K
］
は
、
次
の
よ
う
に
解
し
う
る
。
ど
ん
な
仕
方
に
せ
よ
岡
謝
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に
つ
い

て
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
［
事
例
M
］
と
［
原
則
K
〕
を
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
解
す
る
場
合
は
、
［
事
例
M
扁
と
m
原
劉
K
U
は
と
も
に
正
し
い
。
メ
ノ
ン
自
身
、

「
知
る
」
を
、
「
同
定
能
力
を
も
つ
」
と
い
う
意
味
で
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
［
事
例
M
｝
と
［
原
則
K
］
を
真
と
み
な
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

げ
ん
に
、
メ
ノ
ン
に
と
っ
て
門
知
る
」
と
は
、
誰
で
も
な
し
う
る
簡
単
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
メ
ノ
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
、
「
あ
な
た
が
徳
と

は
何
で
あ
る
か
さ
え
知
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
を
、
国
に
帰
っ
て
報
告
し
ま
し
ょ
う
か
」
（
譲
ご
ご
－
O
）
と
雷
う
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
、
神
像
を
内
蔵
す
る
シ
レ
ノ
ス
の
置
物
に
警
え
た
の
に
対
し
て
（
『
饗
宴
撫
卜
。
b
。
一
同
歯
卜
。
N
諺
）
、
メ

ノ
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
、
み
っ
と
も
な
い
シ
ビ
レ
エ
イ
に
増
え
た
が
（
戦
乱
ノ
ン
漏
G
O
O
》
－
一
W
）
、
こ
れ
も
ま
た
、
外
見
を
見
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
を



知
っ
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
ま
た
［
事
例
M
］
の
「
知
る
（
寒
ミ
臥
象
伽
ミ
）
」
は
、
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
が
『
饗
宴
』
で
用
い
た
上
述
の
（
四
）
の
意
味
に
お
い

て
も
理
解
可
能
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
「
知
る
」
は
、
例
え
ば
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
自
ら
に
つ
い
て
「
自
分
を
知
ら
な
い
」
と
言
っ
て
、
自
分

が
テ
ユ
ポ
ン
の
よ
う
な
獣
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
神
的
な
性
質
を
分
け
も
つ
穏
や
か
な
生
ぎ
物
で
あ
る
か
を
考
察
し
続
け
て
い
る
と
述
べ
て

い
た
時
の
用
法
で
も
あ
る
（
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
誌
O
甲
器
O
》
）
。
ま
た
『
法
律
』
お
O
O
『
に
お
い
て
、
真
実
と
伴
に
歩
む
こ
と
の
な
い
者
は
、

信
頼
で
き
な
い
者
、
無
学
の
者
で
あ
っ
て
、
時
が
経
つ
と
「
知
ら
れ
る
」
と
言
わ
れ
る
場
合
の
「
知
る
」
が
こ
れ
に
当
た
る
。
こ
れ
ら
の
用

法
に
お
い
て
は
、
「
知
る
」
と
は
、
外
面
を
知
る
こ
と
で
は
な
く
「
正
体
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
［
事
例
M
］
の
「
メ
ノ
ン
が
何
者
で
あ
る
か
（
α
q
§
ハ
似
q
蔑
マ
）
を
知
る
」
（
謡
じ
d
㎝
よ
）
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
「
メ
ノ
ン
が
ど
の
入
物

で
あ
る
か
を
同
定
す
る
砿
（
例
え
ば
、
メ
ノ
ン
を
誰
そ
れ
の
子
と
し
て
同
定
す
る
）
と
い
う
意
味
で
も
解
し
う
る
が
、
し
か
し
「
何
者
で
あ
る

か
」
と
い
う
の
は
、
容
易
に
捉
え
ら
れ
な
い
正
体
・
本
質
を
も
表
わ
し
う
る
表
現
で
あ
る
。
『
饗
宴
』
卜
。
O
一
U
G
。
－
国
b
。
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス

は
、
デ
ィ
オ
テ
ィ
マ
か
ら
聞
い
た
こ
と
と
し
て
、
「
ま
ず
四
壁
ー
ス
が
何
者
で
あ
り
（
惑
ハ
。
。
q
§
ミ
）
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
語
ら

ね
ば
な
ら
ず
、
次
に
彼
の
仕
事
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
が
、
こ
の
場
合
の
［
何
者
で
あ
る
か
」
と
は
、
神
と
死
す
べ
き
者
の
中

間
的
存
在
と
い
う
、
エ
ロ
ー
ス
の
隠
れ
た
本
質
を
指
し
て
い
る
（
b
ひ
O
N
H
）
1
卜
O
O
ら
○
）
。
も
ち
ろ
ん
ミ
ュ
ー
ト
ス
的
に
は
、
エ
ロ
ー
ス
は
ポ
ロ
ス

と
ペ
ニ
ア
の
子
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
誰
そ
れ
の
子
と
し
て
同
定
す
る
要
素
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
「
ポ
ロ
ス
と

ペ
ニ
ア
の
子
」
と
い
う
性
格
は
、
中
言
的
存
在
と
い
う
エ
ロ
ー
ス
の
本
質
、
「
そ
の
ダ
イ
モ
ソ
の
本
性
」
（
・
。
忌
b
σ
甲
。
。
）
と
深
く
関
わ
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
、
人
間
の
正
体
・
本
質
は
、
身
体
で
は
な
く
魂
で
あ
る
（
『
パ
イ
ド
ン
』
H
嵩
○
－
国
を
参
照
）
。
そ
れ
故
、
或
る
人
の

正
体
を
知
る
と
は
、
そ
の
人
の
魂
を
知
る
と
い
う
こ
と
を
意
逃
す
る
。
［
事
例
M
］
は
、
「
メ
ノ
ン
の
正
体
・
魂
を
知
る
」
こ
と
に
関
わ
る
例

と
し
て
も
意
味
を
も
つ
。
と
い
う
の
も
、
メ
ノ
ン
の
正
体
・
魂
を
ぜ
ん
ぜ
ん
知
ら
な
い
人
は
、
彼
が
そ
の
魂
に
お
い
て
美
し
い
か
、
富
ん
で

メ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
、
想
起
、
仮
設
法
、
根
拠
の
推
理
と
ラ
リ
サ
へ
の
道

六
五
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い
る
か
、
高
貴
で
あ
る
か
を
知
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
も
真
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
［
事
例
M
］
で
用
い
ら
れ
て
い
る
三
つ
の
形
容
詞

「
美
し
い
（
ミ
ま
ハ
）
」
、
讐
富
ん
で
い
る
（
弾
。
芯
q
S
ハ
）
」
、
「
高
貴
で
あ
る
（
携
ミ
＆
。
り
）
」
は
、
外
的
な
美
、
富
（
財
産
）
、
高
貴
さ
（
家

柄
）
も
意
味
し
う
る
が
、
ま
た
魂
に
お
け
る
美
、
富
、
高
貴
さ
を
も
意
味
し
う
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
意
図
し
て
こ
れ
ら
の
語
を
用
い
た
と
考
え

　
　
　
　
　
（
1
1
）

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
［
事
例
M
］
は
、
「
メ
ノ
ソ
の
正
体
を
知
ら
な
い
人
は
、
メ
ノ
ン
が
本
当
に
美
し
い
か
、
富
ん
で
い
る

か
、
高
貴
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
意
味
で
解
し
た
場
合
に
も
正
し
い
。
そ
の
こ
と
を
、
先
に
見
た
エ
ウ
テ
ユ
デ
モ
ス

と
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ド
ロ
ス
に
関
す
る
ク
リ
ト
ン
の
知
を
例
に
と
っ
て
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
実
は
ク
リ
ト
ン
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
前
日
の
対
話
の
内
容
を
聞
く
前
に
、
哲
学
と
政
治
の
両
方
に
適
度
に
携
わ
っ
て
い
る
直
る
人
物
か

ら
、
こ
の
兄
弟
が
自
分
の
発
奮
内
容
に
配
慮
す
る
こ
と
な
く
、
ど
ん
な
発
言
に
も
絡
ん
で
い
く
喪
で
あ
る
と
の
情
報
を
入
手
し
て
お
り
、
彼

ら
は
何
か
新
し
い
ソ
フ
ィ
ス
ト
で
あ
り
、
教
師
た
る
べ
き
人
間
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
念
を
抱
い
て
い
た
（
『
エ
ウ
テ
ユ
デ
モ

ス
繍
・
。
謡
b
づ
り
6
押
ω
0
認
る
8
国
）
。
し
か
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
対
話
内
容
を
逐
一
聞
く
ま
で
は
、
そ
れ
は
な
お
疑
い
に
留
ま
っ
て
い
た
。
揚
げ

足
取
り
を
好
む
新
手
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
い
う
彼
ら
の
正
体
を
知
っ
て
始
め
て
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
入
間
で
あ
る
か
（
彼
ら
は
教
師
と
す
べ

き
人
間
で
は
な
い
）
と
い
う
ク
リ
ト
ン
の
真
な
る
思
い
な
し
は
知
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
「
人
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
に
、
「
外
見
を
知
る
し
と
「
正
体
・
魂
を
知
る
」
の
二
つ
の
区
別
を
設
け
、
n
事
例
M
］
と
［
原
則
K
］

が
二
通
り
の
解
釈
を
受
け
入
れ
る
と
想
定
し
た
場
合
に
、
パ
ラ
ド
ク
ス
は
ど
の
よ
う
に
解
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ニ
　
パ
ラ
ド
ク
ス
の
論
理
と
、
パ
ラ
ド
ク
ス
に
対
す
る
答
え
（
そ
の
一
）
…
探
求
能
力

　
メ
ノ
ン
の
理
解
に
よ
れ
ぽ
、
［
原
則
K
］
の
意
味
は
、
同
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
同
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
も
知
ら
れ
て
い

な
い
対
象
に
つ
い
て
は
、
探
求
は
不
蔚
能
で
あ
る
し
、
ま
た
た
と
え
そ
の
対
象
に
行
き
当
た
っ
た
と
し
て
も
、
最
初
に
岡
定
さ
れ
て
い
な
か



つ
た
以
上
、
行
き
当
た
っ
た
こ
と
に
も
気
づ
か
な
い
。
そ
れ
故
、
パ
ラ
ド
ク
ス
は
正
し
い
議
論
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、

パ
ラ
ド
ク
ス
は
「
論
争
家
こ
の
み
の
議
論
」
と
呼
ば
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
実
際
に
は
正
当
な
議
論
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
そ
れ
に
従
っ
て

は
な
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
（
。
。
O
團
”
。
。
H
U
㎝
よ
）
、
そ
の
理
由
は
、
パ
ラ
ド
ク
ス
そ
れ
自
体
の
不
当
性
に
は
な
く
、
む
し
ろ
、

パ
ラ
ド
ク
ス
は
正
当
で
あ
る
が
、
想
起
に
よ
る
探
求
と
発
見
の
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
な
い
場
合
に
は
探
求
不
可
能
と
い
う
結
果
に
陥
ら
ざ

る
を
え
な
い
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
パ
ラ
ド
ク
ス
を
提
出
し
た
の
は
、
想
起
説
を
導
入
し
な
け
れ
ぽ
探
求
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

不
可
能
に
な
る
と
い
う
仕
方
で
、
想
起
説
の
必
要
性
を
論
じ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
パ
ラ
ド
ク
ス
と
想
起
説
を
相
互
補
美
的
に
捉
え
て
は
い
な
い
（
o
。
H
U
l
国
）
。
む
し
ろ
両
者
を
対
比
し
、
パ
ラ
ド

ク
ス
に
よ
っ
て
説
得
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
自
分
は
想
起
説
の
方
を
「
真
で
あ
る
と
信
じ
る
」
（
曽
－
・
。
）
と
主
張
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ソ
ク

