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デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
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の
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概
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は
じ
め
に

政
治
の
中
で
、
力
の
「
保
持
」「
分
布
」「
行
使
」「
発
揮
」「
現
実
化
」「
誇
示
」「
獲
得
」「
掌
握
」「
喪
失
」「
継
承
」「
均
衡
化
」
等
々
に

つ
い
て
語
ら
れ
る
。「
力
（
た
と
え
ば
権
力
）
を
保
持
す
る
」「
力
（
た
と
え
ば
勢
力
）
が
分
布
す
る
」「
力
（
た
と
え
ば
影
響
力
）
を
行
使
す

る
」
等
々
は
、「
力
（
た
と
え
ば
権
力
）
と
い
う
語
の
指
示
対
象
を
保
持
す
る
」「
力
（
た
と
え
ば
勢
力
）
と
い
う
語
の
指
示
対
象
が
分
布
す

る
」「
力
（
た
と
え
ば
影
響
力
）
と
い
う
語
の
指
示
対
象
を
行
使
す
る
」
等
々
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
を
意
味
し
て
い
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
何
を
意
味
し
て
い
る
（
あ
る
い
は
、
意
味
し
得
る
）
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
は
、
力
を
め
ぐ
る

政
治
的
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
の
明
晰
性
を
高
め
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
有
意
義
で
あ
ろ
う１

）
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
答
え
る
一
つ
の
手
が
か
り
を
、
力
は
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
（
の
一
つ
の
タ
イ
プ
と
し
て
の
能
力
）
で
あ
り
、
デ
ィ
ス
ポ

ジ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
言
明
は
仮
言
言
明
の
集
合２

）
へ
と
分
析
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
が
提
供
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
考
え
は
、
ラ
イ
ル
のT

h
e C

on
cept of M

in
d

（R
y
le 1949 ３

）
）
で
詳
し
く
示
さ
れ
て
い
る
。
ラ
イ
ル
は
、
そ
の
議
論
に
対
し

概
ね
批
判
的
な
或
る
論
者
に
よ
っ
て
も
、「
心
的
状
態
に
関
す
る
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
知
的
先
祖
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
（S

ch
w
itz-

g
eb
el 2002,

p
.259

）。
同
書
は
、「
日
常
言
語
に
お
け
る
心
理
に
関
わ
る
用
語
の
意
味
を
分
析
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
デ
ィ
ス
ポ
ジ

シ
ョ
ナ
ル
な
概
念
の
使
用
」
の
「
最
も
有
名
な
例
」、
と
さ
れ
る
（H

a
rre

2007,p
.184

）。「
心
に
関
す
る
ほ
と
ん
ど
の
命
題
」
が
「
仮
言
的
」

で
あ
る
と
示
し
た
こ
と
は
、
ラ
イ
ル
の
「
最
も
際
立
っ
た
貢
献
の
一
つ
」
を
成
す
、
と
い
う
評
が
あ
る
（M

a
cD
o
n
a
ld 1951,p

.83

）。
ラ
イ

ル
の
心
身
二
元
論
批
判４

）
を
受
け
入
れ
な
い
研
究
者
も
、
仮
言
言
明
を
中
心
と
す
る
ラ
イ
ル
の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
論
は
受
け
入
れ
る
場
合
が

あ
る
、
と
さ
れ
る
（M

a
rtin a

n
d H

eil 1998,
p
.310 n

.12

）。

こ
こ
で
、
政
治
に
お
け
る
力
を
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
と
ら
え
る
研
究
に
目
を
向
け
よ
う
。
そ
う
し
た
研
究
に
は
、
ネ
ー
ゲ
ル
、
ロ
ン
グ
、

モ
リ
ス
、
ル
ー
ク
ス
に
よ
る
も
の
が
あ
る
（N

a
g
el 1975

、W
ro
n
g 1995 /1979

、M
o
rriss 2002 ５

）
、L

u
k
es 2005 ６

）
）７

）。

ネ
ー
ゲ
ル
は
、「
力
」
及
び
「
選
好
」
を
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
と
ら
え
る
。
そ
し
て
、「
選
好
」
に
関
す
る
言
明
を
仮
言
言
明
へ
と
分
析

し
つ
つ
、「
力
」
を
「
選
好
に
よ
る
、
結
果
の
引
き
起
こ
し
（ca

u
sa
tio
n

）」
と
定
義
す
る
（N

a
g
el 1975,

p
p
.24

27,
30,

175

）。
ネ
ー
ゲ
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ル
の
議
論
は
、
力
に
関
す
る
言
明
の
仮
言
言
明
へ
の
分
析
と
密
接
に
関
係
す
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
ネ
ー
ゲ
ル
が
着
目
す
る
の
は
、

「
実
在
的
な
物
・
人
・
出
来
事
の
間
の
関
係
で
は
な
く
、
理
論
の
変
数
間
の
関
係
」
と
し
て
の
「
因
果
性
」
で
あ
り
、「
選・
好・
を・
表・
示・
す・
る・
変・

数・
」
と
「
結・
果・
を・
表・
示・
す・
る・
変・
数

・

８
）

」
の
間
に
因
果
関
係
を
設
定
す
る
「
理
論
」
を
前
提
と
す
る
「
力
の
帰
属
」
で
あ
る
（N

a
g
el 1975,

p
p
.

30,
40

）。
本
稿
で
は
、
変
数
か
ら
成
る
「
理
論
」
を
前
提
に
力
に
つ
い
て
考
察
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
ネ
ー
ゲ
ル
の
議
論
の
検
討
は
必

要
な
い
で
あ
ろ
う
。

ロ
ン
グ
は
、「『
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
ル
な
』
語
」
で
あ
る
「
力
」
を
、「
人
々
の
、
他
人
に
対
す
る
意
図
さ
れ
予
見
さ
れ
た
影
響
を
う
み
出

す
能
力
」
と
定
義
し
て
い
る
（W

ro
n
g 1995,p

p
.1
2

）。
し
か
し
、
力
に
関
す
る
言
明
の
仮
言
言
明
へ
の
分
析
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
。

ル
ー
ク
ス
に
よ
れ
ば
、「
力
は
﹇
中
略
﹈
デ・
ィ・
ス・
ポ・
ジ・
シ・
ョ・
ナ・
ル・
な
概
念
で
あ
り
、
あ
る
範
囲
の
状
況
の
下
で
も
し
力
が
行
使
さ
れ
る
な
ら
ば

何
が
起
こ
る
か
を
特
定
す
る
、
条
件
的
あ
る
い
は
仮
言
的
な
言
明
の
連
言
か
ら
成
る
。
従
っ
て
力
は
、
一
人
又
は
複
数
の
行
為
者
の
｜
彼
ら

が
行
使
す
る
か
も
し
れ
ず
、
行
使
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
｜
能
力
（a

b
ility o

r ca
p
a
city

）
を
指
す
」（L

u
k
es 2005,

p
.63

）。
し
か
し
、

ル
ー
ク
ス
が
「
条
件
的
あ
る
い
は
仮
言
的
な
言
明
」
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
箇
所
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
。
モ
リ
ス
は
、「
随
意
的
に

行
使
さ
れ
得
る
力
」
を
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
一
つ
の
タ
イ
プ
と
し
て
の
「
能
力
（a

b
ility

）」
と
理
解
す
る
。
そ
し
て
、「
能
力
」
に
関
す

る
言
明
の
仮
言
言
明
を
含
む
言
明
へ
の
分
析
に
つ
い
て
、
詳
し
く
論
じ
て
い
る
（M

o
rriss 2002,

p
p
.24

25,
52

54

）。
上
述
の
よ
う
に
本

稿
で
は
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
言
明
は
仮
言
言
明
へ
と
分
析
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
の
で
、
検
討

を
要
す
る
の
は
モ
リ
ス
の
議
論
で
あ
ろ
う
。

本
稿
の
構
成
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
節
で
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
、
出
来
事
、
及
び
仮
言
言
明
に
関
す
る
ラ
イ
ル
の
の
議
論
を
要

約
し
、
関
連
文
献
に
言
及
す
る
。
第
二
節
で
、
推
論
及
び
半

仮
言
言
明
に
関
す
る
ラ
イ
ル
の
議
論
を
要
約
し
、
関
連
文
献
に
言
及
す
る
。
第

三
節
で
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
関
し
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
課
題
を
取
り
上
げ
る
。
ま
た
、
ラ
イ
ル
の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン（
特
に
能
力
）

論
の
含
意
に
つ
い
て
述
べ
る
。
以
上
の
各
節
で
、
モ
リ
ス
の
議
論
の
検
討
を
行
う
。

本
稿
は
、
政
治
的
力
を
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
と
ら
え
る
研
究
分
野
に
属
し
て
い
る
。
第
一
〜
三
節
の
作
業
に
よ
り
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ

ン
と
し
て
の
政
治
的
力
に
つ
い
て
知
見
を
得
る
。
そ
の
上
で
、
力
を
め
ぐ
る
政
治
的
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
に
関
す
る
上
記
の
問
題
に
答
え
た
い
。
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第
一
節

デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
、
出
来
事
、
仮
言
言
明

（
一
）
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
出
来
事

ラ
イ
ル
は
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
説
明
す
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
と
出
来
事
の
違
い
を
強
調
し
て
い
る
。
出
来
事
と
の
対
比
で
、

デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
ど
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
得
る
か
｜
ま
ず
こ
の
点
に
関
す
る
ラ
イ
ル
の
議
論
を
要
約
し
よ
う
。

ラ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、「
出
来
事９

）
」
は
「
現
実
に
生
起
し
て
い
る
事
柄
」
で
あ
る
。
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
は
、「
傾
向
」（ten

d
en
cy

）「
能

力
」「
習
慣
」
な
ど
様
々
な
種
類
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
現
実
に
生
起
し
て
い
る
事
柄
」
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、「
牛
は
反
芻
動
物
で
あ

る
」
と
い
う
言
明
は
「
牛
が
今
反
芻
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
ら
ず
、「
彼
は
愛
煙
家
で
あ
る
」
と
い
う
言
明
は
「
彼
が
今
タ
バ
コ
を
吸
っ
て

い
る
」
と
述
べ
て
い
な
い
。「
反
芻
動
物
で
あ
る
」
の
意
味
は
「
と
き
ど
き
反
芻
す
る
傾
向
が
あ
る
」
で
あ
り
、「
愛
煙
家
で
あ
る
」
の
意
味

は
「
喫
煙
習
慣
を
も
っ
て
い
る
」
で
あ
る
（R
y
le 1949,

p
p
.116

117;
p
p
.162

163

）。（
以
下
『
心
の
概
念
』
か
ら
引
用
す
る
際
、「R

y
le

 
1949

」
は
省
略
す
る
）。「
地
球
は
丸
い
と
信
じ
て
い
る
人
は
、
時
々
確
信
を
も
っ
て
『
地
球
は
丸
い
』
と
認
知
し
、『
判
断
』
し
、
あ
る
い
は

内
的
に
再
度
主
張
す
る
と
い
う
独
特
の
過
程
を
経
る
」
わ
け
で
は
な
い
（p

.44;
p
.52

、
一
部
拙
訳
）。「
信
じ
て
い
る
」
の
語
は
、「
信
じ
て
い

る
と
い
う
状
態
」
に
対
応
す
る
わ
け
で
も
な
い
（p

p
.118

119;
p
.165

）。

出
来
事
に
つ
い
て
は
「
外
的
」（o

v
ert

）・「
内
的10

）
」、「
目
撃
可
能
」・「
目
撃
不
可
能
」
と
い
う
区
別
が
成
り
立
つ
が
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン

に
つ
い
て
そ
う
し
た
区
別
は
成
り
立
た
な
い
。「
声
高
に
話
す
習
慣
そ
れ
自
体
は
声
高
で
も
物
静
か
で
も
な
い
」
の
と
同
様
、「
外
的
な
、
あ

る
い
は
内
的
な
作
業
に
お
い
て
発
現
さ
れ
る
技
能
、
好
み
、
性
癖
な
ど
は
、
そ
れ
自
体
は
外
的
な
も
の
で
も
内
的
な
も
の
で
も
な
く
、
ま
た

目
撃
可
能
で
も
な
け
れ
ば
目
撃
不
可
能
で
も
な
い11

）
」。
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
「
目
撃
不
可
能
な
心
的
原
因
」
と
と
ら
え
る
の
は
、
ま
た
デ
ィ

ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
発
現
を
そ
う
し
た
原
因
の
「
目
撃
可
能
」
な
「
身
体
的
結
果
」
と
と
ら
え
る
の
は
、
誤
り
で
あ
る
（p

.33;
p
p
.35

36

、
一

部
拙
訳12

）
）。

一
つ
の
語
が
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
出
来
事
の
両
者
を
表
す
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
ギ
リ
シ
ア
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
を
「
記

憶
し
て
い
るrem

em
b
er

」
と
述
べ
る
と
き
、「
今
あ
る
こ
と
を
行
な
っ
た
り
経
験
し
た
り
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
｜「
ギ
リ
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シ
ア
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
初
め
か
ら
終
り
ま
で
言
う
こ
と
﹇
中
略
﹈
を
行
な
う
こ
と
が
で・
き・
る・
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
方
、

弁
護
士
が
証
人
に
そ
の
経
験
を
「
想
い
出
すrem

em
b
er

」
こ
と
を
求
め
る
と
き
、
そ
れ
は
出
来
事
を
指
し
て
い
る
（p

p
.272

273;
p
p
.400

401
、
一
部
拙
訳
）。「
欲
す
る
」「
望
む
」「
誇
る
」
な
ど
の
語
も
、「
時
に
は
単
純
な
性
向
を
表
わ
し
﹇sta

n
d fo

r

｜
引
用
者
注13

）
﹈、
ま
た
時

に
は
、
そ
れ
ら
の
諸
々
の
性
向
自
体
か
ら
生
じ
た
り
、
そ
れ
ら
の
性
向
の
発
現
が
阻
害
さ
れ
た
結
果
生
じ
た
り
す
る
動
揺14

）
を
表
わ
す
」（p

.98;

p
.132

）。

ラ
イ
ル
が
｜
出
来
事
と
比
較
し
つ
つ
｜
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
ど
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
て
い
る
か
を
概
観
し
た
。ラ
イ
ル
に
従
え
ば
、デ
ィ

ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
政
治
的
力
は
「
現
実
に
生
起
」
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

は
じ
め
に
」
で
言
及
し
た
モ
リ
ス
は
、「
行
使
の
誤
謬
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
モ
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
概
念
は
、

「
物
の
比
較
的
に
持
続
す
る
能
力
（ca

p
a
city

）」
を
指
す15

）
。
そ
の
点
で
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
概
念
は
出
来
事
を
表
す
概
念
と
は
異
な
っ
て

い
る
。
両
者
の
混
同
に
基
づ
く
、「
何
か
を
行
う
力
は
そ
れ
を
行
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
主
張
、
人
が
力
を
持・
つ・
と
語
る
こ
と
は
、
人
が

そ
の
力
を
行・
使・
し
て
い
る
こ
と
を
形
而
上
学
的
に
正
当
で
な
い
や
り
方
で
語
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
主
張
」
は
、「
行
使
の
誤
謬
」
を
犯

し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ダ
ー
ル
は
、「
Ｃ
は
Ｒ
に
対
し
力
を
持
つ
」
と
「
Ｃ
の
行
動
は
Ｒ
の
行
動
を
引
き
起
こ
す
」
を
同
義
と
す
る
が16

）
、
そ

の
際
そ
う
し
た
誤
謬
を
犯
し
て
い
る
（M

o
rriss 2002,

p
p
.14

15

）。
以
上
の
モ
リ
ス
の
議
論
は
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
出
来
事
の
相
違

に
関
す
る
ラ
イ
ル
の
議
論
と
整
合
的
で
あ
る
。

（
二
）
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
仮
言
言
明

仮
言
言
明
」
は
、
ラ
イ
ル
の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
論
の
核
心
に
位
置
し
て
い
る
。

ラ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、「
あ
る
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
ル
な
性
質
を
持
つ
」
と
い
う
こ
と
は
、「
特
定
の
状
態
に
あ
る
、
あ
る
い
は
特
定
の
変
化

を
被
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、「
特
定
の
条
件
が
現
実
化
し
た
と
き
、
特
定
の
変
化
を
被
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（p

.43;

拙

訳
）。「
傾
向
性
と
い
う
性
質
を
帰
属
さ
せ
る
」
こ
と
に
よ
り
、
暗
黙
の
う
ち
に
「
仮
言
的
命
題
」
が
伝
達
さ
れ
る
（p

.43;
p
.51

）。
た
と
え
ば
、

「
ガ
ラ
ス
が
砕
け
や
す
い
」
と
述
べ
る
こ
と
は
、「
も
し
そ
れ
が
叩
か
れ
た
り
、
歪
め
ら
れ
た
り
す
る
な
ら
ば
粉
々
に
飛
び
散
る
で
あ
ろ
う
」
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あ
る
い
は
「
叩
か
れ
た
り
、
歪
め
ら
れ
た
り
し
て
い
た
な
ら
ば
粉
々
に
飛
び
散
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ガ
ラ

ス
は
「
現
実
に
は
け
っ
し
て
砕
け
る
こ
と
が
な
い
場
合
に
お
い
て
さ
え
も
、
そ
れ
が
砕
け
や
す
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
」

（p
.43;

p
.50

）。

砕
け
や
す
さ
」
の
「
現
実
化
」
か
ら
生
じ
る
の
は
、「
粉
々
に
飛
び
散
」
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
は
な
い
。
傾
向
性
の
中
に
は
、

「
ほ
ぼ
斉
一
的
」
に
「
現
実
化
」
さ
れ
る
も
の
｜「
単
一
的
」（sin

g
le-tra

ck

）
な
傾
向
性
｜
も
あ
る
（p

.43;
p
.51

）。
ま
た
、「
お
そ
ら
く
は

無
制
限
に
多
種
多
様
な
形
」
で
「
現
実
化
」
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
あ
る
物
体
が
固
い
」
と
い
う
記
述
の
意
味
は
、「
叩
け
ば

鋭
い
音
を
発
す
る
で
あ
ろ
う
」「
強
く
接
触
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
痛
み
を
感
ず
る
で
あ
ろ
う
」
等
々
、
数
限
り
な
く
あ
る
。「
あ
る
動
物
が

群
居
性
動
物
で
あ
る
と
い
う
記
述
に
含
ま
れ
て
い
る
す
べ
て
の
事
柄
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
望
む
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
異
な
る
仮
言
的
命

題
の
無
限
系
列
を
作
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
」。
一
般
に
、「
人
間
の
高
次
の
﹇h

ig
h
er-g

ra
d
e

｜
引
用
者
注
﹈
傾
向
性
」
は
、

後
者
の
タ
イ
プ
の
傾
向
性
で
あ
る
（p

.44;
p
.51

、
一
部
拙
訳
）。「
高
慢
」
や
「
信
じ
て
い
る
」
こ
と
な
ど
は
、「
斉
一
的
」
に
「
現
実
化
さ
れ

る
」
傾
向
性
で
は
な
い
（p

p
.44

45;
p
p
.51

52
）。「
氷
が
薄
く
危
険
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、「
氷
が
薄
い
と
自
分
自
身
や

他
人
に
言
い
き
か
せ
る
、
他
人
に
よ
る
そ
の
よ
う
な
主
張
に
は
黙
っ
て
従
う
、
そ
れ
と
は
逆
の
主
張
に
対
し
て
は
反
論
す
る
、
氷
が
薄
く
危

険
で
あ
る
と
い
う
命
題
か
ら
諸
々
の
帰
結
を
導
き
出
す
な
ど
の
こ
と
を
躊
躇
な
く
行
な
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（p

p
.134

135;
p
.189

、
一

部
拙
訳
）。

傾
向
﹇ten

d
en
cy

｜
引
用
者
注
﹈
を
述
べ
る
表
現
や
能
力
を
述
べ
る
表
現
」
に
は
、
出
来
事
の
記
述
に
使
用
し
得
な
い
も
の
が
多
数
あ
る
。

た
と
え
ば
、「
弾
力
的
で
あ
る
」
と
い
う
「
潜
在
的
性
質
」
が
「
現
実
化
さ
れ
た
」
出
来
事
の
記
述
は
、「
そ
の
物
体
は
引
き
伸
ば
さ
れ
た
後

な
の
で
収
縮
し
つ
つ
あ
る
」「
突
然
の
衝
撃
で
つ
い
今
し
が
た
撥
ね
返
っ
た
」
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
記
述
に
、「
弾
力
的
で
あ
る
」
と
い

う
語
は
含
ま
れ
な
い
。
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
多
様
な
「
発
現
」
の
記
述
に
用
い
ら
れ
る
語
は
、
そ
の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
「
名
指
す
」

語
と
は
異
な
る
場
合
が
多
い
（p

.118;
p
.164

、
一
部
拙
訳
）。「
傾
向
性
的
性
質
」
を
表
す
語
は
、
実
は
「
一
般
的17

）
な
仮
言
的
諸
命
題
」
の
「
省

略
的
表
現
」
で
あ
る
（p

.85;
p
.113

、
一
部
拙
訳18

）
）。（
す
な
わ
ち
ラ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明19

）
は
、
仮
言
的
諸
言
明
を
概
括

す
る
も
の
で
あ
る
。）
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デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明
は
、「
法
則
」
に
類
似
し
て
い
る20

）
。「
法
則
」
は
「『
可
変
的
』v
a
ria
b
le

」
あ
る
い
は
「『
開
放
的
』o

p
en

」
な
仮

言
言
明
で
あ
り
、
そ
の
条
件
節
に
は
「
い
か
な
る
」「
で
あ
る
と
き
に
は
つ
ね
に
」
な
ど
の
表
現
が
含
ま
れ
る
（p

.120;
p
.168

）。
デ
ィ
ス
ポ

ジ
シ
ョ
ン
言
明
は
、「
特
定
の
物
あ
る
い
は
人
間
に
言
及
」
す
る
の
で
、「
法
則
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
言
明
は
、「
部
分

的
に
『
可
変
的
』﹇
中
略
﹈
な
い
し
『
開
放
的
』」
な
仮
言
言
明
で
あ
る
点
で
、「
法
則
」
に
類
似
し
て
い
る
。「
こ
の
眠
っ
て
い
る
人
は
フ
ラ

ン
ス
語
を
知
っ
て
い
る
と
述
べ
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
彼
が
い
か
な
る
と
き
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
話
し
か
け
ら
れ
て
も
、
あ
る
い
は
い
か
な

る
フ
ラ
ン
ス
語
の
新
聞
を
見
せ
ら
れ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
適
切
に
応
対
し
、
適
切
に
行
為
し
、
あ
る
い
は
そ
の
新
聞
記
事
を
母
国
語
に
正

し
く
翻
訳
す
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（p

.123;
p
.172

、
一
部
拙
訳
）。

ラ
イ
ル
の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明
分
析
を
概
観
し
た
。
次
に
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
を
検
討
し
よ
う
。

ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
殆
ど
の
人
に
と
り
、
外
部
に
現
れ
る
行
動
は
、
心
的
な
活
動
・
状
態
に
つ
い
て
の
言
明

に
関
す
る
最
良
の
﹇
中
略
﹈
入
手
可
能
な
証
拠
を
成
す
こ
と
が
多
い
の
で
、
そ
う
し
た
言
明
は
行
動
に
関
す
る
仮
言
言
明
と
同・
一・
視・
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
」。
ラ
イ
ル
も
、「
言
明
の
意
味
」
と
「
そ
の
検
証
の
唯・
一・
の・
方
法
」
を
同
一
視
し
、
従
っ
て
「
言
明
そ
の
も
の
」
と
「
そ
の
言

明
に
関
す
る
十
分
な
証
拠
と
﹇
中
略
﹈
解
釈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
も
の
」
を
同
一
視
し
て
い
る
（H

a
m
p
sh
ire 1950,

p
.247 21

）
）。
し
か
し
、
こ

の
批
判
に
は
疑
問
が
あ
る
。
ラ
イ
ル
は
、「
理
解
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
あ
な
た
が
こ
れ
こ
れ
の
こ
と
を
す
る

こ
と
が
で
き
、
し
か
じ
か
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
、『
あ
な
た
は
そ
れ
を
理
解
し
た
』の
意・
味・
の
一
部
で
あ
り
、
あ

な
た
が
そ
れ
を
理
解
し
た
か
の
判・
断・
材・
料・

は
、
そ
う
し
た
一
般
仮
言
言
明
の
帰
結
節
を
満
足
す
る
一
連
の
行
動
で
あ
る
」（p

.170

、
拙
訳
）。

ギ
ー
チ
は
、『
心
の
概
念
』
の
中
で
「
動
揺
」
な
ど
に
関
す
る
言
明
が
仮
言
言
明
へ
と
分
析
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
、
身
体
に
関
す
る
言
明
は
定
言
的
で
あ
り
心
に
関
す
る
言
明
は
仮
言
的
で
あ
る
と
い
う
ラ
イ
ル
の
説
と
矛
盾
す
る
、
と
述
べ
て
い
る

（G
ea
ch 1960,

p
.5

）。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
ラ
イ
ル
は
、「
身
体
」
と
「
心
」
と
い
う
二
分
法
に
は
依
拠
し
て
お
ら
ず
、
身
体
に
関
す

る
言
明
は
定
言
的
で
あ
り
心
に
関
す
る
言
明
は
仮
言
的
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
前
述
の
よ
う
に
、
ラ
イ
ル
は「
動
揺
」

に
関
す
る
言
明
を
「
出
来
事
」
に
関
す
る
言
明
と
把
握
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
仮
言
言
明
へ
と
分
析
し
て
い
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

メ
リ
ッ
ク
ス
は
、
ル
イ
ス
の
議
論
に
言
及
し
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
仮
言
言
明
を
結
び
つ
け
る
ラ
イ
ル
の
考
え
を
批
判
す
る
。
ル
イ
ス
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の
議
論
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｜
あ
る
「
割
れ
や
す
い
」
グ
ラ
ス
を
気
に
入
っ
た
魔
法
使
い
が
、
そ
れ
が
叩
か
れ
た
と
き
に
は
直
ち

に
魔
法
を
か
け
て
割
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
決
意
す
る
。
こ
の
場
合
そ
の
グ
ラ
ス
は
、「
割
れ
や
す
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
叩
か
れ
た

と
し
て
も
割
れ
な
い
」（L

ew
is
 
1997,

p
.147 22

）
）。
メ
リ
ッ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
例
は
、「
割
れ
や
す
さ
に
関
す
る
ラ
イ
ル
の
条
件
的
説
明

（co
n
d
itio

n
a
l a
cco

u
n
t

）」
に
対
す
る
反
例
を
成
す
（M

errick
s 2007,

p
.159

）。

ル
イ
ス
の
議
論
に
は
、
し
か
し
、
疑
問
が
あ
る
。
魔
法
使
い
の
決
意
の
下
で
、
そ
の
グ
ラ
ス
に
つ
い
て

叩
か
れ
れ
ば
割
れ
る

と
い
う

仮
言
言
明
は
成
り
立
た
な
い
。
ラ
イ
ル
の
立
場
か
ら
は
、
こ
の
例
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
割
れ
や
す
い
」
グ
ラ
ス
で
は
な
く
、
そ

れ
が
「
叩
か
れ
た
と
し
て
も
割
れ
な
い
」
こ
と
に
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

仮
に
ル
イ
ス
の
議
論
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
ル
イ
ス
が
批
判
す
る
の
は
、「
割
れ
や
す
い
」
を

叩
か
れ
れ
ば
割
れ
る

に
還

元
す
る
よ
う
な
「
単
純
な
条
件
分
析
」
で
あ
る
｜
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
「
条
件
分
析
」
一
般
で
は
な
い
（L

ew
is 1997,p

p
.143

148

）。

ル
イ
ス
自
身
、「
改
良
さ
れ
た
条
件
分
析
」
を
提
示
し
て
い
る
（L

ew
is 1997,p

p
.149

158

）。
そ
し
て
、
実
質
的
に
は
ラ
イ
ル
も
、
デ
ィ
ス

ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明
に
対
応
す
る
仮
言
言
明
を
ど
の
よ
う
に
精
緻
化
す
る
か
に
触
れ
て
い
る
。（
第
三
節
（
一
）
を
参
照
。）
メ
リ
ッ
ク
ス
の
批