ラ
テ
ス
が
パ
ラ
ド
ク
ス
を
斥
け
る
の
は
、
パ
ラ
ド
ク
ス
が
偽
で
あ
る
、
あ
る
い
は
不
当
な
議
論
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す

る
。
で
は
、
パ
ラ
ド
ク
ス
が
不
当
な
議
論
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
ど
こ
に
そ
の
不
当
性
が
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
［
原
則
K
］
に
関
す
る
メ
ノ
ソ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
パ
ラ
ド
ク
ス
の
議
論
は
、
同
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
対
象
に
つ
い
て
は
探
求
を
行

う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
仮
に
探
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
探
求
対
象
に
行
き
当
た
っ
た
と
し
て
も
、
最
初
に
同
定
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
か
ら
行
き
当
た
っ
た
こ
と
に
も
気
づ
か
な
い
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
同
定
」
と
言
っ
て
も
様
々
の
同
定
が
あ
り
、

我
々
が
先
に
見
た
よ
う
に
、
そ
の
条
件
と
し
て
（
b
）
（
x
）
（
y
）
（
c
）
（
d
）
等
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
確
か
に
そ
れ
ら
の

い
ず
れ
も
成
り
立
た
な
い
と
す
れ
ぽ
、
す
な
わ
ち
名
前
も
知
ら
な
け
れ
ば
、
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
な
ら
、
探
求
は
無
論
不
可
能

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
（
b
）
（
x
）
（
y
）
の
い
ず
れ
か
一
つ
で
も
成
り
立
つ
な
ら
、
た
と
え
他
の
条
件
が
成
立
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味
で

同
定
そ
れ
自
体
は
不
完
全
で
あ
っ
て
も
、
探
求
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
彫
る
人
か
ら
「
誰
か
が
美
し
い
か
ど
う
か
見
出

せ
」
と
命
じ
ら
れ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
あ
れ
ぽ
我
々
は
名
前
も
知
ら
な
け
れ
ば
、
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
も
の
を
探
す
よ
う
に
言

わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
探
求
を
開
始
で
き
な
い
の
は
自
明
の
理
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
当
然
我
々
は
「
誰
か
と
は
誰
の
こ
と
で

メ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
、
想
起
、
仮
設
法
、
根
拠
の
推
理
と
ラ
リ
サ
へ
の
道

六
七
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す
か
」
と
尋
ね
、
「
メ
ノ
ソ
」
と
か
「
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ボ
ス
の
友
入
に
し
て
、
彼
の
恋
人
で
あ
る
テ
ッ
タ
リ
ア
入
」
と
い
う
答
え
を
得
る
で

あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
だ
け
で
は
、
ま
だ
探
求
対
象
の
同
定
に
不
十
分
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
前
者
の
場
合
に
は
、
さ
ら
に

「
メ
ノ
ン
と
い
う
名
の
人
は
だ
く
さ
ん
い
ま
す
が
、
ど
の
メ
ノ
ソ
な
の
で
し
ょ
う
か
」
と
尋
ね
る
で
あ
ろ
う
。
探
求
は
こ
の
よ
う
に
し
て
行

わ
れ
て
い
く
。
も
し
も
メ
ノ
ン
が
、
探
求
対
象
と
な
る
人
の
名
前
し
か
知
ら
ず
、
見
た
こ
と
が
な
い
場
合
は
、
そ
の
人
が
美
し
い
か
ど
う
か

を
知
り
え
な
い
と
考
え
て
い
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
人
間
の
探
求
能
力
に
対
す
る
過
小
評
価
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
『
メ
ノ
ン
軸

♂
望
ふ
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
「
君
が
問
答
し
て
い
る
の
を
聞
け
ば
、
メ
ノ
ン
、
た
と
え
目
隠
し
し
て
い
て
も
人
は
、
罵
が
美
し
く
、

君
を
恋
す
る
者
た
ち
が
ま
だ
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
（
喫
て
O
卜
蛇
）
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
雷
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、
見
な
く
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
V

も
美
し
い
か
ど
う
か
は
知
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
。
ま
た
奴
隷
の
少
年
が
探
求
を
始
め
る
時
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
求
め
て
い
る
の
は

ギ
リ
シ
ア
語
が
分
か
る
こ
と
、
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
（
。
。
b
。
じ
ご
心
）
。
ギ
リ
シ
ア
語
が
分
か
る
な
ら
、
探
求
さ
れ
る
べ
き
問
題
を
「
元
の
正
方
形

の
二
倍
の
正
方
形
を
構
成
す
る
聖
心
と
い
う
仕
方
で
岡
定
で
き
、
探
求
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
探
求
対
象
を
同
定
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
探
求
が
支
障
な
く
進
ん
で
い
く
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
同
定
で
き
た
と
し
て

も
、
そ
れ
に
続
い
て
探
求
を
進
め
る
た
め
の
手
掛
か
り
が
な
け
れ
ぽ
、
探
求
は
た
だ
や
み
く
も
に
行
わ
れ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
ヒ
ン

ト
を
求
め
て
誰
か
に
尋
ね
よ
う
と
し
て
も
、
答
え
て
く
れ
る
相
手
が
當
に
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
奴
隷
の
少
年
を
用
い
た
想
起
の
実
験
に
お

い
て
は
、
彼
の
探
求
を
導
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
傍
ら
に
い
て
正
解
を
知
っ
て
い
た
か
ら
、
少
年
は
ギ
リ
シ
ア
語
が
分
か
る
だ
け
で
よ
か
っ
た
。

し
か
し
、
メ
ノ
ン
が
パ
ラ
ド
ク
ス
を
提
出
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
徳
の
定
義
探
求
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
探
求
に
お
い
て
は
、
ギ
リ
シ

ア
語
の
使
用
に
よ
っ
て
探
求
対
象
は
同
定
で
き
て
い
る
が
、
探
求
を
進
め
る
手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
人
は
傍
ら
に
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
。
。
①
切
？
Ω
に
お
い
て
、
パ
ラ
ヂ
ク
ス
の
結
論
を
、
「
知
ら
な
い
も
の
は
発
見
す
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ぽ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
V

探
求
す
べ
き
で
も
な
い
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。
「
探
求
す
べ
き
で
な
い
」
と
「
探
求
で
き
な
い
」
は
意
味
が
異
な
る
。
前
者
は
、
「
探
求
は
、

無
駄
な
努
力
や
そ
の
他
の
損
失
を
も
た
ら
す
か
ら
行
う
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
こ
の
言
い
換
え



を
含
む
。
。
①
し
d
？
Ω
に
お
い
て
、
パ
ラ
ド
ク
ス
を
斥
け
る
理
由
と
し
て
、
「
知
ら
な
い
も
の
を
探
求
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
方
が
、
我
々
は

よ
り
善
き
者
、
よ
り
勇
気
あ
る
者
と
な
り
、
怠
け
心
の
よ
り
少
な
い
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
言
う
。
「
怠
け
心
」
と
「
勇
気
」
は
、
メ
ノ

ン
が
パ
ラ
ド
ク
ス
を
通
し
て
「
探
求
す
べ
き
で
な
い
」
と
結
論
づ
け
る
真
の
理
由
が
、
「
探
求
の
手
掛
か
り
が
見
つ
か
ら
な
い
と
す
れ
ば
、

探
求
を
行
っ
て
も
無
駄
で
あ
る
」
、
あ
る
い
は
「
失
敗
し
て
ぶ
ざ
ま
な
様
子
を
人
前
に
曝
し
た
く
な
い
」
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
す

る
。
彼
は
徳
の
探
求
に
お
い
て
、
自
信
を
も
っ
て
提
出
し
た
答
え
が
す
べ
て
覆
さ
れ
、
こ
れ
以
上
ぶ
ざ
ま
な
様
子
を
人
前
に
曝
す
べ
き
で
は

な
い
し
、
ま
た
、
探
求
の
手
掛
か
り
が
見
つ
か
ら
な
い
こ
う
し
た
状
況
で
は
、
探
求
し
て
も
無
駄
で
あ
る
と
考
え
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
「
探
求
す
べ
き
で
な
い
」
と
言
え
ば
、
探
求
す
る
こ
と
は
原
則
的
に
は
可
能
で
あ
る
が
、
実
は
怠
惰
や
臆
病
の
た
め
に
や
ら
な
い
だ
け

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
悟
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
探
求
開
始
の
原
則
的
不
可
能
を
主
張
す
る
言
葉
と
も
解
し
う
る
「
ど
ん
な
方

法
で
探
求
す
る
お
つ
も
り
で
す
か
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
、
「
論
争
家
こ
の
み
の
議
論
偏
を
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
ソ

ク
ラ
テ
ス
は
、
パ
ラ
ド
ク
ス
提
出
の
真
の
理
由
を
見
抜
き
、
c
。
①
じ
d
？
9
で
「
探
求
す
べ
き
で
な
い
」
と
い
う
言
い
方
を
し
た
と
思
わ
れ
る
。

メ
ノ
ン
自
身
も
、
探
求
を
開
始
す
る
こ
と
な
ら
可
能
で
あ
る
と
薄
々
感
づ
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
彼
は
［
M
3
U
に
お
い
て
、
前
文
は
希
求

法
（
伽
爬
べ
§
O
ト
リ
）
、
後
文
は
未
来
形
の
条
件
文
を
用
い
、
探
求
対
象
に
行
き
当
た
る
こ
と
が
可
能
か
不
可
能
か
、
コ
、
・
・
ッ
ト
し
な
い
態
度
を

と
っ
て
い
る
。
も
し
も
彼
が
、
探
求
の
開
始
が
不
可
能
で
あ
る
と
本
当
に
考
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
行
き
当
た
る
こ
と
は
当
然
不
可
能
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

る
と
し
て
、
非
現
実
の
仮
定
法
構
文
を
採
用
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
パ
ラ
ド
ク
ス
は
、
「
探
求
を
開
始
で
き
な
い
」
「
探
求
を
続
行
す
べ
き
で
は
な
い
」
「
発
見
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
い
う
主
張
を
す
べ

て
内
包
し
て
い
る
。
「
探
求
を
開
始
す
る
」
こ
と
と
、
開
始
し
た
上
で
「
探
求
を
続
け
る
」
こ
と
は
異
な
り
、
ま
た
同
様
に
「
探
求
を
続
行

す
る
」
こ
と
と
、
続
け
た
上
で
「
発
見
す
る
」
こ
と
は
異
な
る
。
パ
ラ
ド
ク
ス
が
含
む
三
つ
の
論
理
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。
（
i
）

［
探
求
開
始
不
可
能
の
論
理
］
探
求
対
象
を
岡
定
で
き
な
い
か
ら
、
探
求
を
開
始
で
き
な
い
。
（
・
1
1
）
［
探
求
続
行
不
可
能
の
論
理
］
探
求
を

続
行
す
る
手
掛
か
り
は
な
い
か
ら
、
探
求
は
続
け
ら
れ
な
い
。
（
…
m
）
［
発
見
不
可
能
の
論
理
］
発
見
し
た
と
確
認
す
る
手
掛
か
り
は
な
い
か

メ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
、
想
起
、
仮
設
法
、
根
拠
の
推
理
と
ラ
リ
サ
へ
の
道

六
九
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ら
、
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
メ
ノ
ソ
は
、
［
M
2
］
に
お
い
て
、
「
あ
な
た
が
知
ら
な
い
も
の
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
を
前
に
立
て
た
上
で

（
き
馬
ミ
…
暮
。
漂
鳶
δ
ハ
）
探
求
な
さ
ろ
う
と
い
う
の
で
す
か
」
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
尋
ね
て
い
る
が
、
「
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
前
に
立

て
る
の
か
」
と
い
う
問
い
は
、
「
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
同
定
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
と
し
て
も
、
「
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
手
掛
か

り
に
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
と
し
て
も
理
解
で
き
る
。
ま
た
そ
れ
に
応
じ
て
、
続
く
笥
探
求
な
さ
ろ
う
と
い
う
の
で
す
か

（
§
息
q
象
ハ
）
」
と
い
う
言
葉
も
、
「
探
求
を
開
始
す
る
の
か
」
と
い
う
意
味
で
も
、
「
探
求
を
続
行
す
る
の
か
」
と
い
う
意
味
で
も
理
解
で

（
1
6
）

き
る
。
そ
し
て
引
き
続
き
［
M
3
］
で
、
探
求
対
象
に
行
き
当
た
っ
て
も
、
ど
の
よ
う
に
し
て
あ
な
た
は
そ
の
こ
と
を
知
る
の
で
し
ょ
う
か
、

と
メ
ノ
ン
が
尋
ね
る
時
に
は
、
彼
は
、
「
探
求
の
手
掛
か
り
が
元
々
な
か
っ
た
か
ら
、
探
求
を
継
続
し
た
末
に
探
求
対
象
に
出
く
わ
し
た
と

し
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
発
見
に
は
至
り
え
な
い
）
」
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
、
パ
ラ
ド
ク
ス
が
主
と
し
て
関
わ
る
の
は
高
度
の
探
求
で
あ
る
と
す
る
ω
8
雰
（
お
り
α
）
の
解
釈
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
彼
は
、
メ
ノ
ン
が
、
困
難
な
徳
の
探
求
に
行
き
詰
っ
た
中
で
パ
ラ
ド
ク
ス
を
提
示
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
、
パ
ラ
ド
ク
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
V

の
標
的
を
高
度
の
探
求
に
絞
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
徳
の
探
求
の
行
き
要
り
を
受
け
て
パ
ラ
ド
ク
ス
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、

そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
の
是
非
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
探
求
は
、
探
求
の
開
始
も
、
名
前
を
手
掛
か
り
に
し
た
探
求
の
続
行
も
、
高
度
の
探
求

も
、
ま
た
そ
の
成
功
（
発
見
〉
も
す
べ
て
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
［
探
求
開
始
不
可
能
の
論
理
］
は
、
探
求
に
嫌
気
が
さ
し
た
メ

ノ
ン
の
過
剃
反
応
で
あ
り
、
我
々
が
見
た
よ
う
に
、
想
起
説
よ
り
も
む
し
ろ
、
探
求
能
力
の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
で
答
え
ら
れ
う
る
も
の

で
あ
る
。
で
は
、
残
る
二
つ
の
論
理
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
想
起
説
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
考
察
す
る
た
め
に
、
［
事
例
M
］
と
門
原
則
K
〕
が
許
容
す
る
も
う
｝
つ
の
理
解
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
パ
ラ
ド
ク
ス
理
解
に
つ

い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
、
に
し
よ
う
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
理
解
に
よ
れ
ぽ
、
た
と
え
メ
ノ
ン
に
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
メ
ノ
ン
の
魂
の
状
態
を
知
る
ま
で
は
、
我
々
は
メ



ノ
ソ
を
知
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
メ
ノ
ソ
が
本
当
に
そ
の
魂
に
お
い
て
美
し
い
か
ど
う
か
を
知
り
え
な
い
。
こ
の
場
合
に
知
ろ
う
と
し
て

い
る
の
は
、
感
覚
に
よ
っ
て
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
理
性
的
考
察
に
よ
っ
て
の
み
捉
え
う
る
対
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
メ
ノ
ン

を
見
て
い
る
以
上
、
メ
ノ
ン
と
い
う
探
求
対
象
は
同
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
、
探
求
を
開
始
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
探
求
を
継
続

し
、
発
見
に
至
る
手
掛
か
り
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
探
求
の
的
と
な
っ
て
い
る
の
は
メ
ノ
ン
の
魂
で
あ
っ
て
外
見
で
は
な
く
、
魂
の
探
求
の

た
め
に
は
、
外
見
の
美
し
さ
は
む
し
ろ
人
を
欺
き
、
真
理
接
近
の
妨
げ
に
な
り
が
ち
な
の
で
あ
る
（
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
麗
。
。
よ
隠
、
『
カ
ル
ミ
デ

ス
』
一
零
甲
O
）
。
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
手
掛
か
り
に
な
る
の
は
、
先
に
見
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
葉
で
あ
る
。

　
　
君
が
話
し
あ
っ
て
い
る
の
を
聞
け
ば
、
メ
ノ
ン
、
た
と
え
目
隠
し
し
て
い
て
も
、
入
は
、
君
が
美
し
く
、
君
を
恋
す
る
者
た
ち
が
ま
だ

　
　
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
（
♂
b
u
や
切
）
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
さ
ら
に
続
け
て
言
う
。

　
　
と
い
う
の
も
、
君
は
議
論
の
中
で
命
令
ぽ
か
り
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
の
は
、
美
し
い
間
は
独
裁
者
の
よ
う
に
ふ
る
ま
え
る
た
め
に
甘

　
　
や
か
さ
れ
た
、
わ
が
ま
ま
な
人
た
ち
な
の
だ
（
♂
し
d
O
。
I
O
H
）
。

魂
の
あ
り
方
を
捉
え
る
た
め
に
は
感
覚
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
感
覚
を
用
い
な
く
て
も
精
神
（
魂
）
の
眼
に
よ
っ
て
相
手

の
言
っ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
考
え
て
み
る
な
ら
、
魂
に
お
け
る
そ
の
人
の
美
醜
を
知
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
［
探
求

続
行
不
可
能
の
論
理
］
も
、
［
発
見
不
可
能
の
論
理
］
も
間
違
っ
て
い
る
。
で
は
具
体
的
に
は
、
ど
こ
が
間
違
っ
て
い
る
の
か
。
［
探
求
続
行

不
可
能
の
論
理
］
か
ら
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

三
　
パ
ラ
ド
ク
ス
に
対
す
る
答
え
（
そ
の
2
）
一
仮
設
法
と
想
起

　
手
掛
か
り
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
受
動
的
・
感
覚
的
に
手
掛
か
り
が
与
え
ら
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、
そ
れ
は
い
つ
ま
で
も

得
ら
れ
ず
、
一
旦
始
め
た
探
求
を
続
け
て
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
感
覚
に
頼
ら
ず
、
魂
そ
れ
自
身
に
よ
る
考
察
を
進
め
る
な
ら
、

　
　
　
　
メ
ノ
ソ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
、
想
起
、
仮
設
法
、
根
拠
の
推
理
と
ラ
リ
サ
へ
の
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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探
求
の
続
行
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
手
掛
か
り
を
提
供
し
て
く
れ
る
知
者
が
傍
ら
に
い
な
く
て
も
、
自
ら
の
自
発
的
考
察
に
よ
っ
て
適
切
な
手

掛
か
り
を
前
に
立
て
る
（
§
o
譲
鳶
き
つ
。
。
O
U
刈
）
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
知
を
愛
し
求
め
つ
づ
け
る
エ
ロ
ー
ス
は
、
い
つ
で
も
何
ら
か
の
策

略
を
案
出
す
る
能
力
を
も
っ
て
い
る
が
（
『
饗
宴
血
・
。
O
ω
U
①
）
、
実
は
プ
ラ
ト
ン
自
身
、
探
求
の
手
掛
か
り
を
得
る
方
法
を
『
メ
ノ
ン
』
の
中

で
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
誰
も
知
ら
な
い
徳
に
つ
い
て
探
求
を
行
う
た
め
に
、
幾
何
学
の
方
法
で
あ
る
仮
設
法
の
利
用
を
提
案
し
て
次
の
よ
う
に

雷
う
。
「
徳
に
つ
い
て
も
、
我
々
は
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
も
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
も
知
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
仮
設
を
立
て
る
こ
と

に
よ
り
、
徳
が
教
え
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
」
（
○
。
『
切
b
。
ム
）
。
「
何
で
あ
る
か
も
、
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
か
も
知
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
爾
何
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
も
知
ら
な
い
輪
（
［
原
則
K
］
）
。
そ
れ

故
、
『
探
求
す
る
こ
と
も
発
見
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
と
い
う
、
パ
ラ
ド
ク
ス
の
論
理
の
理
由
部
分
（
［
庇
番
K
］
）
に
相
当
す
る
。
ソ
ク

ラ
テ
ス
は
こ
れ
に
対
し
て
、
「
何
で
あ
る
か
も
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
も
知
ら
な
い
も
の
」
に
つ
い
て
も
、
探
求
の
手
掛
か
り
は
仮

設
法
に
よ
っ
て
設
定
で
き
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
簡
単
に
、
徳
の
探
求
に
お
い
て
仮
設
法
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
見
て
み
よ
う
。
（
X
）
「
徳
は
教
え
ら
れ
う
る
」
と

い
う
結
論
を
導
く
た
め
に
、
（
a
l
）
「
人
間
が
教
え
ら
れ
る
も
の
と
い
え
ぽ
、
そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
知
識
で
あ
る
扁
（
c
。
刈
O
卜
。
ゐ
）
が
明
ら
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

こ
と
と
し
て
認
め
ら
れ
、
ま
た
仮
設
と
し
て
（
h
1
）
「
徳
は
知
識
で
あ
る
」
が
立
て
ら
れ
る
（
c
。
磁
○
切
よ
）
。
続
け
て
（
h
1
）
「
徳
は
知
識

で
あ
る
」
を
導
く
た
め
に
、
仮
設
と
し
て
（
h
2
）
「
徳
は
善
き
も
の
で
あ
る
」
が
立
て
ら
れ
（
。
。
『
O
甲
ω
）
、
さ
ら
に
（
a
2
）
「
善
き
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

は
有
益
で
あ
る
」
（
o
。
刈
尊
等
さ
。
）
、
（
a
3
）
「
有
益
な
も
の
は
唯
一
知
識
の
み
で
あ
る
」
（
。
。
。
。
こ
づ
δ
）
も
前
提
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
（
h
2
）

「
徳
は
善
き
も
の
で
あ
る
」
、
そ
れ
故
（
a
2
）
に
よ
り
「
徳
は
有
益
で
あ
る
」
、
そ
れ
故
（
a
3
）
に
よ
り
（
h
I
）
「
徳
は
知
識
で
あ
る
」
、

そ
れ
故
（
a
l
）
に
よ
り
（
X
）
「
徳
は
教
え
ら
れ
う
る
」
と
推
論
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
㎝
方
に
は
最
も
究
極
的
な
根
拠
と
な
る
仮
設

（
h
2
）
「
徳
は
善
き
も
の
で
あ
る
」
が
あ
り
、
他
方
に
は
証
明
さ
れ
る
べ
き
命
題
（
X
）
「
徳
は
教
え
ら
れ
う
る
」
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
間



で
（
h
1
）
（
a
1
）
（
a
2
）
（
a
3
）
等
の
他
の
諸
命
題
を
媒
介
に
し
て
、
（
X
）
が
（
h
2
）
か
ら
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

（
X
）
を
導
き
出
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
諸
命
題
の
内
、
テ
ク
ス
ト
上
「
仮
設
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
（
h
1
）
「
徳
は
知
識
で
あ

る
」
（
o
。
り
O
ω
）
と
、
（
h
2
）
「
徳
は
善
き
も
の
で
あ
る
」
（
。
。
8
甲
。
。
）
の
二
命
題
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
（
a
l
）
（
a
2
）
（
a
3
）
も
ま

た
、
（
X
）
を
導
出
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
以
下
の
議
論
で
は
、
（
h
1
）
（
h
2
）
と
（
a
1
）
（
a
2
）