判
の
前
提
｜
ラ
イ
ル
が
「
単
純
な
条
件
分
析
」
を
採
用
し
て
い
る
と
い
う
前
提
｜
に
は
問
題
が
あ
る
。

ラ
イ
ル
の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明
分
析
に
対
す
る
批
判
を
検
討
し
て
き
た
。
何
れ
の
批
判
も
、
説
得
力
を
欠
い
て
い
る
。

さ
て
、
ラ
イ
ル
に
よ
る
「
〜
し
得
る
」
の
語
を
含
む
言
明
（
能
力
に
関
す
る
言
明
）
の
分
析
に
は
、「
選
択
」
と
の
関
係
で
、
注
目
す
べ
き

点
が
あ
る
。

ラ
イ
ル
は
、「
失
敗
や
誤
り
を
犯
す
こ
と
を
避
け
得
た
で
あ
ろ
う
」
の
意
味
は
、「
正
し
く
行
う
方
法
を
知
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

あ
る
い
は
正
し
く
行
う
能
力
を
持
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
知
識
や
能
力
を
行
使
し
な
か
っ
た
」
で
あ
る
。
そ
の
人
物
は
「
努
力

を
し
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
努
力
が
足
り
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（p

.70;
p
.92

、
一
部
拙
訳
）。
ま
た
、「
で
き
る
」「
ね
ば
な
ら
な
い
」

等
々
の
「
様
相
語
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「『
も
し

な
ら
ば
』
と
い
う
語
を
含
む
文
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
様
相
表
現
を

含
む
文
に
書
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
逆
も
成
立
す
る
」。「『
も
し

な
ら
ば
』
と
い
う
語
句
と
様
相
語
句
と
の
間
に
は
わ

ず
か
に
文
体
上
の
相
異
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」（p

p
.127

128;
p
p
.177

178

）。
こ
の
よ
う
に
、「
〜
し
得
る
」の
語
を
含
む
言
明
は
、
一
方
で
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知
識
・
能
力
に
関
す
る
言
明
へ
と
、
他
方
で
は
仮
言
言
明
へ
と
言
い
換
え
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
ラ
イ
ル
の
考
え
で
あ
る
。

〜
し
得
る
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を

〜
し
よ
う
と
選
択
す
れ
ば
、
〜
す
る
で
あ
ろ
う

と
解
釈
す
る
立
場
が
あ
る23

）
。
こ
の
立
場
に
従
え

ば
、
前
述
の
「
失
敗
や
誤
り
を
犯
す
こ
と
を
避
け
得
た
で
あ
ろ
う
」
に
対
応
す
る
仮
言
言
明
は
、

失
敗
や
誤
り
を
犯
す
こ
と
を
避
け
よ
う
と

選
択
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
避
け
た
で
あ
ろ
う

で
あ
る
。
ま
た「
フ
ラ
ン
ス
語
を
知
っ
て
い
る
」、
す
な
わ
ち「
フ
ラ
ン
ス
語
を
使
い
得
る
」、

に
対
応
す
る
仮
言
言
明
は
、

フ
ラ
ン
ス
語
を
使
お
う
と
選
択
す
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
使
う
で
あ
ろ
う

で
あ
る
。
し
か
し
ラ
イ
ル
は
、
注

目
す
べ
き
こ
と
に
、「
フ
ラ
ン
ス
語
を
知
っ
て
い
る
」
に
対
応
す
る
仮
言
言
明
の
条
件
節
に
「
選
択
」
を
含
め
て
い
な
い
。（
前
述
の
「
い
か

な
る
と
き
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
話
し
か
け
ら
れ
て
も
、
あ
る
い
は
い
か
な
る
フ
ラ
ン
ス
語
新
聞
を
見
せ
ら
れ
て
も
」
と
い
う
条
件
節
を
参
照
。）

何
故
で
あ
ろ
う
か
。

ラ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、「
い
く
つ
か
の
行
為
の
道
筋
の
う
ち
の
一
つ
を
選
択
す
る
」こ
と
は
、
そ
れ
自
体
、
行
為（「
選
択
す
る
と
い
う
行
為
」）

で
あ
る
（p

.68;
p
p
.88

89

、
一
部
拙
訳
）。
従
っ
て
、「
〜
し
得
る
」
の
語
は
、「
選
択
」
に
付
加
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。「
〜
し
得
る
」

が

〜
し
よ
う
と
選
択
す
れ
ば
、
〜
す
る
で
あ
ろ
う

を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

い
く
つ
か
の
行
為
の
道
筋
の
う
ち
の
一
つ
を
選
択
し
得

る

は

い
く
つ
か
の
行
為
の
道
筋
の
う
ち
の
一
つ
を
選
択
し
よ
う
と
選
択
す
れ
ば
、
い
く
つ
か
の
行
為
の
道
筋
の
う
ち
の
一
つ
を
選
択
す

る
で
あ
ろ
う

を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に

い
く
つ
か
の
行
為
の
道
筋
の
う
ち
の
一
つ
を
選
択
し
よ
う
と
選
択
す
る

こ
と
に
も

「
〜
し
得
る
」
が
付
加
さ
れ
、
と
い
う
よ
う
に
、
無
限
背
進
が
生
じ
て
し
ま
う
。
ラ
イ
ル
は
、
こ
の
点
を
考
慮
し
て
、「
〜
し
得
る
」
の
語
を

含
む
言
明
に
対
応
す
る
仮
言
言
明
の
条
件
節
に
「
選
択
」
を
含
め
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
ラ
イ
ル
は
、「
意
志
作
用
」（v

o
litio

n

）
と

「
い
く
つ
か
の
行
為
の
道
筋
の
う
ち
の
一
つ
を
選
択
す
る
」こ
と
の
同
一
視
を
批
判
す
る
際
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
選
択
す
る
と
い

う
行
為
自
体
が
そ
れ
に
先
立
っ
た
選
択
の
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
無
限
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」

と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
よ
う
な
説
は
採
用
す
べ
き
で
な
い
（p

.68;
p
p
.88

89

、
一
部
拙
訳24

）
）。

最
後
に
、
モ
リ
ス
の
、

能
力
に
関
す
る
言
明

を

仮
言
言
明
を
含
む
言
明

へ
と
分
析
す
る
議
論
を
取
り
上
げ
よ
う
。

モ
リ
ス
は
、「
力
」
を
「
活
性
化
さ
れ
る
か
も
し
れ
ず
、
活
性
化
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」（「
条
件
的
デ
ィ

ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」）」
と
把
握
し
、「
随
意
に
行
使
さ
れ
得
る
力
」
を
「
能
力
（a

b
ility

）」
と
把
握
す
る
（M

o
rriss 2002,

p
p
.24

25 25
）

）。
そ
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の
上
で
、「
能
力
」
を
「
認
識
・
知
識
に
関
わ
ら
な
い
能
力
」「
認
識
・
知
識
に
関
わ
る
能
力
」
及
び
「
認
識
・
知
識
に
関
わ
る
有
効
な
能
力
」

の
三
種
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
「
持
つ
」
こ
と
の
分
析
を
行
っ
て
い
る26

）
。
問
題
は
、
三
種
の
能
力
を
「
持
つ
」
こ
と
何
れ
の
分
析
に
も
、

「
Ｗ
を
行
え
ば
Ｘ
が
結
果
す
る
よ
う
な
Ｗ
（
Ａ
の
一
連
の
基
礎
行
為
）
が
存
在
」
す
る
と
い
う
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。「
基
礎
行

為
」は
、「
他
の
こ
と
を
行
う
こ
と
に
よ
り
遂
行
さ
れ
る
」の
で
は
な
い
行
為
、
あ
る
い
は「
我
々
が
行
う
別
の
こ
と
を
通・
し・
て・
で
は
な
く
我
々

が
行
う
」
行
為
、
と
さ
れ
る
（M

o
rriss 2002,p

.50 27
））。

そ
し
て
、
行
為
者
が
「
基
礎
行
為
」
を
「
行
お
う
と
と
り
か
か
る
（
選
択
す
る
等
）」

こ
と
に
よ
り
「
そ
れ
を
行
い
得・
る・
」
こ
と
は
、「
基
礎
行
為
の
定
義
の
一
部
」
を
成
す
、
と
さ
れ
る
（M

o
rriss 2002,p

.65

）。
従
っ
て
、「
基

礎
行
為
」
の
概
念
に
能
力
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
能
力
を
持
つ
」
こ
と
に
関
す
る
モ
リ
ス
の
分
析
は
、「
能
力
」
を
含
む
「
基
礎

行
為
」
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
循
環
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

本
小
節
で
は
、
ま
ず
、
ラ
イ
ル
の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明
分
析
を
概
観
し
た
。
次
に
、
そ
れ
に
対
す
る
諸
批
判
は
説
得
力
を
欠
い
て
い

る
と
論
じ
た
。
最
後
に
、
能
力
言
明
に
関
す
る
モ
リ
ス
の
分
析
に
は
問
題
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。
か
く
て
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
し
て
の

政
治
的
力
に
関
す
る
言
明
に
つ
い
て
は
、
ラ
イ
ル
に
従
い
仮
言
言
明
に
即
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
妥
当
性
が
あ
ろ
う
。

第
二
節

推
論
、
半

仮
言
言
明

（
一
）
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
「
推
論
の
た
め
の
切
符
」

ラ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明
は
、「
対
象
の
﹇
中
略
﹈
行
為
や
反
応
や
状
態
を
予
測
し
、
遡
及
的
に
推
測
し
、
説
明
し
、

変
様
さ
せ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
許
可
す
る
推
論
の
た
め
の
切
符
」
で
あ
る
（p

.124;
p
.173

、
一
部
拙
訳
）。
こ
こ
で
は
、「
予
測
」、「
遡
及

的
」
な
「
推
測
」、
及
び
「
説
明
」
に
関
す
る
ラ
イ
ル
の
記
述
を
取
り
上
げ
よ
う
。（
こ
れ
ら
に
比
べ
詳
し
い
記
述
の
な
い
「
変
様
さ
せ
る
こ

と
」
に
つ
い
て
は
、
省
略
す
る
。）

ま
ず
、「
予
測
」
と
「
遡
及
的
」
な
「
推
測
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

「
ジ
ョ
ン
・
ド
ー
氏
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
な
ら
ば
、
彼
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
電
報
を
読
ん
だ
と
い
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う
こ
と
か
ら
彼
が
そ
の
意
味
を
了
解
し
た
と
推
論
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
追
加
的
な
切
符
を
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
ま
っ
た
く
必
要
と

し
な
い
の
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
・
ド
ー
氏
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
わ
れ
わ
れ

が
そ
の
よ
う
な
切
符
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
ま
た
、
彼
が
こ
の
電
報
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
期
待
す

る
と
い
う
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
よ
う
な
切
符
を
手
に
し
て
旅
行
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（p

.125;
p
.174

、
一
部
拙
訳28

）
）。
こ
の
例

に
見
ら
れ
る
の
は
、「
ジ
ョ
ン
・
ド
ー
氏
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明
（「
推
論
の
た
め
の
切
符
」）
を

用
い
た
、
彼
は
「
こ
の
電
報
を
理
解
す
る
」
で
あ
ろ
う
と
い
う
「
予
測
」
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
は
「
そ
の
意
味
を
了
解
し
た
」
で
あ
ろ
う
と

い
う
「
遡
及
的
」
な
「
推
測
」
で
あ
る
。

次
に
、「
説
明
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

あ
る
対
象
を
中
心
と
す
る
出
来
事
を
「
説
明
」
す
る
方
法
は
、
二
つ
あ
る
。
第
一
は
、
そ
の
出
来
事
の
原
因
た
る
出
来
事
を
特
定
す
る
こ

と
で
あ
る
。
第
二
は
、
そ
の
対
象
に
つ
い
て
成
り
立
つ
「
一
般
的
な
仮
言
的
命
題
」
を
特
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
石
が
あ
た
っ

た
の
で
そ
の
グ
ラ
ス
は
砕
け
た
と
い
う
説
明
は
、
前
者
の
方
法
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
グ
ラ
ス
は
砕
け
や
す
い
の
で（
石
が
あ
た
っ
た
と
き
）

砕
け
た
と
い
う
説
明
は
、
後
者
の
方
法
を
用
い
て
い
る
。「『
砕
け
や
す
い
』
と
い
う
こ
と
ば
は
傾
向
性
的
形
容
詞
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ

の
グ
ラ
ス
は
砕
け
や
す
い
と
述
べ
る
こ
と
は
そ
の
グ
ラ
ス
に
つ
い
て
あ
る
一
般
的
な
仮
言
的
命
題
を
主
張
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

（p
p
.88

89;
p
.118

、
一
部
拙
訳
）。

あ
る
人
物
が
「
見
知
ら
ぬ
人
に
出
会
っ
た
と
き
に
自
分
の
自
慢
を
し
た
」
こ
と
を
説
明
す
る
際
、
そ
の
人
物
に
「
虚
栄
心
」
が
あ
る
と
述

べ
る
こ
と
は
、「
他
人
の
称
賛
や
羨
望
を
得
る
機
会
が
あ
る
と
き
に
は
つ
ね
に
彼
は
そ
の
称
賛
や
羨
望
を
生
じ
さ
せ
る
と
彼
が
考
え
る
よ
う
な

こ
と
は
何
で
も
行
な
う
」と
い
う
仮
言
命
題
を
述
べ
る
こ
と
で
あ
る
。「
あ
る
特
定
の
行
為
の
動
機29

）
を
あ
る
人
に
帰
属
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、

わ
れ
わ
れ
に
は
見
え
な
い
出
来
事
を
原
因
と
し
て
推
論
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
出
来
事
を
表
わ
す
命
題
を
法
則
類
似
命
題
の
下
へ
包

摂
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
」（p

p
.89

90;
p
p
.119

120

、
一
部
拙
訳
）。

見
知
ら
ぬ
人
に
出
会
っ
た
と
き
に
自
分
の
自
慢
を
し
た
」
こ
と
に
つ
い
て
「
虚
栄
心
」
に
て
ら
し
て
行
う
説
明
が
、
先
述
の
第
一
の
説
明

方
法
を
適
用
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
彼
の
自
慢
の
原
因
は
彼
の
中
に
お
け
る
虚
栄
と
い
う
特
殊
な
感
情
な
い
し
虚
栄
を
は
り
た

― ―11



い
と
い
う
衝
動
の
生
起
で
あ
っ
た
」と
い
う
説
明
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
説
明
が
行
わ
れ
て
も
、「
動
機
の
帰
属
が
正
し
い
か
否
か

と
い
う
こ
と
は
直
接
に
は
テ
ス
ト
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
思
慮
分
別
の
あ
る
人
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
帰
属
は
信
頼
し
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」。
し
か
し
、「
わ
れ
わ
れ
は
実
際
に
他
人
の
動
機
を
見
出
し
て
い
る
」。「
他
人
の
動
機
を
見
出
す
過
程
」は「
帰

納
的
な
過
程
、
も
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
過
程
で
あ
り
、
そ
の
過
程
を
通
じ
、
わ
れ
わ
れ
は
法
則
類
似
命
題
を
確
立
し
、
そ
の
命
題
を
特
定

の
行
為
の
『
理
由
』
と
し
て
適
用
す
る
よ
う
に
な
る
」（p

p
.89

90;
p
p
.119

130

、
一
部
拙
訳30

）
）。

ラ
イ
ル
の
こ
の
よ
う
な
「
説
明
」
論
に
対
し
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
検
討
し
よ
う
。

ラ
イ
オ
ン
ズ
は
、
そ
の
『
ギ
ル
バ
ー
ト
・
ラ
イ
ル
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
著
書
（L

y
o
n
s 1980

）
で
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。『
心
の

概
念
』
は
「
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
発
生
論
的
（g

en
etic

）
説
明
」（「﹇
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
｜
引
用
者
注
﹈
存
在
論
的
に
い
か
な
る
も
の

で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
発
生
す
る
か
の
説
明
」）
を
示
し
て
い
る
、
と
ラ
イ
ル
は
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る31

）
。
し
か
し
実
際
に
は
、
同
書
は
、

「
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
意
味
論
的
説
明
」（「『
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
』と
い
う
語
が
何
を
意
味
す
る
か
、
あ
る
い
は
言
語
的
に
ど
の
よ
う
に

使
用
さ
れ
て
い
る
か
」
の
説
明
）
を
示
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
Ｘ
は
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
Ｙ
を
持
つ
」
は
、「
状
況
Ｃ
が
生

ず
る
と
き
は
い
つ
で
も
、
Ｘ
は
Ｙ
、
あ
る
い
は
｜
Ｙ
と
い
う
タ
イ
プ
に
属
す
る
と
言
い
得
る
｜
Ｍ
、
Ｎ
、
Ｏ
、
Ｐ
と
い
う
様
々
な
こ
と
、
を

行
う32

）
」
を
意
味
す
る
、
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
ば
、
グ
ラ
ス
が
落
と
さ
れ
て
割
れ
た
と
い
う
出
来
事
に
つ
い

て
、
そ
の
グ
ラ
ス
の
割
れ
や
す
さ
に
て
ら
し
た
説
明
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
説
明
は
、
そ
の
グ
ラ
ス
は
落
と
さ
れ
れ

ば
割
れ
る
か
ら
落
と
さ
れ
た
と
き
割
れ
た
、
と
述
べ
る
に
過
ぎ
ず
、「
割
れ
な
い
グ
ラ
ス
を
作
る
」
の
に
役
立
た
な
い
。「
因
果
的
要
因
」
に

着
目
し
て
い
な
い
｜「
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
発
生
論
的
説
明
」を
示
し
て
い
な
い
｜
ラ
イ
ル
の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
論
に
基
づ
く
出
来
事
説

明
は
、「
擬
似
的
」
な
も
の
で
あ
る
。「
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
発
生
論
的
説
明
」
の
一
例
は
、「
船
酔
い
し
や
す
い
こ
と
」
の
、「
内
耳
の
液

体
の
平
衡
失
調
」
と
い
う
因
果
的
要
因
に
て
ら
し
た
説
明
で
あ
る
（L

y
o
n
s 1980,

p
p
.49

51

）。

ラ
イ
オ
ン
ズ
の
批
判
は
、
ラ
イ
ル
の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
論
は
「
因
果
的
要
因
」
に
着
目
し
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
、
ま
た
、
ラ
イ
ル
の

デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
論
に
基
づ
く
出
来
事
説
明
は
「
擬
似
的
」
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
指
摘
か
ら
成
る
。

前
者
の
指
摘
に
類
す
る
こ
と
は
、
他
の
論
者
に
よ
っ
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明
に
ラ
イ
ル
が
対
応
さ
せ
る
仮
言
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言
明
に
は
、
人
あ
る
い
は
物
の
「
内
在
的
性
質
」
へ
の
言
及
が
な
い
（H

a
rre

a
n
d M

a
d
d
en 1975,

p
p
.85

86,
89

90

）、
ラ
イ
ル
の
議
論

に
お
い
て
は
、「
信
念
」（
と
い
う
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
）
の
「
基
盤
」
が
考
察
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
信
念
」
は
「
催
眠
力
」
と
同
じ
よ
う
に
「
謎

生
成
的
（m

y
stery

-m
a
k
in
g

）」
で
あ
る
（L

ev
i a
n
d M

o
rg
en
b
esser 1978 /1964,

p
.404

）、「
信
念
」
の
多
様
な
「
顕
在
化
」
を
引
き

起
こ
す
「
状
態
」
に
、
ラ
イ
ル
は
着
目
し
て
い
な
い
（A

rm
stro

n
g 1973,p

p
.17

18

）、
出
来
事
を
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
て
ら
し
て
説
明

す
る
と
い
う
ラ
イ
ル
の
議
論
に
従
え
ば
、
自
然
科
学
者
は
、
磁
化
さ
れ
た
鉄
片
と
磁
化
さ
れ
て
い
な
い
鉄
片
の
間
の
「
実
在
的
な
違
い
」
を

探
求
す
る
の
で
は
な
く
、
単
に
「
鉄
片
に
対
し
一
定
の
こ
と
が
為
さ
れ
れ
ば
、
一
定
の
仮
言
言
明
が
正
し
く
な
る
」
と
言
え
ば
よ
い
こ
と
に

な
る
（G

ea
ch 1960,

p
.6

）。

最
後
に
挙
げ
た
ギ
ー
チ
（G

ea
ch 1960

）
の
批
判
に
対
し
、
プ
レ
ー
ス
は
、
次
の
よ
う
な
説
得
力
の
あ
る
反
論
を
行
っ
て
い
る
。
確
か
に
、

グ
ラ
ス
の
「
割
れ
や
す
さ
」
や
ア
ヘ
ン
の
「
催
眠
の
性
質
」
を
説
明
す
る
に
は
、
グ
ラ
ス
の
「
分
子
構
造
」
や
ア
ヘ
ン
及
び
脳
の
「
分
子
構

造
」
に
言
及
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
ラ
イ
ル
が
論
じ
て
い
る
の
は
、「
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明
の
意・
味・
」
及
び
「
デ
ィ
ス
ポ
ジ

シ
ョ
ン
言
明
」
を
用
い
て
何
を
説
明
し
得
る
か
で
あ
り
、「
何
が
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明
そ
の
も
の
が
記
述
す
る
事
実
を
説
明
す
る
か
」

で
は
な
い
。
後
者
の
解
明
は
、「
科
学
」
の
課
題
で
あ
る
（P

la
ce 1999,

p
.384

）。
プ
レ
ー
ス
の
反
論
は
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明
の
正

し
さ
を
支
え
る
要
因
を
取
り
上
げ
て
い
な
い
と
い
う
ラ
イ
ル
批
判
一
般
に
対
す
る
反
論
を
成
し
て
い
よ
う
。

後
者
の
指
摘
に
類
す
る
こ
と
も
、
他
の
論
者
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ホ
フ
シ
ュ
タ
ッ
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
電
線
が
電
気
を
通
す
こ
と

は
、
電
線
に
電
気
を
通
す
傾
向
が
あ
る
こ
と
や
電
池
に
電
流
を
生
じ
さ
せ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
か
ら
説
明
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
ラ
イ
ル
の

議
論
で
あ
る
（H

o
fsta

d
ter 1951,p

.268

）。
ギ
ー
チ
は
、
ラ
イ
ル
の
考
え
る
行
動
説
明
を
、「
ア
ヘ
ン
は
、
催
眠
力
（d

o
rm
itiv

e p
o
w
er

）

を
持
つ
の
で
、
人
を
眠
ら
せ
る
」
と
い
う
説
明
と
同
じ
水
準
の
も
の
と
評
し
て
い
る
（G

ea
ch 1960,p

.5

）。
な
お
モ
リ
ス
も
、
ラ
イ
ル
の
「
説

明
」
論
に
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
、
政
治
・
社
会
現
象
の
「
説
明
」
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
「
力
」
は
有
効
な
概

念
で
は
な
い
と
の
結
論
を
下
し
て
い
る
。
カ
ッ
プ
を
床
に
落
と
し
て
そ
れ
が
割
れ
た
こ
と
の
、
そ
の
カ
ッ
プ
の「
割
れ
や
す
さ
」と
い
う
デ
ィ

ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
て
ら
し
た
説
明
は
、
我
々
を
納
得
さ
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。「
割
れ
や
す
い
」
と
い
う
こ
と
は
、「
そ
の
よ
う
に
落
ち
れ
ば
割

れ
る
」と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
落
ち
て
カ
ッ
プ
が
割
れ
る
の
を
見
た
我
々
は
、「
カ
ッ
プ
が
割
れ
や
す
か
っ
た
こ
と
を
知・
っ・
て・
い・
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る・
」。「
何
故
カ
ッ
プ
が
落
と
さ
れ
た
の
か
」
あ
る
い
は
「
一
体
何
故
そ
の
種
の
カ
ッ
プ
は
特
に
割
れ
や
す
い
の
か
」
が
、
我
々
の
知
り
た
い

こ
と
で
あ
る
。
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
て
ら
し
た
上
記
の
説
明
は
、「
そ
れ
が
床
に
落
ち
て
割
れ
た
の
は
、
偶
然
で
は
な
く
、
い
か
な
る
点
で

も
異
常
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、「
割
れ
や
す
さ
」
は
、「
予
測
」
を
行
う
上
で
は
有
効
性
を
持
つ
。
そ

の
カ
ッ
プ
は
落
と
せ
ば
割
れ
る
と
知
っ
て
い
れ
ば
、
我
々
は
そ
れ
を
注
意
深
く
扱
う
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
、「
能
力
及
び
力
に
関
す
る
言
明
」

は
、
予
測
に
は
有
用
で
あ
る
が
、
説
明
に
は
有
用
で
な
い
（M

o
rriss 2002,

p
p
.43

44

）。

出
来
事
を
説
明
す
る
上
で
仮
言
言
明
は
有
効
で
な
い
、
と
い
う
議
論
を
取
り
上
げ
て
き
た
。
そ
う
し
た
議
論
は
、
し
か
し
、
あ
る
対
象
を

中
心
と
す
る
出
来
事
、
そ
の
対
象
、
あ
る
い
は
そ
の
出
来
事
発
生
時
の
状
況
に
つ
い
て
、
情
報
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
グ
ラ
ス
や
カ
ッ
プ
が
割
れ
た
と
き
の
状
況
に
つ
い
て
、
強
引
に
割
ら
れ
た
の
で
は
な
い
等
々
、
情
報
が
豊
富
に
あ
る
と
き
に
は
、

割
れ
や
す
さ
に
て
ら
し
た
説
明
は
有
効
で
な
い
。
し
か
し
、
グ
ラ
ス
や
カ
ッ
プ
が
割
れ
た
こ
と
だ
け
が
知
ら
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
が
割
れ

や
す
い
か
ら
割
れ
た
と
い
う
説
明
も
、
割
れ
に
く
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
強
引
に
割
ら
れ
た
と
い
う
説
明
も
、
成
り
立
つ
余
地
が
あ
る
。
複
数

の
説
明
が
あ
り
得
る
際
、
割
れ
や
す
さ
に
て
ら
し
た
説
明
も
有
効
性
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
。
人
が
ア
ヘ
ン
の
吸
引
を
は
じ
め
様
々
な
行
為

を
行
っ
た
こ
と
及
び
そ
の
後
眠
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ア
ヘ
ン
の
性
質
は
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、「
ア
ヘ
ン
は
、
催

眠
力
を
持
つ
の
で
、
人
を
眠
ら
せ
る
」
と
い
う
説
明
は
空
疎
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
人
物
が
「
見
知
ら
ぬ
人
に
出
会
っ
た
と
き

に
自
分
の
自
慢
を
し
た
」
場
合
、
そ
の
人
物
が
自
慢
を
す
る
様
子
、
そ
の
と
き
の
状
況
、
あ
る
い
は
そ
の
人
物
の
普
段
の
行
動
様
式
に
つ
い

て
情
報
が
豊
富
で
あ
れ
ば
、「
虚
栄
心
」
に
て
ら
し
た
説
明
は
有
効
性
を
持
た
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
見
知
ら
ぬ
人
に
出
会
っ
た

と
き
に
自
分
の
自
慢
を
し
た
」
こ
と
だ
け
が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、「
虚
栄
心
」
に
て
ら
し
て
行
う
説
明
も
、
何
ら
か
の
計
算
に
基
づ

い
て
い
た
と
い
う
説
明
も
、
成
り
立
つ
余
地
が
あ
る
。
複
数
の
説
明
が
あ
り
得
る
際
、「
虚
栄
心
」に
て
ら
し
た
説
明
も
有
効
性
を
持
つ
で
あ

ろ
う
。

以
上
、
ラ
イ
ル
の
「
説
明
」
論
に
対
す
る
ラ
イ
オ
ン
ズ
ら
の
批
判
に
問
題
が
あ
り
、「
能
力
及
び
力
に
関
す
る
言
明
」
は
説
明
に
は
有
用
で