（
a
3
）
を
ま
と
め
て
「
前
提
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

　
こ
の
ま
と
め
が
示
す
よ
う
に
、
仮
設
法
に
よ
る
探
求
は
次
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
。
徳
は
教
え
ら
れ
う
る
か
ど
う
か
を
考
察
す
る
た
め

の
手
掛
か
り
と
し
て
、
こ
の
判
断
の
根
拠
と
し
て
、
い
か
な
る
命
題
を
立
て
う
る
か
を
考
え
る
。
考
案
し
た
命
題
を
前
提
と
し
て
前
に
立
て

（
9
碧
。
魅
魯
建
。
つ
。
。
O
u
刈
）
、
そ
こ
か
ら
「
徳
は
教
・
兄
ら
れ
う
る
」
を
導
く
。
ま
た
立
て
ら
れ
た
前
提
の
正
当
性
に
つ
い
て
も
、
同
じ
手
続

き
を
用
い
て
考
察
を
進
め
、
つ
い
に
は
確
実
で
そ
れ
以
上
遡
る
必
要
の
な
い
命
題
に
ま
で
辿
り
着
く
。
問
題
の
探
求
に
お
い
て
は
、
こ
の
最

後
の
命
題
は
（
h
2
）
「
徳
は
善
き
も
の
で
あ
る
」
（
。
。
刈
U
㌣
ω
）
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
「
こ
の
仮
設
は
留
ま
る
」

（
U
。
。
）
と
述
べ
る
。
そ
の
意
昧
は
、
こ
の
前
提
が
確
実
な
も
の
と
し
て
留
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
仮
設
法
を
用
い
て
考
察
す
る
過
程
が
、
『
メ
ノ
ソ
』
で
後
に
登
場
す
る
「
根
拠
の
推
理
に
よ
る
真
な
る
思
い
な
し
の
縛
り
つ
け
」

（Φ

p。

t
）
を
思
い
出
さ
せ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
偶
然
の
こ
と
で
は
な
い
。
真
な
る
思
い
な
し
が
、
根
拠
の
推
理
に
よ
っ
て
縛
り
つ
け
ら
れ

る
こ
と
で
知
識
と
な
り
、
留
ま
る
も
の
（
り
湯
メ
リ
。
。
》
￥
・
。
矯
り
。
。
》
①
〉
と
な
る
の
も
、
「
留
ま
る
」
（
。
。
刈
U
ω
）
と
こ
ろ
の
前
提
に
縛
り
つ
け
ら
れ

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
目
隠
し
を
し
て
い
て
も
、
メ
ノ
ン
が
外
見
は
美
し
い
こ
と
、
そ
し
て
内
面
は
わ
が
ま
ま
な
（
美
し
く

な
い
）
人
間
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
も
、
魂
の
美
醜
を
判
定
す
る
根
拠
を
推
理
し
て
、
「
メ
ノ
ン
は
人
に
命
令
ぽ

か
り
し
て
い
る
」
、
「
命
令
ぽ
か
り
す
る
の
は
、
わ
が
ま
ま
な
人
た
ち
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
に
結
び
つ
け
る
形
で
、
そ
こ
か
ら
「
外
面
は
美

し
い
」
、
し
か
し
「
内
面
は
美
し
く
な
い
」
と
い
う
結
論
を
導
き
え
た
か
ら
で
あ
る
（
♂
u
d
）
。
そ
し
て
こ
の
「
根
拠
の
推
理
に
よ
る
真
な
る

思
い
な
し
の
縛
り
つ
け
」
の
別
名
が
、
「
想
起
」
な
の
で
あ
る
（
Φ
o
。
〉
ω
ム
）
。

メ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
、
想
起
、
仮
設
法
、
根
拠
の
推
理
と
ラ
リ
サ
へ
の
道

七
三
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か
く
し
て
、
パ
ラ
ド
ク
ス
が
含
む
［
探
求
続
行
不
可
能
の
論
理
］
は
、
手
掛
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
る
点
で
間
違
っ
て
い

る
。
プ
ラ
ト
ン
の
考
え
で
は
、
そ
の
是
非
が
問
わ
れ
て
い
る
命
題
に
つ
い
て
そ
の
根
拠
を
推
理
し
、
考
案
し
た
根
拠
に
よ
っ
て
縛
り
つ
け
よ

う
と
試
み
る
中
で
一
す
な
わ
ち
、
想
起
し
よ
う
と
試
み
る
中
で
一
、
仮
設
法
の
手
続
き
に
よ
り
、
可
能
的
根
拠
を
案
出
す
る
と
い
う
仕

方
で
手
掛
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
［
探
求
開
始
不
可
能
の
論
理
］
に
対
し
て
は
、
探
求
能
力
の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
で

答
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
［
探
求
続
行
不
可
能
の
論
理
］
に
対
し
て
も
、
探
求
能
力
の
存
在
の
主
張
が
答
え
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
探
求

能
力
は
、
根
拠
の
推
理
、
ま
た
そ
れ
に
よ
る
想
起
、
と
い
う
仕
方
で
、
よ
り
特
定
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
で
は
、
メ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が
含
む
最
後
の
論
理
［
発
見
不
可
能
の
論
理
］
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
仮
設
と
し
て
立
て
た
も

の
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
探
求
を
続
行
し
て
い
く
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
我
々
は
発
見
に
至
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、

手
掛
か
り
と
し
て
考
案
さ
れ
た
も
の
が
間
違
っ
て
い
る
可
能
性
は
常
に
付
き
ま
と
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
い
例
が
、
先
の
探
求
に
お
い
て

手
掛
か
り
と
さ
れ
た
（
a
3
）
門
有
益
な
も
の
は
唯
一
知
識
の
み
で
あ
る
」
（
。
。
。
。
じ
ご
6
）
で
あ
る
。
之
の
手
掛
か
り
は
間
違
っ
て
い
る
の
か
、

正
し
い
の
か
。
『
メ
ノ
ン
隔
に
お
い
て
は
、
仮
設
法
に
よ
る
探
求
の
す
ぐ
後
で
（
。
。
O
U
ら
8
）
、
徳
の
教
師
の
不
在
と
関
係
し
て
（
a
3
）
が

検
討
の
対
象
に
な
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
（
a
4
）
「
真
な
る
思
い
な
し
も
知
識
に
劣
ら
ず
有
益
で
あ
る
」
（
0
8
高
占
）
に
修
正
さ
れ
る
。
し

か
し
本
当
は
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
メ
ノ
ソ
が
「
知
識
を
も
っ
て
い
る
者
は
常
に
成
功
す
る
が
、
歪
な
る
思
い
な
し
を
も
つ
者

は
成
功
す
る
時
と
そ
う
で
な
い
時
が
あ
る
」
（
竃
O
？
o
。
）
と
言
う
時
に
は
、
我
々
は
（
a
3
）
に
傾
く
。
し
か
し
次
の
瞬
間
に
ソ
ク
ラ
テ
ス

が
、
「
常
に
真
な
る
思
い
な
し
を
も
っ
て
い
る
者
は
、
そ
の
思
う
と
こ
ろ
が
真
で
あ
る
限
り
は
、
常
に
う
ま
く
い
く
の
で
は
な
い
か
」
（
○
？

一
〇
）
と
耀
う
時
に
は
、
（
a
4
）
に
傾
く
。
我
々
の
状
態
は
思
い
な
し
の
状
態
に
す
ぎ
ず
、
覧
る
思
い
な
し
が
真
で
あ
る
と
い
う
確
信
が
至

る
時
点
で
い
か
に
強
く
と
も
、
そ
の
主
観
的
な
確
信
は
、
思
い
な
し
が
実
際
に
真
で
あ
る
こ
と
の
保
証
に
は
な
ら
な
い
。
我
々
が
い
く
ら
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

見
し
た
と
思
っ
て
も
一
た
と
え
想
起
に
よ
っ
て
発
見
し
た
と
思
っ
て
も
一
、
実
は
発
記
し
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
よ
う
。
（
a
3
）
「
有
益
な
も
の
は
唯
一
知
識
の
み
で
あ
る
」
が
正
し
い
か
、
（
a
4
）
「
真
な
る
思
い
な
し



も
知
識
に
劣
ら
ず
有
益
で
あ
る
偏
が
正
し
い
か
、
我
々
は
ま
だ
知
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
仮
に
（
a
3
）
の
方
が
正
し
い
と
想
定
し
て
み
よ

う
。
『
メ
ノ
ン
』
。
。
Φ
O
の
段
階
で
は
、
（
a
3
）
を
認
め
、
そ
れ
を
用
い
て
我
々
は
、
徳
は
教
え
ら
れ
う
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
（
a
4
）
が
真
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
行
き
詰
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
、
我
々
は
、
目
標
と
さ
れ
る
知
識
か
ら
遠
ざ
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
a
3
）
に
疑
い
を
抱
く
こ
と
は
「
聖
な
る
思
い
な
し
」
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
意
味
す
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
「
知
識
」
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
（
a
4
）
の
可
能
性
の
認
知
は
、
た
と
え
（
a
4
）
が
偽
で
あ
る

と
し
て
も
、
「
知
識
」
へ
の
道
程
に
お
い
て
は
前
進
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
重
要
視
す
る
の
は
、
重
な
る

思
い
な
し
を
得
る
こ
と
で
は
な
く
、
「
同
じ
事
柄
を
何
度
も
色
々
の
や
り
方
で
尋
ね
る
」
（
Q
。
㎝
○
）
こ
と
に
よ
っ
て
真
な
る
思
い
な
し
を
知
識

に
変
え
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
色
々
の
や
り
方
で
尋
ね
る
」
と
は
、
同
じ
質
問
を
繰
り
返
す
と
い
う
意
味
で
は
あ
る
ま
い
。
奴
隷
の
少

年
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
尋
ね
た
質
問
を
そ
の
ま
ま
繰
り
返
し
て
も
彼
の
幾
何
学
は
進
歩
し
な
い
。
「
色
々
の
や
り
方
で
尋
ね
る
」
の
意
味
は
、

P
と
い
う
確
信
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
色
々
な
仕
方
で
吟
昧
す
る
こ
と
、
ま
た
i
P
と
い
う
確
信
が
厳
し
い
吟
味
を
生
き
延
び
た
場
合
に
は

一
、
P
の
根
拠
を
色
々
な
仕
方
で
尋
ね
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
P
を
吟
味
す
る
一
つ
の
方
法
は
、
P
と
矛
盾
す
る
命
題
Q
の
成

否
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
吟
味
に
お
い
て
、
Q
の
方
が
P
よ
り
も
説
得
的
に
見
え
る
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
Q

に
つ
い
て
も
そ
の
根
拠
を
尋
ね
て
い
く
な
ら
、
Q
が
偽
で
あ
る
場
合
に
は
、
探
求
を
続
け
て
い
る
限
り
は
、
い
っ
か
必
ず
Q
の
間
違
い
に
気

づ
く
で
あ
ろ
う
。

四
　
パ
ラ
ド
ク
ス
に
対
す
る
答
え
（
そ
の
3
）

発
見
の
道
と
し
て
の
う
リ
サ
へ
の
道

　
今
述
べ
た
点
は
ラ
リ
サ
へ
の
道
の
讐
え
（
ミ
諺
6
）
を
用
い
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
事
え
は
直
接
的
に
は
、
真
な
る
思
い
な

し
で
も
知
識
と
同
じ
効
果
を
持
ち
う
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
プ
ラ
ト
ン
は
、
ラ
リ
サ
へ
の
旅
と
想
起
の
過
程
の
両
方

に
、
同
じ
「
歩
む
（
曾
勲
瀞
ミ
）
」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
（
。
。
心
〉
ρ
ミ
＞
H
O
）
、
両
過
程
が
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示

メ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
、
想
起
、
仮
設
法
、
根
拠
の
推
理
と
ラ
リ
サ
へ
の
道

七
五
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六

そ
う
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ラ
リ
サ
へ
の
道
を
知
っ
て
旅
す
る
人
は
、
他
の
人
々
を
正
し
く
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
こ
へ
行

っ
た
こ
と
が
な
い
た
め
に
知
識
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
故
、
真
な
る
思
い
な
し
を
も
っ
て
い
る
だ
け
の
人
も
、
知
っ
て
い
る
人
に
劣
ら
ず

他
の
人
々
を
正
し
く
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
讐
行
っ
た
こ
と
が
な
く
、
知
識
を
も
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
表
現
（
ミ
⇔
ご
b
。
）
は
、
実
際
に
道
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

辿
る
こ
と
が
知
識
獲
得
の
決
め
手
と
な
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
自
分
が
も
っ
て
い
る
情
報
を
基
に
、
例
え
ば
三
叉
路
に
到
達
し
た
時
に
は
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
9
…
）

の
道
が
確
か
ら
し
い
と
判
断
し
な
が
ら
ラ
リ
サ
へ
と
進
ん
で
い
く
人
は
、
知
識
獲
得
に
向
け
て
の
旅
を
行
っ
て
い
る
。
旅
の
途
上
に
あ
る
旅

行
者
は
、
右
に
曲
が
る
べ
き
と
こ
ろ
で
左
の
道
に
逸
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
た
め
に
ラ
リ
サ
か
ら
遠
ざ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
道
を
進

ん
で
い
く
限
り
は
、
た
と
え
ラ
リ
サ
か
ら
離
れ
る
道
を
歩
ん
で
い
て
も
、
い
っ
か
間
違
い
に
気
づ
い
て
引
き
返
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ

れ
故
、
た
と
え
傍
目
に
は
遠
ざ
か
っ
て
い
て
も
、
彼
は
な
お
う
リ
サ
と
い
う
目
的
地
に
向
け
て
進
ん
で
い
る
と
み
な
し
う
る
。
ラ
リ
サ
へ
の

途
上
に
い
な
い
と
認
定
さ
れ
る
の
は
、
唯
　
、
彼
が
欝
的
地
へ
向
け
て
の
歩
み
を
断
念
し
て
旅
を
止
め
る
時
な
の
で
あ
る
。

　
最
終
的
に
ラ
リ
サ
に
劉
着
し
た
人
は
、
ラ
リ
サ
へ
の
道
は
ど
の
道
で
あ
る
か
を
発
見
し
、
そ
の
知
識
を
得
た
こ
と
に
な
る
。
で
は
旅
の
途

中
で
は
何
も
発
見
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
リ
サ
に
向
け
て
旅
す
る
入
が
最
初
に
も
っ
て
い
た
真
な
る
思
い
な
し
と
は
、
例
え
ば
、

［
A
］
「
ア
テ
ナ
イ
を
出
発
し
て
a
の
道
を
と
れ
ぽ
B
に
辿
り
着
く
、
そ
こ
か
ら
か
く
か
く
の
道
を
と
れ
ば
最
終
的
に
ラ
リ
サ
に
辿
り
着
く
し

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
思
い
な
し
［
A
］
を
も
っ
て
旅
す
る
旅
入
が
、
a
の
道
を
と
っ
て
B
に
到
達
し
た
時
に
は
、
［
A
］
が
こ
れ
ま
で

の
と
こ
ろ
は
正
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
発
見
す
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
発
見
は
、
「
ア
テ
ナ
イ
を
出
発
し
て
a
の
道
を
と
っ
た
と
こ
ろ
、

確
か
に
B
に
辿
り
着
い
た
か
ら
、
［
A
騨
は
こ
こ
ま
で
は
正
し
い
扁
と
い
う
内
容
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
門
根
拠
の
推
理
に

よ
る
［
A
隔
の
縛
り
つ
け
偏
と
呼
び
う
る
も
の
で
あ
る
。

　
ラ
リ
サ
へ
の
道
の
讐
え
（
竃
》
－
じ
d
）
と
、
「
根
拠
の
推
理
」
（
O
G
。
》
）
の
関
係
に
つ
い
て
、
し
ぼ
し
ぼ
、
後
者
は
ラ
リ
サ
へ
の
道
の
弄
え
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
V

適
用
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
プ
ラ
ト
ン
が
関
係
づ
け
を
意
図
し
て
い
な
い
心
え
を
、
ミ
諺
－
じ
ご
と
り
。
。
》
と
い
う
近
接

し
た
箇
所
で
提
出
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
寒
風
§
§
偽
ミ
（
知
る
）
と
い
う
語
の
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
用
法
に
つ
い
て
先
に
見
た
よ



う
に
、
直
接
的
体
験
・
観
察
と
、
根
拠
の
説
明
を
伴
う
事
実
の
学
習
と
は
、
排
他
的
に
理
解
さ
れ
る
べ
ぎ
で
は
な
い
。
旅
行
者
は
、
実
際
に

a
の
道
を
と
っ
て
B
に
辿
り
着
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
故
ラ
リ
サ
に
行
く
た
め
に
は
ア
テ
ナ
イ
か
ら
a
の
道
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
他
の

道
を
と
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
を
、
「
a
の
道
は
、
ラ
リ
サ
へ
の
中
継
地
で
あ
る
B
に
通
じ
て
い
る
か
ら
」
と
い
う
仕
方
で
、

体
験
を
通
し
て
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
徳
は
教
え
ら
れ
う
る
」
と
い
う
命
題
に
対
す
る
根
拠
の
推
理
と
、
ラ
リ
サ
へ
の
旅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

と
は
、
次
の
よ
う
な
仕
方
で
確
か
に
関
係
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
V
）
　
探
求
者
は
、
「
徳
は
教
え
ら
れ
う
る
」
の
根
拠
を
求
め
、
「
徳
は
知
識
で
あ
る
」
と
い
う
根
拠
を
発
見
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
根
拠
の

根
拠
を
求
め
、
「
徳
は
有
益
で
あ
る
」
を
発
見
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
根
拠
の
根
拠
を
求
め
、
「
徳
は
善
き
も
の
で
あ
る
」
を
発
見
す
る
。
か
く

し
て
、
な
ぜ
徳
が
教
え
ら
れ
う
る
の
か
、
そ
の
根
拠
の
最
終
的
説
明
は
、
「
徳
は
善
き
も
の
で
あ
り
、
善
き
も
の
は
有
益
で
あ
る
か
ら
徳
は

有
益
な
も
の
で
あ
り
、
有
益
な
も
の
は
知
識
で
あ
る
か
ら
徳
は
知
識
で
あ
り
、
知
識
は
教
え
ら
れ
う
る
か
ら
徳
は
教
え
ら
れ
う
る
も
の
で
あ

る
」
と
な
る
。

　
（
L
）
　
旅
人
は
、
旅
の
最
初
は
、
ア
テ
ナ
イ
を
出
発
し
て
a
の
道
を
と
っ
た
の
が
本
当
に
正
し
か
っ
た
か
ど
う
か
、
確
信
を
も
て
な
い
で

い
る
。
し
か
し
、
a
の
道
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
B
に
到
達
し
た
こ
と
に
よ
り
、
a
の
道
を
と
っ
た
の
は
正
解
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、

よ
り
強
く
確
信
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
、
ラ
リ
サ
に
行
く
た
め
に
は
B
に
行
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
教
え
ら
れ
て
い
た
が
、

a
の
道
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
か
に
B
に
到
達
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
今
や
、
「
何
故
ア
テ
ナ
イ
か
ら
a
の
道
を
と
る
べ
き

な
の
か
」
と
尋
ね
ら
れ
れ
ぽ
、
「
ラ
リ
サ
に
行
く
た
め
に
は
B
に
到
達
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
が
、
a
は
確
か
に
B
に
通
じ
て
い
る
か
ら
」

と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
「
何
故
ラ
リ
サ
に
行
く
た
め
に
は
B
に
到
達
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
か
。
B
へ
の
到
達
は
、
本

当
に
ラ
リ
サ
へ
の
接
近
を
意
味
す
る
の
か
篇
と
尋
ね
ら
れ
る
な
ら
、
彼
は
そ
の
答
え
を
求
め
て
さ
ら
に
旅
を
続
け
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
彼

は
、
B
の
次
に
は
C
に
行
く
よ
う
に
と
教
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
B
か
ら
方
々
に
通
じ
て
い
る
幾
つ
か
の
道
の
内
、
他
の
道
で
は
な
く
C

に
通
じ
る
道
b
を
、
も
っ
て
い
る
限
り
の
情
報
を
総
合
し
て
正
し
く
選
び
取
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
彼
が
C
に
ま
で
辿
り
着
い
た
ら
、
「
何
故

メ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
、
想
起
、
仮
設
法
、
根
拠
の
推
理
と
ラ
リ
サ
へ
の
道

七
七
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ラ
リ
サ
に
行
く
た
め
に
は
B
に
到
達
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
も
、
「
ラ
リ
サ
に
行
く
た
め
に
は
C
に
到
達
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
B
を
出
発
し
て
道
b
を
と
る
な
ら
確
か
に
C
に
到
達
で
き
る
か
ら
」
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
旅
人
は
い
っ
か
最
終
的
に
ラ
リ
サ
に
到
達
す
る
。
そ
し
て
そ
の
暁
に
は
、
「
ラ
リ
サ
に
行
く
た
め
に
、
何
故
ア
テ
ナ
イ
を
出
発
し
て
a
の

道
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
尋
ね
ら
れ
た
時
、
確
信
を
も
っ
て
「
ラ
リ
サ
に
到
達
す
る
た
め
に
は
D
か
ら
d
の
道
を
と
る
必
要
が
あ

る
が
、
D
に
到
達
す
る
た
め
に
は
C
か
ら
。
の
道
を
と
ら
ね
ぽ
な
ら
ず
、
C
に
到
達
す
る
た
め
に
は
B
か
ら
b
の
道
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ず
、

そ
し
て
B
に
到
達
す
る
た
め
に
は
ア
テ
ナ
イ
か
ら
a
の
道
を
と
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
あ
る
い
は
、
順
序
を
逆
に
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
も
よ
い
。

　
（
『
）
　
ラ
リ
サ
を
出
発
し
て
ア
テ
ナ
イ
に
到
着
す
る
旅
（
メ
ノ
ソ
自
身
、
今
回
の
ア
テ
ナ
イ
訪
問
に
際
し
て
直
接
経
験
し
た
で
あ
ろ
う
旅
）

に
お
い
て
は
、
旅
人
は
、
ラ
リ
サ
か
ら
d
の
道
を
通
っ
て
D
に
至
り
、
c
の
道
を
通
っ
て
C
に
至
り
、
b
の
道
を
通
っ
て
B
に
至
り
、
a
の

道
を
通
っ
て
ア
テ
ナ
イ
に
至
る
。
そ
れ
故
、
ラ
リ
サ
へ
と
旅
行
す
る
時
に
は
、
ア
テ
ナ
イ
を
出
発
し
て
ま
ず
と
る
べ
き
は
、
a
を
通
っ
て
B

に
至
る
道
で
あ
る
。
B
と
い
う
中
継
地
に
至
る
な
ら
、
ア
テ
ナ
イ
を
出
発
し
て
道
a
を
と
っ
た
の
が
正
し
か
っ
た
こ
と
が
、
と
り
あ
え
ず
確

認
さ
れ
る
。

　
（
V
）
　
「
徳
は
善
き
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
究
極
の
仮
設
か
ら
「
徳
は
教
え
ら
れ
う
る
扁
と
い
う
結
論
に
至
る
道
は
、
「
善
き
も
の
は
有
益