な
い
と
い
う
モ
リ
ス
の
議
論
に
も
問
題
が
あ
る
、
と
指
摘
し
た
。
し
か
し
モ
リ
ス
は
、「
そ・
も・
そ・
も・
我
々
は
何
故
『
力
』
を
使
用
す
る
の
か
。

力
の
概
念
に
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
さ
せ
た
い
の
か
」
と
い
う
問
い
を
立
て
（M

o
rriss 2002,

p
.36

）、
能
力
概
念
が
有
用
性
を
持
つ
コ
ン
テ
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ク
ス
ト
に
つ
い
て
重
要
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

モ
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
能
力
概
念
は
、「
実
践
的
」「
道
徳
的
」「
評
価
的
」
の
三
つ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
有
用
性
を
持
つ
。

実
践
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
で
提
起
さ
れ
る
問
い
は
、「
私
は
何
を
為
し
得
る
か
」「
あ
な
た
は
私
の
た
め
に
何
を
為
し
得
る
か
」「
あ
な
た

は
私
に
対
し
て
何
を
為
し
得
る
か
」
で
あ
る
（M

o
rriss 2002,

p
.46

）。
た
と
え
ば
、
買
収
者
は
、
相
手
が
買
収
者
の
望
む
こ
と
を
確
実
に

行
う
能
力
を
持
つ
か
を
問
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
の
能
力
は
、「
認
識
・
知
識
に
関
わ
る
有
効
な
能
力
」
で
あ
る
。
ま
た
、
兵
器
の
偶
発
的

爆
発
を
危
惧
す
る
者
は
、
兵
士
が
誤
っ
て
爆
発
事
故
を
引
き
起
こ
す
能
力
を
持
つ
か
を
問
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
の
能
力
は
、「
認
識
・
知

識
に
関
わ
ら
な
い
能
力
」
で
あ
る
（M

o
rriss 2002,

p
p
.54

55

）。

道
徳
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
で
提
起
さ
れ
る
問
い
は
、「
あ
な
た
は
そ
れ
（
た
と
え
ば
犯
罪
）
を
為
し
得
た
か
」「
あ
な
た
は
そ
れ
（
た
と
え

ば
災
害
）
を
防
ぎ
得
た
か
」
で
あ
る
（M

o
rriss 2002,

p
.46

）。
殺
人
の
罪
に
問
わ
れ
た
者
が
行
う
最
も
有
効
な
弁
明
は
、
被
害
者
を
撃
つ

こ
と
は
自
分
の
射
撃
技
術
の
不
足
の
た
め
不
可
能
だ
っ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
被
害
者
を
撃
つ
こ
と
は
根
本
的
に
自
分
の
能
力
を
超
え

る
こ
と
だ
っ
た
（
被
害
者
を
撃
つ
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
よ
う
な
自
分
の
基
礎
行
為
は
、
存
在
し
な
か
っ
た
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ

の
場
合
の
能
力
は
、「
認
識
・
知
識
に
関
わ
ら
な
い
能
力
」
で
あ
る
。
ま
た
、（
消
火
器
を
備
え
た
）
ビ
ル
の
火
事
を
防
が
な
か
っ
た
者
が
行

う
有
効
な
弁
明
は
、
消
火
器
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
火
事
を
防
ぐ
能
力
を
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の

能
力
は
、「
認
識
・
知
識
に
関
わ
る
能
力
」
で
あ
る
（M

o
rriss 2002,

p
p
.54

55

）。

「
評
価
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト33

）
」で
提
起
さ
れ
る
問
い
は
、「
こ
こ
で
の
力34

）
の
分
布
と
量
は
、
ど
の
程
度
妥
当
な
も
の
か
」で
あ
る（M

o
rriss 2002,

p
.46

）。
評
価
の
対
象
は
、
行
為
者
で
は
な
く
、「
社
会
」「
社
会
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
る
。
評
価
の
基
準
は
、
そ
れ
ら
が
「
市
民
に
他
者
の
力
か

ら
の
自
由
を
与
え
る
度
合
い
」
及
び
「
市
民
が
自
分
の
必
要
あ
る
い
は
欲
求
を
満
た
す
力
を
持
つ
度
合
い
」
で
あ
る
。
前
者
の
度
合
い
が
高

く
て
も
、
後
者
の
度
合
い
が
高
い
と
は
限
ら
ず
、
両
者
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
者
の
度
合
い
が
低
け
れ
ば
、
市
民
は
「
支
配

さ
れ
て
い
る
」。
後
者
の
度
合
い
が
低
け
れ
ば
、
市
民
は
「
無
力
で
あ
る
」（M

o
rriss 2002,

p
p
.x
iv
,
40

41

）。

能
力
概
念
｜
従
っ
て
能
力
言
明
｜
が
有
用
性
を
持
つ
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
関
す
る
モ
リ
ス
の
議
論
を
概
観
し
た35

）
。
能
力
言
明
に
関
す
る
モ
リ

ス
の
理
解
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
能
力
言
明
に
関
す
る
ラ
イ
ル
の
理
解
を
前
提
し
た
場
合
に
も
、
こ
れ
ら
の
コ
ン
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テ
ク
ス
ト
を
設
定
可
能
で
あ
る
か
、
ま
た
こ
れ
ら
以
外
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
も
設
定
可
能
で
あ
る
か
、
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
ろ

う
。本

小
節
で
は
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明
を
「
推
論
の
た
め
の
切
符
」
と
と
ら
え
る
ラ
イ
ル
の
議
論
を
紹
介
し
た
。
ま
た
、
ラ
イ
ル
の
「
説

明
」
論
に
対
す
る
諸
批
判
に
は
問
題
が
あ
る
と
論
じ
た
。
さ
ら
に
、
能
力
概
念
が
有
用
性
を
持
つ
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
示
そ
う
と
す
る
、
モ
リ

ス
の
注
目
す
べ
き
議
論
を
取
り
上
げ
た
。
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
政
治
的
力
に
関
す
る
言
明
を
「
推
論
の
た
め
の
切
符
」
と
し
て
扱

う
と
い
う
視
点
、
ま
た
、
そ
う
し
た
言
明
を
用
い
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
明
確
に
す
る
と
い
う
視
点
、
は
重
要
な
も
の
と
言
え
よ
う
。

（
二
）
半

仮
言
言
明

ラ
イ
ル
は
、
出
来
事
記
述
と
仮
言
言
明
の
両
者
を
含
む
、
複
雑
な
種
類
の
言
明
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

﹇
鳥
が
｜
引
用
者
注
﹈
ア
フ
リ
カ
の
方
向
へ
飛
ん
で
行
く
」
は
、
出
来
事
の
記
述
で
あ
る
。「
渡
り
鳥
で
あ
る
」
は
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン

の
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
、「
渡
っ
て
い
る
」
は
、「
渡
り
鳥
で
あ
る
」
と
い
う
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
言
及
し
つ
つ
出
来
事
を
記
述

し
て
い
る
（p

.142;
p
.200

）。

最
終
列
車
に
乗
り
遅
れ
た
の
は
、
い・
か・
に・
も・
君・
ら・
し・
い

・

36
）

」
と
い
う
非
難
に
は
、「
部
分
的
に
満
足
さ
れ
た
開
放
仮
言
言
明
」
が
含
ま
れ
て

い
る
。「
最
終
列
車
に
乗
り
遅
れ
た
」
こ
と
に
よ
り
部
分
的
に
満
足
さ
れ
た
「
開
放
仮
言
言
明
」
と
は
、
彼
は
「
最
終
列
車
」
に
乗
ろ
う
と
思
っ

た
の
で
あ
れ
ば
、「
乗
り
遅
れ
た
」
で
あ
ろ
う
、「
彼
は
、
公
衆
電
話
ボ
ッ
ク
ス
に
行
っ
た
の
で
あ
れ
ば
﹇
中
略
﹈
必
要
な
小
銭
が
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
」、「
彼
は
、
手
紙
を
投
函
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
れ
ば
﹇
中
略
﹈
最
後
の
回
収
の
時
刻
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
等
々

を
一
括
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
非
難
は
、
そ
の
人
物
が
乗
り
遅
れ
た
こ
と
が
「
予
想
さ
れ
得
た
種
々
の
こ
と
の
う
ち
の
一
つ
に

過
ぎ
な
い
」と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
君
が
そ
う
い
う
こ
と
を
し
た
の
は
、
い・
か・
に・
も・
君・
ら・
し・
い・
」の
よ
う
な
言
明
は
、「
半

仮
言
的
」

な
言
明
あ
る
い
は
「
雑
種
的
定
言
言
明
」
で
あ
る
（p

.141

、
拙
訳37

）
）。

半

仮
言
的
」
な
言
明
は
、「
あ
る
点
に
お
い
て
は
生
の
事
実

b
ru
te fa

ct

に
関
す
る
言
明
に
似
て
い
る
が
、
他
の
点
に
お
い
て
は
推
論

許
可
証
に
似
て
い
る
」。
そ
れ
は
「
叙
述
的
で
あ
り
、
説
明
的
で
あ
り
、
条
件
付
き
で
予
測
的
」
で
あ
る
。「
定
言
的
言
明
の
例
と
し
て
通
常
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挙
げ
ら
れ
る
も
の
の
多
く
」
は
、
実
は
半

仮
言
的
な
も
の
で
あ
る
（p

.141;
p
p
.199

200

）。

半

仮
言
言
明
は
、
出
来
事
の
説
明
に
用
い
ら
れ
得
る
。「
な
ぜ
そ
の
鳥
は
南
へ
飛
ん
で
行
く
の
か
」と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
、

「
そ
れ
は
渡
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」は
適
切
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
答
え
は
、
そ
の
鳥
が
南
へ
飛
ん
で
行
く
と
い
う
出
来
事
を
、
半

仮
言

言
明
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。「
渡
る
と
い
う
過
程
は
南
へ
飛
ん
で
行
く
と
い
う
過
程
と
異
な
る
過
程
で
は
な
い
」。
従
っ
て
、
前
者
が
後

者
の
原
因
を
成
す
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、「
渡
っ
て
い
る
」
は
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
記
述
で
は
な
い
。
半

仮
言
言
明
に
基
づ
く
説
明
は
、

原
因
を
特
定
す
る
説
明
と
も
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
特
定
す
る
説
明
と
も
異
な
っ
て
い
る
（p

.142;
p
.201 38

）
）。

ラ
イ
ル
の
「
半

仮
言
言
明
」
論
に
対
す
る
批
判
を
検
討
し
よ
う
。

言
明
を
、
出
来
事
を
記
述
す
る
言
明
と
仮
言
言
明
に
分
類
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
仮
言
言
明
を
含
む
出
来
事
記
述
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設

定
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
、
と
い
う
批
判
が
あ
る
（W
rig
h
t 1959,

p
.9

）。
ラ
イ
ル
は
「
そ
の
鳥
は
渡
っ
て
い
る
」
を
「
出
来
事
の
報
告
」

と
呼
ん
で
い
る
（p

.142;
p
.201

、
一
部
拙
訳
）
の
で
、
こ
の
批
判
は
妥
当
性
を
持
つ
よ
う
に
見
え
る
。
ラ
イ
ル
は
、
し
か
し
、
次
の
よ
う
に

も
述
べ
て
い
る
。「『
定
言
的
で
あ
る
か
あ
る
い
は
仮
言
的
で
あ
る
か
の
い・
ず・
れ・
か・
一・
方・
』
と
い
う
論
理
学
者
の
対
比
に
は
多
少
誇
張
が
あ
る

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
こ
の
対
の
間
に
存
在
す
る
深
い
亀
裂
に
架
橋
す
る
作
業
を
ま
さ
に
行
な
う
よ
う
な
言
明
の
集
合

を
扱
う
べ
き
な
の
で
あ
る
」（p

.140;
p
p
.198

199
）。（
こ
の
後
に
、
先
に
引
用
し
た
、「
半

仮
言
的
」
な
言
明
は
「
叙
述
的
で
あ
り
、
説
明

的
で
あ
り
、
条
件
付
き
で
予
測
的
」
で
あ
る
と
い
う
箇
所
（p

.141;
p
p
.199

200

）
が
続
く
。）
従
っ
て
、
ラ
イ
ル
の
「
半

仮
言
言
明
」
論
に

お
い
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
叙
述
・
説
明
・
予
測
の
各
側
面
を
持
つ
言
明
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
仮
言
言
明
を
含
む
出
来
事
記

述
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
い
、
と
解
釈
し
得
よ
う
。

ま
た
、
出
来
事
記
述
と
仮
言
言
明
の
区
別
自
体
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
批
判
も
あ
る
。
ラ
イ
ル
は
、
定
言
言
明
の
例
と
し
て
「
ジ
ョ
ン
・

ド
ー
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
話
し
て
い
る
」
を
挙
げ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
半

仮
言
言
明
で
あ
る
。
こ
の
言
明
に
は
、「
も
し
ｘ
が
フ
ラ
ン
ス
語

を
理
解
し
、
ジ
ョ
ン
・
ド
ー
の
話
し
を
注
意
深
く
聴
い
て
い
れ
ば
、
ｘ
が
ジ
ョ
ン
・
ド
ー
の
言
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
蓋
然
性
は

高
い
」
と
い
う
仮
言
言
明
が
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
純
粋
な
定
言
言
明
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
叙
述
と
推
論
許
可

の
区
別
（
ラ
イ
ル
が
強
調
す
る
区
別
）
も
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
（H

o
fsta

d
ter 1951,

p
.266 39

）
）。
仮
に
、
純
粋
な
定
言
言
明
の
例
を
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挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
主
張
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
ラ
イ
ル
が
「
叙
述
」
を
例
示
し
て
い
る
の
は
妥
当
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
叙
述
と
推
論
許
可
の
概
念
的
区
別
自
体
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の

批
判
自
体
、（
そ
う
し
た
区
別
を
前
提
す
る
）
半

仮
言
言
明
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
成
り
立
つ
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

本
小
節
で
は
、
ラ
イ
ル
が
出
来
事
記
述
・
説
明
・
予
測
の
各
側
面
を
持
つ
半

仮
言
言
明
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
け
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
ラ
イ
ル
に
従
え
ば
、
政
治
的
力
の
「
行
使
」「
掌
握
」
等
々
に
関
す
る
言
明
（「
は
じ
め
に
」
を
参
照
）
は
、
半

仮
言
言
明
で
あ
り
、

仮
言
的
諸
言
明
を
概
括
し
た
言
明
に
出
来
事
記
述
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
へ
と
分
析
し
得
よ
う
。

第
三
節

課
題
と
含
意

（
一
）
仮
言
言
明
の
精
緻
化

デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明
に
対
応
す
る
仮
言
言
明
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
精
緻
化
す
る
か
と
い
う
課
題
が
あ
る
（C

h
o
i a
n
d

 
F
a
ra 2014

を
参
照
）。
ラ
イ
ル
の
議
論
に
は
仮
言
言
明
の
精
緻
化
に
関
わ
る
部
分
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
取
り
上
げ
よ
う
。

前
述
の
よ
う
に
ラ
イ
ル
は
、「
こ
の
眠
っ
て
い
る
人
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
言
明
を
、
た
と
え
ば
「
彼
は
、
い
か
な
る
と

き
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
話
し
か
け
ら
れ
て
も
、
あ
る
い
は
い
か
な
る
フ
ラ
ン
ス
語
新
聞
を
見
せ
ら
れ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
適
切
に
応
対
し
、

適
切
に
行
為
し
、
あ
る
い
は
そ
の
新
聞
記
事
を
母
国
語
に
正
し
く
翻
訳
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
言
明
へ
と
分
析
し
て
い
る
（
第
一
節
（
二
）

を
参
照
）。
ま
た
ラ
イ
ル
は
、「
た
と
え
ば
彼
が
眠
気
を
催
し
て
い
る
と
き
、
上
の
空
の
と
き
、
酔
っ
て
い
る
と
き
、
あ
る
い
は
恐
慌
状
態
に

あ
る
と
き
な
ど
に
彼
が
適
切
に
反
応
し
な
い
の
を
見
た
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、
彼
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
言

明
を
撤
回
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（p

p
.123

124;
p
.172

）。

こ
う
し
た
議
論
を
手
が
か
り
に
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明
に
対
応
す
る
仮
言
言
明
の
精
緻
化
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。「
眠
気
を
催
し
て
い

る
」等
々
の
場
合
に
着
目
し
て
、

い
か
な
る
フ
ラ
ン
ス
語
新
聞
を
見
せ
ら
れ
て
も
、
そ
の
新
聞
記
事
を
母
国
語
に
正
し
く
翻
訳
す
る
で
あ
ろ

う

を
精
緻
化
す
れ
ば
、

い
か
な
る
フ
ラ
ン
ス
語
新
聞
を
見
せ
ら
れ
て
も
、
眠
気
を
催
し
て
お
ら
ず
、
上
の
空
で
な
く
、
酔
っ
て
お
ら
ず
、
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恐
慌
状
態
に
陥
っ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
新
聞
記
事
を
母
国
語
に
正
し
く
翻
訳
す
る
で
あ
ろ
う

と
な
る
。
要
す
る
に
、

い
か
な
る

フ
ラ
ン
ス
語
新
聞
を
見
せ
ら
れ
て
も
、
平
常
状
態
に
あ
れ
ば
、
そ
の
新
聞
記
事
を
母
国
語
に
正
し
く
翻
訳
す
る
で
あ
ろ
う

で
あ
る
。

デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
関
わ
る
仮
言
言
明
に
は
、「
注
意
を
払
う
」と
い
う
要
素
を
含
め
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
ル
は
、
あ
る
少

年
が
「
本
結
び
の
結
び
方
を
知
っ
て
」
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
本
結
び
の
か
わ
り
に
立
結
び
を
結
ん
で
し
ま
っ
た
」
と
い
う
ケ
ー
ス
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
。「
彼
は
こ
の
ロ
ー
プ
で
本
物
の
本
結
び
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
、
自
分
の
行
な
っ
て
い
る
こ
と
に
い
っ
そ
う
注
意
を
払
っ
て

い
た
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
そ
れ
を
結
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
か
の
失
敗
は
彼
が
そ
の
結
び
方
を
知
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
正

し
く
結
ば
な
か
っ
た
が
た
め
に
彼
の
責
任
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
」（p

.71;
p
p
.93

94

、
一
部
拙
訳
）。（
こ
の
議
論
を
敷
衍
す
れ
ば
、
次
の
よ
う

に
な
る
。
そ
の
少
年
に
つ
い
て

彼
が
こ
の
ロ
ー
プ
で
本
物
の
本
結
び
を
結
ぶ
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
な
ど
の
場
合
、
充
分
な
注
意
を
払
う
な

ら
ば
、
本
物
の
本
結
び
を
結
ぶ
で
あ
ろ
う

と
い
う
仮
言
言
明
が
成
り
立
っ
て
い
た
が
、
彼
は
充
分
な
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ

を
結
ば
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
彼
の
失
敗
に
つ
い
て
、
自
分
に
責
任
が
あ
る
と
さ
れ
た
。）ラ
イ
ル
は
、
実
質
的
に
、
能
力
に
関
わ
る
仮
言
言

明
に
「
注
意
を
払
」
う
と
い
う
要
素
を
含
め
て
い
る
。
こ
の
要
素
及
び
平
常
状
態
に
着
目
す
れ
ば
、「
フ
ラ
ン
ス
語
を
知
っ
て
い
る
」
に
対
応

す
る
一
つ
の
仮
言
言
明
は
、

い
か
な
る
フ
ラ
ン
ス
語
新
聞
を
見
せ
ら
れ
て
も
、
平
常
状
態
に
あ
れ
ば
、
か
つ
自
分
の
行
っ
て
い
る
こ
と
に
充

分
な
注
意
を
払
え
ば
、
そ
の
新
聞
記
事
を
母
国
語
に
正
し
く
翻
訳
す
る
で
あ
ろ
う

で
あ
る
。

以
上
、
平
常
状
態
及
び
注
意
を
払
う
こ
と
に
関
す
る
ラ
イ
ル
の
議
論
を
取
り
上
げ
た
。
ラ
イ
ル
は
、
そ
れ
ら
を
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明

に
対
応
す
る
仮
言
言
明
に
導
入
す
る
｜
そ
う
し
た
仮
言
言
明
を
精
緻
化
す
る
｜
余
地
が
あ
る
と
認
め
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。

デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明
に
対
応
す
る
仮
言
言
明
の
精
緻
化
と
の
関
連
で
、「
能
力
」
と
「
機
会
」
の
区
別
に
関
す
る
ラ
イ
ル
の
議
論
も
取

り
上
げ
よ
う
。
ラ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、
登
校
す
る
少
年
が
普
段
の
よ
う
に
家
を
出
て
バ
ス
に
乗
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
バ
ス
の
故
障
の
た
め

遅
刻
し
た
場
合
、
そ
の
少
年
に
責
任
は
な
い
。
彼
に
は
始
業
に
間
に
合
う
よ
う
登
校
す
る
「
能
力
」
は
あ
っ
た
が
、
当
日
そ
の
能
力
を
発
揮

す
る
「
機
会
」
が
欠
け
て
い
た
（p

.72;
p
p
.94

95

）。
ま
た
、
注
意
不
足
の
た
め
少
年
が
立
結
び
を
結
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
に
つ
い

て
、
ラ
イ
ル
は「
彼
の
手
に
は
外
的
強
制
力
が
加
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
」「
彼
が
正
し
く
結
ぶ
の
を
妨
げ
る
よ
う
な
こ
と
を
行
な
っ
て
い
た

人
は
誰
も
い
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（p

.71;
p
.93

）。
こ
の
場
合
は
、
少
年
に
そ
の
「
能
力
」
を
発
揮
す
る
「
機
会
」
が
あ
っ
た
と
い
う
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こ
と
に
な
る
。

ラ
イ
ル
は
、「
機
会
」を
ど
の
よ
う
に
概
念
化
す
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
重
要
で
あ
る
。
あ

る
要
素
が
「
機
会
」
に
含
ま
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明
に
対
応
す
る
仮
言
言
明
に
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
デ
ィ
ス

ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明
に
対
応
す
る
仮
言
言
明
を
ど
の
よ
う
に
精
緻
化
す
る
か
は
、「
機
会
」
の
概
念
に
影
響
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

機
会
」
の
概
念
化
に
関
連
す
る
議
論
を
、
モ
リ
ス
が
展
開
し
て
い
る
。

モ
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
能
力
言
明
の
「
分・
析・
」
を
成
す
条
件
文
と
、
能
力
言
明
を
「
よ
り
正
確
」
に
す
る
条
件
文
は
、
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。「
こ
こ
に
本
が
あ
れ
ば
、
私
は
そ
れ
を
読
む
で
あ
ろ
う
」
は
、
前
者
の
例
で
あ
る
。「
十
分
な
光
が
あ
れ
ば
、
私
は
読
み
得
る
」

は
、
後
者
の
例
で
あ
る
。「
十
分
な
光
が
あ
れ
ば
」
は
、「
私
の
読
む
能
力
」
に
対
す
る
「
制
約
」
を
述
べ
て
い
る
（M

o
rriss 2002,

p
p
.61

62

）。
こ
う
し
た
議
論
に
従
え
ば
、「
機
会
」
は
、
能
力
言
明
を
「
よ
り
正
確
」
に
す
る
条
件
文
の
条
件
節
で
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。

モ
リ
ス
の
議
論
に
は
、
し
か
し
、
問
題
が
あ
る
。「
十
分
な
光
が
あ
れ
ば
」
を
「
私
の
読
む
能
力
」
に
関
す
る
分
析
の
一
部
と
す
る
見
解
も
、

成
り
立
ち
得
る
の
で
は
な
い
か
。（
た
と
え
ば
、

こ
こ
に
本
が
あ
れ
ば
、
そ
し
て
十
分
な
光
が
あ
れ
ば
、
私
は
そ
れ
を
読
む
で
あ
ろ
う

を
、

能
力
言
明
の
分
析
を
成
す
条
件
文
と
と
ら
え
得
る
の
で
は
な
い
か
。）そ
う
し
た
見
解
を
排
除
す
る
理
由
を
、
モ
リ
ス
は
示
し
て
い
な
い
。「
機

会
」
概
念
を
明
確
化
す
る
上
で
は
、
二
種
の
条
件
文
の
区
別
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

本
小
節
で
は
、
ラ
イ
ル
及
び
モ
リ
ス
の
議
論
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明
に
対
応
す
る
仮
言
言
明
の
精
緻
化
と
い
う
課

題
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
う
し
た
精
緻
化
は
「
機
会
」
概
念
の
明
確
化
を
伴
う
こ
と
、
を
指
摘
し
た
。
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
政

治
的
力
に
関
す
る
言
明
の
、
仮
言
言
明
（
あ
る
い
は
半

仮
言
言
明
）
へ
の
分
析
に
は
、
解
決
す
べ
き
課
題
が
あ
る
。

（
二
）
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
概
念
の
機
能

「
虚
栄
心
」
に
関
す
る
ラ
イ
ル
の
分
析
に
お
い
て
、

虚
栄
心
が
あ
る

に
対
応
す
る
仮
言
言
明
に
、「
虚
栄
心
」
の
語
は
含
ま
れ
て
い
な

い
。
仮
言
言
明
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、「
他
人
の
称
賛
や
羨
望
を
得
る
機
会
」「
称
賛
や
羨
望
を
生
じ
さ
せ
る
と
彼
が
考
え
る
よ
う
な
こ
と
」
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な
ど
の
語
句
で
あ
る
（
第
二
節
（
一
）
を
参
照
）。「
虚
栄
心
」
の
語
は
、
仮
言
的
諸
言
明
を
「
省
略
的
」
に
表
現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る

に
過
ぎ
な
い
（
第
一
節
（
二
）
を
参
照
）。

以
上
を
一
般
化
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
｜
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明
は
仮
言
的
諸
言
明
を
概
括
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
仮
言
的

諸
言
明
に
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
概
念
は
含
ま
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
の
一
つ
の
含
意
は
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
概
念
は
何
ら
か
の
対
象
を
指
示

す
る
機
能
を
持
た
ず
、
従
っ
て
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明
は
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
い
う
対
象
に
関
す
る
言
明
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で

あ
ろ
う40

）
。

ラ
イ
ル
に
つ
い
て
論
じ
た
文
献
で
、
こ
う
し
た
含
意
に
言
及
し
て
い
る
も
の
を
、
発
表
さ
れ
た
順
に
挙
げ
よ
う
。
但
し
何
れ
も
、
デ
ィ
ス

ポ
ジ
シ
ョ
ン
概
念
が
仮
言
的
諸
言
明
を
「
省
略
的
」
に
表
現
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
と
い
う
ラ
イ
ル
の
議
論
に
は
、
着
目
し
て
い
な
い
。

ラ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、「
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
文
が
存
在
物（en

tities

）の
存
在
あ
る
い
は
出
来
事
の
生
起
を
主
張
し
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、

誤
り
で
あ
る
」。「
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
は
、「
存
在
物
」
で
は
な
い
（H

o
fsta

d
ter 1951,

p
.265

）。

デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
心
的
原
因
と
取
り
違
え
る
、あ
る
い
は
仮
言
言
明
を
定
言
言
明
と
取
り
違
え
る
｜
ラ
イ
ル
が
批
判
す
る
｜
誤
り
は
、

「
修
飾
表
現
」
を
「
指
示
表
現
」
と
取
り
違
え
る
誤
り
で
あ
る
（B

esto
r 1979,

p
p
.236

237

）。

ラ
イ
ル
は
、「
心
的
行
為
語
の
意
味
に
関
す
る
非
表
示
的
（n

o
n
-d
en
o
ta
tio
n
a
l

）
理
論
」
に
依
拠
し
て
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
心
に
関
す

る
文
の
意
味
は
、
そ
う
し
た
文
を
構
成
す
る
心
的
行
為
語
に
よ
る
表
示
の
関
数
で
は
な・
い・
。
心
に
関
す
る
文
﹇
中
略
﹈
を
構
成
す
る
語
は
、

表
示
の
た
め
の
も
の
で
は
な・
い・
」（P

a
rk 1994,

p
p
.267,

282
）。

心
的
な
語
に
関
す
る
ラ
イ
ル
の
立
場
は
、「
非
指
示
論
（irreferen

tia
lism

）」
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
心
的
な
語
は
何
か
を
指
示
す
る

よ
う
に
機
能
す
る
、
と
考
え
た
い
と
い
う
誘
惑
」
に
抵
抗
す
べ
き
で
あ
る
。「
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
語
」
は
、「
指
示
的
」
な
も
の
で
は
な
く
、

「『
推
論
の
た
め
の
切
符
』
の
一
部
分
」
で
あ
る
（R

ey 1997,
p
p
.141,

152
）。

『
心
の
概
念
』
の
中
で
ラ
イ
ル
は
、「
知
識
」「
意
志
」「
感
情
」「
記
憶
」
な
ど
、「
伝
統
的
に
名
詞
化
さ
れ
て
き
た
述
語
（
及
び
発
話
の
そ

の
他
の
部
分
）」
を
利
用
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
語
は
、「
文
の
主
語
の
位
置
」
に
置
か
れ
「
議
論
の
焦
点
」
と
な
る

と
き
は
、「『
勤
務
し
て
い
な
い
（o

ff d
u
ty

）』」。「
述
語
（
及
び
発
話
の
そ
の
他
の
部
分
）」
が
「『
勤
務
し
て
い
る
（o

n d
u
ty

）』」
の
は
、
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「
無
生
物
あ
る
い
は
生
物
」
が
「
文
の
主
語
の
位
置
」
に
置
か
れ
る
と
き
で
あ
る
（P
la
ce 1999,

p
p
.375

376

）。

心
的
概
念
の
対
象
は
﹇
心
身
二
元
論
の
考
え
に
反
し
｜
引
用
者
注
﹈
実・
は・
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
示
す
」
こ
と
は
、
ラ
イ
ル
の
議

論
と
は
無
縁
で
あ
る
。「
能
力
」
と
い
う
語
は
、「
も
の
」
を
「
表
す
」
こ
と
に
基
づ
い
て
、
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
。
彼
の
議
論
か
ら
、

能
力
」と
い
う
語
に
対
応
す
る
「
存
在
論
的
な
も
の
（item

s

）」
に
対
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
生
じ
な
い
（L

iv
in
g
sto
n 2004,p

.253 n
.