で
あ
る
」
を
通
っ
て
「
徳
は
有
益
で
あ
る
」
に
至
り
、
「
有
益
な
も
の
は
知
識
で
あ
る
」
を
通
っ
て
「
徳
は
知
識
で
あ
る
」
に
至
り
、
「
知
識

は
教
え
ら
れ
う
る
」
を
通
っ
て
「
徳
は
教
え
ら
れ
う
る
」
に
至
る
道
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
徳
は
教
え
ら
れ
う
る
も
の
か
ど
う
か
」
を
発
見
し

よ
う
と
し
て
探
求
に
乗
り
出
す
場
合
は
、
象
ず
と
る
べ
き
道
は
「
知
識
な
ら
教
え
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
」
を
通
っ
て
「
徳
は
知
識
で
あ

る
」
と
い
う
中
継
地
に
至
る
道
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
る
な
ら
、
と
り
あ
え
ず
「
徳
は
教
え
ら
れ
う
る
」
は
確
認
さ
れ
る
。

　
し
か
し
こ
れ
ら
の
確
認
は
、
暫
定
的
な
確
認
に
と
ど
ま
る
。
旅
人
も
探
求
者
も
、
最
終
霞
的
地
に
到
着
す
る
ま
で
は
、
今
ま
で
と
っ
て
き

た
道
が
本
当
に
正
し
い
道
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
完
全
な
確
信
に
は
至
り
え
な
い
。
そ
れ
故
、
誤
り
の
危
険
性
は
常



に
伴
う
。
し
か
し
旅
人
の
例
を
用
い
る
な
ら
、
「
ラ
リ
サ
に
行
く
た
め
に
は
、
ア
テ
ナ
イ
を
出
発
し
て
a
の
道
を
と
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い

う
彼
の
最
初
の
思
い
な
し
は
、
ラ
リ
サ
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
、
あ
ら
か
じ
め
教
え
ら
れ
て
い
た
幾
つ
か
の
中
継
地
の
一
つ
一
つ
に
実
際

に
到
達
し
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
縛
り
つ
け
ら
れ
、
よ
り
確
実
な
も
の
（
彼
の
心
に
し
っ
か
り
留
ま
る
も
の
）
と
な
っ

て
い
く
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
最
終
的
に
ラ
リ
サ
に
到
着
し
た
暁
に
は
、
そ
の
思
い
な
し
は
、
諸
々
の
根
拠
に
よ
っ
て
逃
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に

結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
に
な
り
、
知
識
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
徳
の
探
求
の
場
合
は
、
結
び
つ
け
る
た
め
に
立
て
ら
れ
る
諸
前
提
は
、
感
覚
を
通
し
て
受
動
的
に
受
け
取
ら
れ
る
命
題
で
は
な
い
。

「
徳
は
教
え
ら
れ
う
る
」
と
い
う
命
題
を
「
徳
は
善
き
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
究
極
の
仮
設
に
結
び
つ
け
る
た
め
に
提
出
さ
れ
た
諸
前
提
、

（
h
1
）
（
h
2
）
（
a
1
）
（
a
2
）
（
a
3
）
は
す
べ
て
、
自
ら
の
主
体
的
考
察
に
よ
っ
て
、
い
わ
ぽ
魂
の
内
部
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
命
題

で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
『
メ
ノ
ン
』
の
議
論
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
諸
前
提
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
お
り
、
メ
ノ
ン
自
ら
が

提
示
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
を
承
認
す
る
か
ど
う
か
は
メ
ノ
ン
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
メ
ノ
ン
は
、
ソ
ク
ラ

テ
ス
と
の
問
答
の
末
に
門
そ
の
帰
結
［
徳
は
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
］
は
必
然
的
で
あ
る
（
鉢
遷
§
＆
ミ
瓢
ミ
い
）
と
思
わ
れ
ま
す
。

仮
設
に
従
っ
て
徳
が
知
識
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
が
教
え
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
」
（
。
。
8
卜
。
ム
）
と
断
言
す
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
巧
み
に
メ
ノ
ン
を
導
い
た
こ
と
も
あ
り
、
メ
ノ
ン
は
彼
に
は
珍
し
く
感
覚
に
頼
ら
な
い
で
自
ら
の
考
察
を
働
か
せ
、
諸
前
提

を
魂
の
内
か
ら
取
り
出
し
て
互
い
に
結
び
つ
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
想
起
が
「
根
拠
の
推
理
に
よ
る
縛
り
つ
け
」
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、

想
起
説
は
、
パ
ラ
ド
ク
ス
の
［
発
見
不
可
能
の
論
理
］
に
対
し
て
も
答
え
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
パ
ラ
ド
ク
ス
が
包
含
す
る
三
つ
の
論
理
に
対
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
答
え
の
中
核
に
存
す
る
の
は
、
探
求
に

言
挙
す
る
精
神
、
ま
た
そ
の
た
め
に
感
覚
を
離
れ
、
仮
設
法
を
用
い
て
根
拠
を
考
察
す
る
姿
勢
、
そ
し
て
探
求
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、

根
拠
の
推
理
に
よ
る
縛
り
つ
け
を
一
つ
ず
つ
完
遂
し
て
い
く
作
業
で
あ
る
。
知
識
と
は
、
外
か
ら
注
ぎ
込
ま
れ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
受
け
入

れ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
知
識
と
は
む
し
ろ
、
勇
気
あ
る
努
力
に
よ
っ
て
自
ら
の
知
の
あ
り
方
を
顧
み
、
考
察
に
よ
っ
て
魂
の
奥
底
か

メ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
、
想
起
、
仮
設
法
、
根
拠
の
推
理
と
ラ
リ
サ
へ
の
道

七
九
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ら
主
体
的
に
諸
々
の
思
い
な
し
を
取
り
出
し
、
そ
れ
ら
を
徹
底
的
に
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
そ
の
都
度
、
よ
り
確
固
と
し
た
根

拠
を
見
出
し
、
そ
し
て
そ
の
長
い
過
程
を
経
た
末
に
、
最
終
的
に
発
見
さ
れ
た
不
動
の
根
拠
に
他
の
諸
命
題
を
結
び
つ
け
た
そ
の
結
果
な
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
も
う
一
度
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
想
起
説
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
か
を
見
て
み
よ
う
。
「
知
ら
な
い
も
の
は
発
見

す
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ぽ
、
探
求
す
べ
き
で
も
な
い
と
考
え
る
よ
り
も
、
知
ら
な
い
も
の
を
探
求
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
方
が
、
我
々

は
よ
り
善
き
［
よ
り
優
れ
た
〕
者
、
よ
り
勇
気
あ
る
者
と
な
り
、
怠
け
心
の
よ
り
少
な
い
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
㎏
（
。
。
①
b
ご
？
Ω
）
。
探
求
の
道

を
進
む
旅
人
は
知
識
へ
の
途
上
に
あ
る
。
順
調
に
近
づ
い
て
い
く
時
に
は
、
真
な
る
思
い
な
し
は
根
拠
づ
け
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
し
っ
か
り

と
結
び
つ
け
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
確
か
に
彼
は
、
よ
り
善
き
者
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
間
違
っ
た
思
い
な
し
を
仮
に
も

っ
た
場
合
に
も
、
そ
の
思
い
な
し
の
根
拠
を
尋
ね
、
前
を
み
つ
め
て
ひ
た
す
ら
探
求
の
道
を
進
む
限
り
は
、
い
っ
か
そ
の
思
い
な
し
の
間
違

い
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
メ
ノ
ン
の
よ
う
に
論
駁
さ
れ
る
の
を
嫌
う
の
で
な
け
れ
ば
、
間
違
っ
た
道
も
正
し
い
道
に
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
事
物
の
自
然
本
性
は
す
べ
て
親
近
的
で
あ
り
［
互
い
に
道
が
通
じ
合
っ
て
お
り
］
、
ま
た
魂
は
す
べ
て
の
も
の
を
す
で
に
学
ん
で
し
ま
っ

て
い
る
か
ら
、
入
が
勇
気
を
も
ち
探
求
に
倦
む
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
一
つ
の
こ
と
を
想
起
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
一
そ
れ
を
人
々
は
『
学

三
姫
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
が
…
一
、
自
分
自
身
で
他
の
す
べ
て
の
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
は
［
自
分
の
力
で
他
の
道
に
も
進
ん

で
い
く
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
は
扁
何
も
な
い
の
で
あ
る
」
（
。
。
8
？
○
駆
）
。

　
註

（
1
）
　
本
稿
は
、
二
〇
〇
四
心
置
に
筆
者
が
京
都
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
「
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
感
覚
と
考
察
一
『
メ
ノ
ソ
睡
『
パ
イ
ド
ン
㎞
璽
テ
ア
イ

　
テ
ト
ス
㎞
…
」
第
～
章
の
要
約
的
抜
粋
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
第
一
章
そ
れ
至
善
は
、
内
山
勝
利
／
中
畑
正
志
（
編
）
（
二
〇
〇
五
）
槻
イ
リ
ソ
ス
の
ほ
と
り

　
…
藤
澤
令
夫
先
生
献
呈
論
文
集
…
輪
（
世
罫
思
想
社
）
所
収
の
魏
論
「
メ
ノ
ン
を
知
る
こ
と
…
メ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
想
起
説
一
」
（
四
七
…
七
三
頁
、

　
以
下
「
金
山
（
二
〇
〇
五
）
」
と
賂
）
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
ラ
リ
サ
へ
の
道
を
、
知
識
を
目
指
す
探
求
の
道
と
重
ね
合
わ
せ
て
理

解
し
よ
う
と
す
る
解
釈
の
試
み
は
、
次
に
記
す
意
味
に
お
い
て
筆
者
自
身
の
愛
知
の
探
求
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
四
年
二
月
二



　
八
日
、
藤
澤
令
夫
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
（
先
生
の
御
翻
訳
に
よ
れ
ば
）
「
も
は
や
君
た
ち
の
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
で
、

　
『
祝
福
さ
れ
て
あ
る
者
た
ち
の
し
あ
わ
せ
の
国
輪
へ
と
去
っ
て
行
く
」
（
『
パ
イ
ド
ソ
』
一
壷
U
）
と
告
げ
て
、
哲
学
と
い
う
死
の
練
習
を
経
た
後
「
し
あ

　
わ
せ
の
国
」
へ
と
旅
立
っ
た
。
筆
者
も
し
ば
ら
く
の
間
は
、
獄
中
に
居
合
わ
せ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弟
子
の
よ
う
な
あ
り
様
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
先
生

　
の
こ
の
世
で
の
探
求
の
歩
み
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
す
中
で
先
生
か
ら
の
叱
責
の
言
葉
と
し
て
聞
こ
え
て
き
た
の
が
、
本
稿
で
も
引
用
し
て
い
る
「
知
ら

　
な
い
も
の
を
探
求
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
方
が
、
我
々
は
よ
り
善
き
者
、
よ
り
勇
気
あ
る
者
…
…
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
（
『
メ
ノ
ソ
』
。
。
①
b
σ
甲
9
）
で
あ

　
る
。
藤
澤
先
生
は
「
知
性
に
よ
り
て
解
く
（
巷
ピ
ε
℃
）
」
生
を
全
う
さ
れ
、
御
自
身
の
死
を
も
理
性
の
眼
を
も
っ
て
客
観
的
に
捉
、
兄
、
「
よ
り
善
き
者
、

　
よ
り
勇
気
あ
る
者
」
と
な
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
後
、
先
生
の
御
生
涯
の
基
本
姿
勢
を
示
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
上
記
の
ソ
ク
ラ