32

）。ラ
イ
ル
の
議
論
に
、「
心
的
概
念
の
対
象
は
、
実
際
は
何
で
あ・
る・
か・
」に
つ
い
て
の
考
察
は
含
ま
れ
な
い
。
彼
の
議
論
が
示
す
の
は
、
能
力
・

知
識
な
ど
、「
デ
カ
ル
ト
主
義
的
な
理
論
家
が
存
在
す
る
と
言
う
よ
う
な
も
の
の
存
在
を
、
我
々
は
信
ず
る
必
要
は
な
い
」と
い
う
こ
と
で
あ

る
（L

iv
in
g
sto
n 2004,

p
p
.125,

253 n
.32

）。

物
の
力
」
は
「
物
に
何
が
起
こ
る
か
、
何
が
起
こ
り
得
る
か
、
に
関
す
る
事
実
」
に
還
元
さ
れ
る
、
と
い
う
「
因
果
的
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
」

の
考
え
は
、
ラ
イ
ル
の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
論
に
類
似
す
る
（W

h
ittle 2009,

p
.268

）。

ラ
イ
ル
に
と
り
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明
に
対
応
す
る
仮
言
言
明
（
た
と
え
ば
「
こ
の
角
砂
糖
は
、
水
に
入
れ
ら
れ
れ
ば
溶
け
る
」）
は
、

物
に
性
質
を
帰
属
さ
せ
る
言
明
で
は
な
い
（B

ird 2012,
p
.733

）。

以
上
、
ラ
イ
ル
の
議
論
の
｜
前
述
の
｜
含
意
に
言
及
す
る
文
献
を
紹
介
し
た
。

さ
て
、
ラ
イ
ル
は
一
見
そ
う
し
た
含
意
と
整
合
し
な
い
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。
行
為
は
、「
力
や
傾
向
」
の
「
行
使
」
で
あ
る
（p

.51;
p
.62

）。

あ
る
人
の
行
為
が
知
的
な
も
の
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
我
々
は「
行
為
そ
の
も
の
を
超
え
て
そ
れ
以
上
の
も
の
を
見
る
」。
す
な

わ
ち
、「
行
為
を
そ
の
一
つ
の
現
実
化
と
し
て
も
つ
彼
の
能
力
や
傾
向
を
考
察
」
す
る
（p

.45;
p
p
.52

53

）。「
推
論
能
力
」
は
、「
論
理
学
者

の
公
式
を
暗
誦
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
際
に
妥
当
な
議
論
を
構
成
し
誤
謬
を
発
見
す
る
こ
と
に
お
い
て
示
さ
れ
る
﹇ex

h
ib
ited

｜
引
用
者
注
﹈」（p

.49;
p
.58

、
一
部
拙
訳
）。
こ
う
し
た
議
論
に
お
い
て
は
、「
行
使
」「
現
実
化
」
の
対
象
と
し
て
の
、
ま
た
「
示
さ
れ
る
」

対
象
と
し
て
の
、
力
あ
る
い
は
能
力
が
提
示
さ
れ
て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
。

ラ
イ
ル
は
、
し
か
し
、
以
下
の
よ
う
に
も
論
じ
て
い
る
。

傾
向
語
」
を
含
む
文
を
、
仮
言
的
あ
る
い
は
半

仮
言
的
な
言
明
で
は
な
く
「
目
撃
不
可
能
な
事
実
の
定
言
的
な
報
告
」
と
解
釈
す
る
の
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は
、
誤
り
で
あ
る
。「
力
」（fo

rce

）の
語
を「
隠
れ
た
、
力
を
働
か
せ
る
作
用
因
を
表
わ
す
」（d
en
o
tin
g a
n o
ccu

lt fo
rce-ex

ertin
g a
g
en
cy

）

も
の
と
し
て
扱
う
誤
り
は
、
自
然
科
学
に
お
い
て
は
も
は
や
見
ら
れ
な
い
が
、
数
多
く
の
心
の
理
論
に
お
い
て
は
未
だ
に
見
ら
れ
る（p

.117;

p
.162

、
一
部
拙
訳
）。

能
力
や
傾
向
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
対
し
、
次
の
批
判
が
あ
る
。「
潜
在
性
」
は
、「
現
実
的
」
な
も
の
で
は
な
い
。「
世
界
に
は
現
に
存
在

す
る
も
の
と
生
起
す
る
こ
と
の
み
が
含
ま
れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、「
潜
在
性
」
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
｜
こ
れ
は
、
能
力
等
に
関
す
る
言
明

（
た
と
え
ば
「
こ
の
眠
っ
て
い
る
人
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
」）
が
事
実
（「
存
在
す
る
も
の
」
や
「
生
起
す
る
こ
と
」
に
関

す
る
事
実
と
は
別
種
の
事
実
）
を
主
張
し
て
い
る
と
い
う
考
え
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
妥
当
性
を
持
っ
て
い
る
。「
傾
向
語
」
を
「
隠
れ

た
作
用
因
な
い
し
原
因
｜
す
な
わ
ち
、
一
種
の
地
獄
の
辺
土
の
よ
う
な
世
界lim

b
o w

o
rld

に
存
在
す
る
も
の
な
い
し
は
そ
こ
に
お
い
て
生

起
す
る
過
程
｜
を
表
す
」
語
と
解
釈
し
て
い
た
か
つ
て
の
諸
理
論
は
、
確
か
に
誤
っ
て
い
た
。「『
で
き
る
で
あ
ろ
う
』co

u
ld

、『
も
し
…
…
な

ら
ば
…
…
で
あ
ろ
う
』w

o
u
ld

…
…if
…
…
と
い
う
よ
う
な
語
を
含
む
文
」
は
、「
事
実
を
報
告
す
る
」
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た

文
に
、
行
う
べ
き
仕
事
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
文
が
行
う
仕
事
は
、「
法
則
」が
行
う
そ
れ
に
類
似
し
て
い
る（p

p
.119

120;
p
p
.

165
167

、
一
部
拙
訳
）。

か
く
て
、
ラ
イ
ル
は
｜
力
あ
る
い
は
能
力
の
「
行
使
」
等
々
に
つ
い
て
語
る
場
合
に
お
い
て
も
｜
力
あ
る
い
は
能
力
と
い
う
対
象
は
提
示

し
て
い
な
い
、
と
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う41

）
。

ラ
イ
ル
批
判
・
理
解
に
は
、
ラ
イ
ル
の
議
論
に
お
け
る
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
概
念
の
機
能
に
つ
い
て
誤
解
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
、
そ
れ
を
顕
現
さ
せ
る
状
況
が
存
在
し
な
い
場
合
で
も
人
や
物
に
帰
属
さ
せ
得

る
。
然
る
に
ラ
イ
ル
は
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
基
礎
を
成
す
よ
う
な
「
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な
状
態
」
は
存
在
し
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
ラ

イ
ル
の
主
張
に
従
え
ば
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
顕
現
さ
せ
る
状
況
が
存
在
し
な
い
と
き
、
そ
れ
を
人
や
物
に
帰
属
さ
せ
る
根
拠
は
ど
こ
に

も
見
出
せ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
同
じ
人
・
物
で
も
、
そ
の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
変
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（A

rm
stro

n
g

 
1968.

p
p
.85

87

）。
こ
の
批
判
の
中
で
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
変
化
・
顕
現
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
変
化
し
顕
現
す
る
の
は
、
デ
ィ
ス
ポ

ジ
シ
ョ
ン
概
念
の
指
示
対
象
で
あ
ろ
う
。
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
ラ
イ
ル
批
判
は
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
概
念
が
指
示
的
機
能
を
持
つ
と
い
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う
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
。

シ
ョ
ル
ツ
及
び
オ
ル
ス
ト
ン
の
ラ
イ
ル
批
判
は
、
概
念
の
特
徴
と
概
念
の
指
示
対
象
の
特
徴
は
相
異
な
る
の
で
、
前
者
に
基
づ
い
て
後
者

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（S

ch
o
lz 2009,

p
p
.134

138;
A
lsto

n 1978 /1971,
p
p
.367

368,
380

381,

383

）。
た
と
え
ば
、
多
く
の
人
に
と
り
、「
電
流
」
概
念
に
は
「
壁
の
ソ
ケ
ッ
ト
か
ら
出
て
く
る
何
か
」
と
い
う
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し

か
し
そ
う
し
た
要
素
か
ら
、
電
流
の
本
性
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
概
念
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
ラ
イ
ル

は
、「
技
能
」
概
念
が
「
出
来
事
」
概
念
と
し
て
機
能
し
な
い
こ
と
か
ら
、
技
能
は
出
来
事
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、「
技
能
」
概

念
の
特
徴
か
ら
技
能
の
特
徴
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（S

ch
o
lz 2009,

p
p
.136

137

）。
ま
た
、「
ス
ミ
ス
が
選
挙
に
勝
つ
と
い
う

ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
信
念
（b

elief
）」
の
よ
う
な
「
指
示
的
表
現
」
は
、
仮
言
命
題
に
還
元
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
表
現
の

指
示
対
象
に
は
、
仮
言
命
題
か
ら
は
想
定
し
得
な
い
性
質
（
た
と
え
ば
、
内
的
・
私
的
な
出
来
事
で
あ
る
と
い
う
性
質
）
が
含
ま
れ
得
る
。

「
言
語
表
現
に
指
示
さ
れ
る
存
在
物
は
、
そ
の
表
現
の
意
味
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
性
質
を
数
多
く
持
つ
こ
と
が
あ
り
得
る
」（A

lsto
n

 
1978 /1971,

p
.383

）。
こ
れ
ら
の
批
判
に
お
い
て
も
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
概
念
は
指
示
的
機
能
を
持
つ
と
前
提
さ
れ
て
い
る
。

プ
ラ
イ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
ル
の
「
あ
る
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
ル
な
性
質
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
特
定
の
状
態
に
あ
る
、
あ
る
い
は

特
定
の
変
化
を
被
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」（p

.43
、
拙
訳
）
と
い
う
文
に
つ
い
て
、
通
常
次
の
よ
う
な
（
妥
当
な
）
理
解
が
為
さ
れ
て
い

る
｜「
我
々
が
特
定
の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
帰
属
さ
せ
る
物
の
内・
的・
性・
質・
」
は
、「
我
々
が
そ
の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
帰
属
さ
せ
な
い
物

の
内
的
性
質
」
と
全
く
同
じ
で
あ
り
得
る42

）
（P

rio
r 1985,

p
p
.30

31,
40

）。
こ
れ
は
、「
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
ル
な
性
質
」
と
い
う
対
象
の

存
在
を
前
提
し
、
ラ
イ
ル
は
、
そ
う
し
た
対
象
は
物
の
状
態
・
変
化
と
結
び
つ
か
な
い
と
述
べ
て
い
る
以
上
、
そ
う
し
た
対
象
の
存
否
と
物

の
（
そ
の
状
態
・
変
化
と
結
び
つ
く
）「
内
的
性
質
」
の
間
に
は
関
連
性
が
な
い
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
理
解
で
あ
ろ
う
。

レ
イ
は
、「
信
じ
て
い
る
こ
と
（「
信
念
」）
に
関
す
る
ラ
イ
ル
の
分
析
（
第
一
節
（
二
）
を
参
照
）
を
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
、
発
話
は
、

「
自・
分・
の・
信・
念・
を・
表・
現・
し・
よ・
う・
と・
い・
う・
意・
図・
」
に
基
づ
く
と
き
に
の
み
、「
自
分
自
身
や
他
人
に
言
い
き
か
せ
る
」
等
々
の
行
為
に
な
る
（
ラ

イ
ル
の
議
論
は
循
環
し
て
い
る
）、
と
批
判
す
る
（R

ey 1997,
p
p
.151

152

）。
こ
の
批
判
も
、「
表
現
」
さ
れ
る
「
信
念
」
の
存
在
を
前
提

し
て
い
る
。
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幾
つ
か
の
ラ
イ
ル
批
判
・
理
解
を
取
り
上
げ
て
き
た
。
何
れ
も
、
ラ
イ
ル
の
議
論
に
お
け
る
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
概
念
は
指
示
的
に
機
能