　
テ
ス
の
言
葉
が
、
「
産
婆
の
唱
え
ご
と
し
（
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
同
お
ρ
O
）
の
よ
う
に
耳
に
響
い
て
く
る
中
で
、
筆
者
が
生
み
出
し
え
た
最
初
の
論
文
が
本

　
論
文
で
あ
る
。
先
の
献
呈
論
文
と
と
も
に
本
拙
論
も
、
今
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
と
も
に
「
祝
福
さ
れ
て
あ
る
者
た
ち
の
し

　
あ
わ
せ
の
国
」
の
住
人
と
な
ら
れ
た
藤
澤
令
夫
先
生
に
献
じ
、
ア
ン
ピ
ド
ロ
ミ
ア
の
儀
式
（
嵩
O
閏
∴
O
一
〉
）
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
Ω
．
国
○
轟
蒔
（
巴
．
）
（
ち
り
。
。
）
讐
鵠
。
ミ
身
包
Q
穿
曼
災
息
ミ
ミ
ミ
ぎ
§
望
診
電
M
い
。
巳
8
＼
Z
Φ
芝
磯
。
蒔
や
δ
o
α
q
雷
獣
9
ピ
管
♂
9
げ
く
。
ド
ト
。
讐
。
。
㊤
押
6
8
・

　
o
印
。
圃
。
⊆
ω
器
ω
ω
轟
く
9
．
N
窃
○
。
昏
。
一
．
四
民
ω
審
ヨ
。
｝
o
ひ
q
ざ
頃
勝
8
曙
。
や
く
2
．
ω
る
謡
山
㌦
Z
鋤
鉱
く
圃
ω
ヨ
、
”
く
0
5
る
同
門
d
蕊
。
謬
。
同
。
拐
ζ
①
耳
巴
ω
け
簿
Φ
ω
、
”
＜
9
。
P
欝
b
。
．

（
3
）
　
例
え
ば
U
．
O
Q
o
o
菖
は
、
ω
o
o
茸
（
一
り
り
H
γ
．
ω
o
臼
無
①
℃
話
a
と
磐
ω
熱
田
Φ
鷹
×
一
Φ
冨
舜
O
o
×
Φ
α
Φ
ζ
曾
○
蔦
．
層
沁
ミ
ミ
苓
ミ
、
8
愚
ミ
ミ
Q
し
。
。
ド
爵
甲
自
り

　
讐
①
ω
①
鳥
で
は
「
探
求
不
可
能
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
と
し
て
解
し
、
ま
た
ω
o
o
詳
（
6
㊤
㎝
）
”
肉
§
ミ
貯
ら
㌧
賊
§
§
内
書
別
皿
§
昏
鰹
㌔
ミ
鷺
げ
き
8
這
ミ

　
ト
§
§
暁
薦
§
織
駐
の
§
聴
鴇
。
誘
O
p
彗
酵
凱
α
q
ρ
“
。
O
－
ω
同
で
は
「
発
見
不
可
能
の
パ
ラ
ド
ク
ス
し
と
し
て
解
す
る
。

（
4
）
O
h
Φ
¶
ひ
q
■
ζ
．
9
暮
。
あ
唱
①
＆
①
「
（
H
㊤
O
H
）
㌦
冨
℃
舞
巴
。
誘
仙
Φ
竃
曾
8
Φ
二
餌
8
雪
駐
ω
雪
8
鼠
穿
三
。
呂
巴
ρ
湘
9
。
諺
Φ
餅
U
。
a
a
。
G
。
8
窪
闇

　
肉
塁
ミ
博
ミ
N
8
息
ミ
ミ
蚕
H
O
。
r
①
㎝
り
よ
ρ
鷺
①
Φ
卜
。
．

（
5
）
　
げ
o
ρ
仁
臥
簿
①
コ
。
Φ
．
に
よ
っ
て
何
を
考
え
る
か
は
別
に
し
て
、
菊
．
ω
●
じ
⇔
ご
巳
（
（
H
¢
曾
ぎ
、
ミ
味
。
げ
ζ
①
昌
9
0
四
ヨ
び
馬
槽
ゆ
q
ρ
。
。
甲
Q
。
”
“
。
｝
ω
山
駆
一
月
『
国
σ
①
洋

　
（
刷
り
謎
）
㌦
℃
冨
8
、
ω
↓
げ
Φ
o
蔓
。
暁
菊
①
8
＝
Φ
o
鉱
。
昌
勾
Φ
8
霧
己
興
＆
鱒
》
冨
ぎ
8
融
℃
話
富
怠
。
コ
。
噛
ミ
§
o
o
。
O
曽
○
。
①
〇
一
ミ
§
織
謡
職
ぎ
秘
、
ミ
ρ
峯
Q
。
あ
押
讐
寒
b
。

　
－
押
目
．
貯
≦
ヨ
（
お
謡
γ
℃
ミ
。
、
匂
ミ
曹
ミ
憲
S
§
○
×
8
鐵
”
ω
頴
P
冨
は
い
ず
れ
も
、
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
の
「
知
」
を
、
何
ら
か
の
げ
8
⊆
巴
早

鼠
9
①
、
と
関
係
づ
け
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
。

（
6
）
　
O
捗
ご
島
鳥
鉱
7
ω
8
簿
」
o
旨
Φ
ρ
O
鳶
鳴
や
尊
蒔
駐
壽
卜
§
勘
。
潜
Q
。
切
O
　
し
d
ご
。
開
（
一
り
曾
）
や
さ
。
｝
し
。
1
＝
．

（
7
）
回
身
。
霧
（
H
㊤
①
ω
）
銚
ミ
馬
§
ミ
留
§
§
議
撰
○
改
。
巳
㍉
お
島
b
O
①
幽

メ
ノ
ソ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
、
想
起
、
仮
設
法
、
根
拠
の
推
理
と
ラ
リ
サ
へ
の
道

八
一



哲
学
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第
五
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八
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八
二

（
8
）
　
じ
団
。
屡
（
δ
①
。
。
）
レ
刈
○
。
あ
い
㊤
α
”
お
。
。
’
い
。
卜
。
ρ
b
。
器
．

（
9
）
　
い
寓
9
あ
（
一
霧
ω
γ
嵩
ρ
一
8
－
N
g
b
8
．

（
1
0
）
　
O
b
い
蜜
9
あ
（
6
0
Q
。
）
b
O
㌣
H
■

（
1
1
）
　
金
山
（
二
〇
〇
五
）
五
八
一
六
〇
頁
を
参
照
。

（
1
2
）
　
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
幅
の
解
釈
と
し
て
、
第
一
部
で
展
開
さ
れ
る
感
覚
論
を
プ
ラ
ト
ン
の
説
と
み
な
し
、
イ
デ
ア
を
導
入
し
な
い
場
合
に
ど
の
よ
う
な

　
不
合
理
が
生
じ
る
か
を
プ
ラ
ト
ン
が
論
じ
て
い
る
と
み
な
す
立
場
が
あ
る
が
1
古
代
に
流
布
し
、
現
代
で
は
図
ζ
．
O
o
讐
8
巳
Q
器
蜘
Σ
㌔
貯
ミ
げ

　
ミ
§
曙
ミ
き
§
ミ
鳴
蔚
魯
轡
。
護
α
2
回
に
代
表
さ
れ
る
解
釈
一
、
そ
れ
と
同
じ
論
理
で
あ
る
。

（
1
3
）
　
O
出
◆
O
．
客
O
Q
①
色
2
（
b
。
O
O
蒔
γ
§
ミ
ミ
ミ
鑓
愚
ミ
ミ
ミ
ミ
｝
ミ
、
Q
、
象
執
ミ
ミ
の
§
、
興
執
§
ミ
ミ
。
げ
ゴ
回
霧
①
8
ε
。
。
讐
○
×
8
a
b
①
旨
帰
一
●

（
1
4
）
　
こ
の
言
葉
が
パ
ラ
ド
ク
ス
の
結
論
の
言
い
換
え
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ω
o
o
盤
（
H
Φ
り
㎝
）
b
㊤
－
ω
一
、
金
山
（
二
〇
〇
五
）
四
九
－
五
〇
頁
を
参
照
。

（
1
5
）
　
構
文
に
つ
い
て
は
名
「
芝
．
O
o
o
鳥
≦
剛
護
（
一
㊤
㊦
切
γ
硲
嵩
§
ミ
」
、
、
ミ
ミ
o
o
容
§
ミ
§
M
謎
塁
ミ
ミ
驚
O
ミ
器
冬
鳩
◎
”
Z
Φ
≦
く
O
目
ぎ
掃
①
o
。
”
一
Q
◎
c
。
を
参
照
。

（
1
6
）
　
未
来
形
の
嗣
法
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
O
o
o
q
芝
ぎ
（
お
歌
）
り
お
を
参
照
。

（
1
7
）
　
O
Q
o
o
簿
（
お
霧
）
’
い
。
①
．

（
1
8
）
　
。
。
刈
9
よ
は
、
門
A
な
ら
ば
B
」
形
式
の
命
題
（
「
徳
が
「
種
の
知
識
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
徳
は
教
え
ら
れ
う
る
」
）
が
仮
設
で
あ
る
と
の
印
象
を
与

　
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
。
。
り
○
ω
で
「
徳
は
知
識
で
あ
る
」
が
仮
設
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
仮
設
は
門
A
」
（
「
徳
は
一
種
の
知
識

　
で
あ
る
」
）
の
み
で
あ
る
。
O
h
因
尋
園
2
）
ぎ
。
。
o
旨
（
障
り
α
ω
）
”
、
ミ
ミ
、
恥
寒
｝
§
S
・
b
貯
、
爲
織
♪
卜
。
欝
創
Φ
（
圃
コ
こ
○
×
h
o
『
負
江
？
○
。
’

（
1
9
）
「
有
益
な
も
の
は
唯
　
知
識
（
賑
ミ
Q
煉
譜
鵡
）
の
み
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
が
こ
の
ま
ま
の
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
議
論
に
お
い
て

　
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
門
理
性
（
＜
o
蹄
）
が
伴
う
な
ら
有
益
で
あ
る
扁
（
。
。
。
。
碧
ご
？
。
。
）
、
「
思
慮
（
§
q
ミ
q
ぢ
）
が
導
く
な
ら
幸
福
に
結
果
す
る
」
（
O
い
。
－

　
。
。
）
と
い
う
命
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
知
識
偏
門
理
性
」
「
思
慮
」
の
三
者
は
互
換
的
で
あ
る
し
、
ま
た
最
後
の
二
命
題
の
実
質
的
主
張
は
、
「
知
識
と
切

　
り
は
な
さ
れ
て
善
［
蕎
益
］
で
あ
る
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
い
」
（
。
。
刈
O
†
刈
）
、
す
な
わ
ち
「
有
益
な
も
の
は
唯
一
知
識
の
み
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に

　
あ
る
。

（
2
0
）
囲
暑
凶
昌
（
6
ミ
）
し
ω
り
　
○
’
男
［
器
（
お
8
）
噌
、
ぎ
ρ
三
蔓
ぎ
窪
㊦
』
§
嵩
◎
、
L
コ
多
同
（
辱
三
（
0
9
γ
ミ
～
Q
9
ミ
腎
篭
蔚
鳴
O
§
愚
§
篭
ミ
制
ミ
ミ
ミ
ρ

　
O
聾
き
ユ
農
ρ
b
。
O
O
幽
ρ
戸
戸
N
O
り
は
、
真
な
る
思
い
な
し
を
も
っ
て
い
れ
ば
探
求
対
象
を
確
定
で
き
、
考
察
能
力
が
そ
こ
に
舶
わ
る
な
ら
探
求
は
適
切
に

　
行
わ
れ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
》
。
Z
⑦
げ
讐
当
霧
（
δ
o
。
㎝
γ
．
冨
㊦
欝
。
、
ω
勺
舞
餌
鳥
。
×
餌
欝
鳥
ω
O
o
鑓
8
ω
簿
。
摩
鋤
↓
o
餌
。
ゴ
2
，
．
．
9
S
ミ
の
ミ
ミ
塁
ミ
》
嵩
ら
㍉
§
、



　
き
誉
毎
愚
電
冠
ρ
甲
ω
ρ
簿
一
〇
－
罵
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
真
な
る
思
い
な
し
で
は
探
求
の
役
に
立
た
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仮
に
そ
の
真
な
る
思
い
な

　
し
が
、
想
起
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
魂
内
部
か
ら
得
ら
れ
た
内
的
確
信
で
あ
る
と
し
て
も
、
主
観
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
確
信
の
強
さ
そ
れ
自
体
は
、
そ
の
思

　
い
な
し
が
実
際
に
想
起
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
こ
と
を
保
証
し
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
2
1
）
　
Ω
．
即
≦
・
ω
冨
6
δ
ω
（
H
り
。
。
㎝
）
’
、
ミ
ミ
M
寓
窪
ρ
〇
三
＄
α
q
ρ
H
。
。
卜
。
．

（
2
2
）
　
ラ
リ
サ
へ
の
道
に
関
す
る
急
な
る
思
い
な
し
を
構
成
す
る
情
報
の
一
部
は
、
確
か
に
人
か
ら
聞
い
て
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
旨
国
■
6
ン
。
ヨ
霧

　
（
H
㊤
。
。
O
γ
§
鴇
萎
§
ミ
Q
］
≦
Φ
昌
。
冒
出
鋤
o
Q
q
ρ
b
⊃
O
H
　
ω
ゴ
費
昆
Φ
ω
（
H
り
○
。
切
γ
｝
。
。
紳
ω
o
o
茸
（
H
㊤
O
㎝
）
’
ま
）
。
し
か
し
旅
の
途
中
で
、
そ
う
し
た
情
報
を
基
に

　
し
て
、
ど
ち
ら
へ
行
く
べ
き
か
判
断
を
迫
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
機
会
に
正
し
く
判
断
す
る
な
ら
、
そ
の
判
断
も
ま
た
、
ラ
リ

　
サ
へ
の
旅
人
を
導
く
真
な
る
思
い
な
し
の
一
部
と
み
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
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q
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7
費
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ω
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⊆
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○
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b
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ω
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一
8
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誌
①
■

（
2
4
）
　
こ
こ
で
は
「
徳
は
教
え
ら
れ
う
る
」
は
真
で
あ
る
と
い
う
想
定
の
も
と
に
議
論
を
進
め
る
。
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different　faces，　but　they　are　all　beauty．　That　is　to　say，　Chinese　thinl〈ers　accept　the

ability　of　“aesthetic”　judge．　［［’herefore，　the　problem　about　pleasure　is　the　very

important　one　in　Chinese　philosophy．　in　spite　of　this　importance，　because　of

disrespect　to　the　sensuous　pleasure　we　can　not　find　the　development　of　thought

about　pleasure　in　Chinese　philosophy．　So，　it　goes　without　saying　in　Chinese　theory

of　arts．

　　In　connection　with　this　problem，　there　is　the　problem　about　technique．　ln

Zhuangzi荘子Paoding庖T　says亡hat　he　likes　Dao道，　and　i亡is　beyond　the

technique．　ln　this　text　we　find　the　basic　thought　about　technique　in　Chinese

philosophy．　But　about　such　tendency　to　“respect　the　process”　in　the　problem　of

techniqLie，　we　find　another　one　in　Confucian　texts．　ln　that　text　they　say　that　it　is

important　to　behavior　‘‘with　ease　and　comfort（Anan安安）η．　This“respect　the

process”　is　a　fundamental　thought　about　theory　of　act　in　Chinese　philosophy．　And

we　usually　emphasis　the　“freedom”　in　Chinese　theory　of　arts，　but　Chinese　thinl〈er

have　another　polnt　of　view，“model　of　behavior（Li礼）”．　Similar　to　usual　behavior，

Chinese　painter　draw　a　picture　with　freedom　on　the　one　hand　and　in　following　the

model　on　the　other．　What　is　called“Fang彷”，　it　is　represents　this　inten＄ion．　So

when　painter　draw　a　picture　in　this　way　and　“with　ease　and　comfort”，　it　is　just　an

ideal　action．

　　　　　　　　　　　　　　　Meno’s　Paradox，　Recollection，

the　Method　of　Hypothesis，　the　Calculation　of　the　Cause

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　the　Road　to　Larisa

　　　The　BeginRing　of　Epistemology　in　AncieRt　Greek　Philosophy

Yasuhira　KANAYAMA
　Professor　of　Philosophy

Graduate　School　of　Letters

　　　Nagoya　University

　　Plato’s　Meno　contains　ideas　similar　to　various　important　topics　of　epistemoJogy

today，　such　as　the　recollection　theory　（81C－86C）　and　the　calculation　of　the　cause

（98A），　which　respectively　remind　us　of　nativism　and　of　justification　that　distin－

guishes　between　true　belief　and　knowledge．　ffowever，　what　we　today　tal〈e　them　to

be　may　be　dif｛erent　fro職what　Plato　intended．　The　aim　of亡his　paper　is　to　elucidate
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Plato’s　own　ideas　on　these　issues．

　　Reco｝lection　is　presented　to　answer　the　so－called　Meno’s　paradox，　which　claims

that　it　is　impossible　to　search　for　something　one　does　not　know．　Meno　presents　this

paradox，　having　in　mind　the　following　Socratic　principle：　unless　one　1〈nows　what

something　is，　it　is　impossible　to　know　what　it　is　lil〈e．　For　example，　if　a　person　does

not　know　（gignoAsleei）　who　Meno　is，　he　will　not　be　able　to　know　whether　Meno　is

beautiful　or　not　（71A－B）．　Some　interpreters　have　taken　the　use　of　the　verb

gignoAsfeein　to　imply　that　for　Plato　knowledge　is　a　matter　of　acquaintance，　and　this

further　has　led　them　to　conclude　that　the　paradox　concerns　the　impossibility　of

starting　inquiry　about　what　an　inquirer　is　not　acquainted　with．

　　However，　as　J．　Lyons　has　pointed　out　in　his　St7uctural　Semantics　（p．201），　‘the

possibility　of　grading　occurs　within　gignoAsleein’．　1　take　it　that　it　is　necessary　to　take

into　account　two　levels　of　knowledge　in　order　to　understand　Meno’s　paradox．　For

Meno，　to　see　Meno　is　to　know　him；　anyone　seeing　him　will　1〈now　at　once　that　he

is　beautiful．　For　Socrates，　for　whom　the　true　self　is　the　mind，　consideration　by　the

mind　itself　is　necessary　to　know　both　Meno　（his　mind）　and　his　beauty　（of　his

mind）．

　　Consideration　by　the　mind　itself　is　the　key　to　understanding　how　recollection

answers　Meno’s　paradox．　Meno　presents　the　paradox　in　such　an　ambiguous　way

as　to　cover　three　claims，　all　of　which　are　mistaken　in　SOcrates’　mind’s　eye．　ln　one

understanding，　the　paradox　is　tal〈en　to　deny　the　possibility　of　starting　inquiry　on

what　an　inquirer　cannot　identify．　lf　the　inquiry　concerns　what　one　has　no　way　of

identifying，　it　is　a　truism　that　one　cannot　start　inquiry．　On　the　other　hand，　if　it

concerns　something　one　can　identify　either　by　its　name　or　by　its　sight　or　by　some

other　simple　information，　one　can　certainly　start　inquiry　seeking　for　further　clues．

Here　the　mistal〈e　of　the　paradox　lies　in　its　underestimating　the　mind’s　power　of

starting　consideration．

　　However，　even　if　an　inquirer　has　started　inquiry，　he　may　be　unable　to　find　any

clue　for　further　inquiry，　in　the　situation　where　he　is　ignorant　of　his　target．　Thus，

the　paradox　claims　secondly　that　it　is　impossible　to　continue　inquiry　because　of　the

absence　of　clues．　However，　when　there　is　no　clue　available，　one　can　contrive　sorne

clue　on　one’s　own　initiative．　For　this　purpose　Socrates　explains　and　makes　use　of

the　method　of　hypothesis　in　the　Meno　（86E－89C）．　ln　an　effort　to　ascertain　the

truth　or　falsehood　of　some　belief　P，　this　method　enables　one　to　put　forward　some

appropriate　premises，　and　to　bind　P　to　them　through　the　calculation　of　the　cause

of　P．

　　However，　what　one　takes　to　be　the　cause　of　P　may　be　mistaken．　Here　we　face

the　third　claim　of　the　paradox　that　because　any　judgement　one　forms　may　be

wrong，　one　can　never　make　a　discovery　and　succeed　in　attaining　knowledge　even
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if　one　continues　inquiry．　However，　we　can　answer　the　paradox　in　this　form　by

taking　into　consideration　the　anaiogy　of　the　road　to　Larisa　（97A－B）．　Here　too，

interpreters　tend　to　take　‘knowledge’　of　the　road　as　a　matter　of　acquaintance　and

suppose　that　the　binding　through　the　calculation　of　the　cause　does　not　apply　well

to　the　travel　on　the　road．　However，　the　binding　and　the　travel　go　together　in　the

following　way．　A　traveler，　who　started　with　the　belief　Q　that　he　should　tal〈e　Road

a　after　leaving　Athens　in　order　to　reach　Larisa，　discovers　that　Q　was　so　far　correct

by　reaching　a　transit　place　B．　He　justifies　Q　by　binding　it　through　the　following

calculation　of　its　cause．　ln　order　to　get　to　Larisa　it　is　necessary　to　reach　B　；　but　by

tal〈ing　Road　a　he　could　reach　B；　therefore　the　belief　Q　was　so　far　correct．　Of

course，　he　may　not　be　completely　certain　during　his　journey　that　he　is　on　the　right

track．　However，　when　he　finally　arrives　at　Larisa，　he　will　discover　that　the

judgements　that　led　him　in　the　journey　are　correct，　and　succeed　in　turning　them

into　knowledge　of　the　road　to　Larisa．　The　traveler　effects　this　turning　by　binding

them　in　such　a　way　that　Q　is　immovably　tied　down　to　judgements　about　transit

places　and　roads　interconnecting　them　andieading　to　Larisa．　This　binding　is　called

‘recollection’　（98A），　which　shows　that　recollection　is　certainly　the　answer　to

Meno’s　paradox　understood　in　the　second　and　the　third　ways．

Logos　and　Mythos

Eij　i　KuNIKATA

Part－time　Lecturer

Kyoto　University

　　W．　Nestle　in　his　inf｝uential　book　Vom　MNthos　2ztm　Logos　（1940）　writes，　“Mythos

und　Logos－damit　bezeichen　wir　die　zwei　Pole，　zwischen　denen　das　rnenschliche

Geistesleben　schwingt．　Mythisches　Vorstellen　und　logisches　9enl〈en　sind　Gegen－

statze．”　（S．　1）　This　view　still　has　a　following，　and　many　scholars　believe　that

Greek　thought　underwent　a　development　from　a　mythic　to　a　rational　view　of　the

world．　But　this　“from　myth　to　reason”　thesis　cannot　be　supported　by　any　early

Greel〈　literature，　in　which，　unlike　our　common　idea，　logos　and　mythos　have　never

been　used　contrastively．　Regarding　Homer　and　Hesiod，　their　use　of　mythos　over－

whelming　logos　with　respect　of　number，　logos　does　not　have　the　meaning　of

“rational”．　On　the　contrary，　jt　is　observed　that　they　use　it　in　the　negative　meanjng，
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