し
て
い
る
と
前
提
し
て
お
り
、
そ
れ
故
説
得
力
を
欠
い
て
い
る
。

本
小
節
で
は
、
ラ
イ
ル
の
議
論
の
｜
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
概
念
の
機
能
に
関
す
る
｜
含
意
に
つ
い
て
論
じ
た
。
ま
た
、
そ
う
し
た
含
意
を

見
落
と
し
た
ラ
イ
ル
批
判
・
理
解
も
為
さ
れ
て
き
た
と
指
摘
し
た
。
ラ
イ
ル
に
従
え
ば
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
政
治
的
力
と
い
う

概
念
は
、
指
示
的
機
能
を
持
た
な
い
も
の
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

結
び

本
稿
で
は
、
ラ
イ
ル
の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
論
、
そ
れ
に
対
す
る
諸
批
判
、
及
び
モ
リ
ス
の
議
論
の
検
討
を
行
っ
た
。
そ
う
し
た
検
討
に

よ
り
、
以
下
の
諸
点
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
（
１
）
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
概
念
を
用
い
た
言
明
は
仮
言
的
諸
言
明
（
推
論
の
た
め
の
切
符
）

を
概
括
し
た
も
の
で
あ
る
と
ラ
イ
ル
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
、（
２
）そ
う
し
た
主
張
の
一
つ
の
含
意
は
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
概
念
は
指
示

的
に
機
能
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
、（
３
）
ラ
イ
ル
が
半

仮
言
言
明
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
、（
４
）
ラ
イ
ル

の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
論
に
対
す
る
説
得
力
あ
る
批
判
は
見
あ
た
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
（
５
）
モ
リ
ス
は
能
力
概
念
が
有
効
性
を
持
つ
コ

ン
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
重
要
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
能
力
言
明
に
関
す
る
モ
リ
ス
の
分
析
に
は
問
題
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
次
の
結
論
を
得
る
。
着
目
す
べ
き
は
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
政
治
的
力
と
い
う
対
象
で
は
な
く
、
そ
の
概
念
で
あ

る
。
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
政
治
的
力
の
概
念
は
、
仮
言
的
諸
言
明
、
あ
る
い
は
仮
言
的
諸
言
明
そ
れ
ぞ
れ
に
出
来
事
記
述
を
組
み

合
わ
せ
た
も
の
、
を
概
括
す
る
言
明
中
に
｜
指
示
的
に
機
能
し
な
い
も
の
と
し
て
｜
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
結
論
を
踏
ま
え
、「
は
じ
め
に
」
で
取
り
上
げ
た
問
題
に
答
え
よ
う
。
「
力
を
保
持
す
る
」
等
々
は
、「
力
と
い
う
語
の
指
示
対
象
を

保
持
す
る
」
等
々
を
意
味
し
て
い
な
い
。
力
の
語
が
「
保
持
」「
分
布
」
な
ど
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
言
明
は
、
仮
言
的
諸
言
明
へ
の
分
析

を
必
要
と
す
る
。
ま
た
、
力
の
語
が
「
行
使
」「
発
揮
」「
現
実
化
」「
誇
示
」「
獲
得
」「
掌
握
」「
喪
失
」「
継
承
」「
均
衡
化
」
な
ど
と
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
言
明
は
、
仮
言
的
諸
言
明
を
概
括
し
た
言
明
に
出
来
事
記
述
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
へ
の
分
析
を
必
要
と
す
る
。
前
記
の
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問
題
に
こ
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
は
、「
力
」
を
め
ぐ
る
抽
象
的
な
｜
指
示
的
に
機
能
し
な
い
「
力
」
概
念
を
用
い
る
点
で
抽
象
的
な
｜
デ
ィ

ス
コ
ー
ス
の
具
体
化
と
い
う
意
義
を
持
つ
と
考
え
る43

）
。

次
の
よ
う
な
議
論
が
あ
る
。
ラ
イ
ル
が
述
べ
る
よ
う
に
「
人
間
の
高
次
の
傾
向
性
」
が
「
お
そ
ら
く
は
無
制
限
に
多
種
多
様
な
形
」
で
「
現

実
化
」
さ
れ
る44

）
の
で
あ
れ
ば
、「
〜
す
る
方
法
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
言
明
に
い
か
な
る
仮
言
的
諸
言
明
が
対
応
す
る
か
を
正
確
に
把
握
す

る
こ
と
は
不
可
能
と
な
り
、
あ
る
人
物
が
「
〜
す
る
方
法
を
知
っ
て
い
る
」
か
否
か
は
判
断
不
能
に
な
っ
て
し
ま
う
（W

illia
m
s 2008,

p
.

111

）。
し
か
し
問
う
べ
き
は
、
そ
の
人
物
が
「
〜
す
る
方
法
を
知
っ
て
い
る
」
か
否
か
で
は
な
く
、
そ
の
人
物
に
つ
い
て
い
か
な
る
仮
言
言

明
が
成
り
立
つ
か
で
あ
る
。
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
政
治
的
力
に
関
す
る
言
明
に
い
か
な
る
仮
言
的
諸
言
明
が
対
応
す
る
か
も
正
確

に
は
把
握
し
得
な
い
が
、
問
う
べ
き
は
、
個
人
あ
る
い
は
集
合
的
行
動
主
体
（
組
織
な
ど
）
に
つ
い
て
い
か
な
る
仮
言
言
明
が
成
り
立
つ
か

で
あ
る
。（
集
合
的
行
動
主
体
に
つ
い
て
い
か
な
る
仮
言
言
明
が
成
り
立
つ
か
を
判
断
す
る
場
合
は
、
そ
の
実
体
化
を
避
け
る
こ
と
｜

集
合

的
行
動
主
体
の
構
成
員
の
行
動

が

集
合
的
行
動
主
体
の
行
動

と
認
識
さ
れ
る
仕
組
み
を
明
示
す
る
こ
と
｜
が
前
提
で
あ
る
。）

哲
学
の
分
野
で
展
開
さ
れ
て
い
る
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
論45

）
の
一
つ
の
焦
点
は
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
条
件
分
析
の
当
否
で
あ
る
。
こ
れ

に
関
す
る
論
議
は
、
条
件
分
析
を
受
け
入
れ
可
能
な
も
の
に
す
る
た
め
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
精
緻
化
す
べ
き
か
と
い
う
点
に
及
ん
で
い
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
ラ
イ
ル
の
議
論
に
対
す
る
直
接
の
批
判
の
み
を
取
り
上
げ
た
。
し
か
し
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
条
件
分
析
に
対
す
る
批

判
に
は
、
ラ
イ
ル
の
議
論
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
実
質
的
に
は
そ
れ
に
対
す
る
批
判
を
成
す
も
の
が
あ
る
。
そ
う
し
た
批
判
の
検
討
、
ま

た
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
条
件
分
析
を
ど
の
よ
う
に
精
緻
化
す
べ
き
か
の
検
討
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

注（
１
）
本
稿
に
お
い
て
は
、
力
と
い
う
語
を
権
力
、
勢
力
、
影
響
力
、
指
導
力
等
々
の
総
称
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
権
力
等
々
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
多
様
な
理

解
が
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
特
定
の
理
解
を
前
提
せ
ず
に
力
を
主
題
化
し
た
上
で
、
力
を
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
と
ら
え
る
考
え
方
に
着
目
す
る
。

（
２
）
正
確
に
は
、
仮
言
言
明
の
集
合
あ
る
い
は
半

仮
言
言
明
、
で
あ
る
。
後
者
は
、
第
二
節
（
二
）
で
取
り
上
げ
る
。

（
３
）
同
書
は
、
二
〇
〇
二
年
に
デ
ネ
ッ
ト
の
序
文
（D

en
n
ett 2002

）
を
付
し
て
、
ま
た
二
〇
〇
九
年
に
タ
ニ
ー
の
序
文
（T

a
n
n
ey 2009e

）
を
付
し
て
、
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再
刊
さ
れ
て
い
る
。（
な
お
一
九
七
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
ラ
イ
ル
の
論
文
集
が
、
二
〇
〇
九
年
に
タ
ニ
ー
の
序
文
（T

a
n
n
ey 2009a

,
2009b

）
を
付
し
て
、

再
刊
さ
れ
て
い
る
。）
本
稿
で
同
書
か
ら
頻
繁
に
引
用
す
る
が
、
訳
の
ほ
と
ん
ど
は
、
坂
本
百
大
・
井
上
治
子
・
服
部
裕
幸
訳
『
心
の
概
念
』（
み
す
ず
書
房
、

一
九
八
七
年
）
に
よ
っ
て
い
る
。
引
用
の
際
、
原
著
と
同
訳
書
の
ペ
ー
ジ
番
号
を
併
記
し
た
。
筆
者
が
訳
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
同
訳
書
の
訳
文
の
一
部
を

筆
者
が
変
更
し
た
場
合
は
、
そ
の
旨
記
し
た
。

同
訳
書
でd

isp
o
sitio

n

は
「
傾
向
性
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
語
を
用
い
る
。「
傾
向
性
」
は
、「
傾
向
」
や
「
性
向
」

に
類
似
し
た
意
味
を
持
つ
と
受
け
取
ら
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。（
後
述
す
る
よ
う
に
、
ラ
イ
ル
の
議
論
に
お
け
るd

isp
o
sitio

n

は
、
発
揮
さ
れ
た
こ
と
が
な

く
発
揮
さ
れ
そ
う
も
な
い
「
能
力
」
を
含
ん
で
い
る
。）
但
し
、
同
訳
書
の
訳
文
を
使
用
す
る
際
、
訳
文
中
の
「
傾
向
性
」
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
あ
る
。

（
４
）『
心
の
概
念
』
の
目
的
は
、
心
身
二
元
論
と
い
う
「
神
話
」
を
批
判
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
（R

y
le 1949,p

.8;p
p
.2
3

）（p
p
.2
3

は
訳
書
の
ペ
ー
ジ
番
号

で
あ
る
。
注
３
を
参
照
）。
ラ
イ
ル
の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
論
は
心
身
二
元
論
批
判
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
内
容
を
確
認
し
よ
う
。（
ラ

イ
ル
の
哲
学
全
般
に
つ
い
て
は
、T

a
n
n
ey 2009c

を
参
照
。）

ラ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、
心
身
二
元
論
と
い
う
「
神
話
」
に
お
い
て
、「
身
体
的
な
も
の
と
心
的
な
も
の
と
の
間
の
差
異
は
『
も
の
』『
素
材
』『
属
性
』『
状
態
』

『
過
程
』『
変
化
』『
原
因
』『
結
果
』
な
ど
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
成
る
共
通
の
枠
組
み
の
中
に
お
け
る
相
異
と
し
て
説
明
さ
れ
た
」（R

y
le 1949,p

.19;

p
.16

、
一
部
拙
訳
）。
し
か
し
、「
一
方
に
お
い
て
あ
る
一
つ
の
種
類
の
実
在
と
し
て
の
心
的
状
態
あ
る
い
は
心
的
過
程
が
存
在
し
、
ま
た
他
方
に
お
い
て
他

の
種
類
の
実
在
と
し
て
の
身
体
的
状
態
あ
る
い
は
身
体
的
過
程
が
存
在
す
る
」と
い
う
説
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
あ
る
人
が
意
図
的
に
引
き
金

を
引
い
た
」
と
い
う
主
張
は
、「
物
的
な
舞
台
に
お
け
る
行
為
の
生
起
と
心
的
な
舞
台
に
お
け
る
他
の
行
為
の
生
起
」
が
あ
っ
た
と
い
う
「
連
言
命
題
」
の
主

張
で
あ
る
、
と
い
う
説
は
、
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

y
le 1949,

p
.63;

p
.81

）。「
人
間
の
生
涯
」
は
、
身
体
的
出
来
事
と
心
的
出
来
事
の
「
二

重
の
系
列
」
か
ら
で
は
な
く
、
外
的
出
来
事
と
内
的
出
来
事
の
「
一
つ
の
連
鎖
」
か
ら
成
る
（R

y
le 1949,

p
.167;

p
.240

）。（
外
的
出
来
事
と
内
的
出
来

事
に
つ
い
て
は
、
第
一
節
（
一
）
を
参
照
。）
以
上
『
心
の
概
念
』
か
ら
引
用
し
た
が
、
後
に
ラ
イ
ル
は
、「
行
為
、
傾
向
（p

ro
p
en
sities

）、
力
（p

o
w
ers

）、

及
び
状
態
」
に
関
し
心
身
二
元
論
が
破
綻
し
て
い
る
こ
と
を
同
書
で
示
そ
う
と
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
（R

y
le 1971 /1962,

p
.188

）。

（
５
）
同
書
は
、M

o
rriss 1987

を
本
文
と
し
、
そ
れ
に
序
文
（p

p
.x
ii-x

lix

）
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
序
文
で
、M

o
rriss 1987

に
実
質
的
な
修
正
を
要

す
る
箇
所
は
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（p

.x
ii

）。

（
６
）
同
書
は
、L

u
k
es 1974

を
第
一
章
と
し
、
そ
れ
に
新
た
に
執
筆
さ
れ
た
第
二
章
及
び
第
三
章
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。L

u
k
es 1974

に
お
い
て
は
、
力

は
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
。

（
７
）
政
治
的
力
に
つ
い
て
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
研
究
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
近
刊
行
さ
れ
た
、
政

治
的
力
に
つ
い
て
の
百
科
事
典
（D

o
w
d
in
g
 
2011

）
及
び
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
（C

leg
g
 
a
n
d
 
H
a
u
g
a
a
rd
 
2009

）
に
、「
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
の
項
目
は
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な
い
。

（
８
）
傍
点
の
箇
所
は
、
原
文
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
で
あ
る
。
以
下
、
引
用
中
の
傍
点
箇
所
は
、
原
文
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
で
あ
る
。

（
９
）『
心
の
概
念
』
で
はo

ccu
rren

ce

、in
cid
en
t

、ep
iso
d
e

の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
（
た
と
え
ばp

.116

）、
本
稿
で
は
何
れ
も
「
出
来
事
」
と
訳
す
。

（
10
）

内
的
」
の
代
わ
り
に
、「
隠
れ
て
い
る
」（co

v
ert

）
の
語
が
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
次
の
箇
所
を
参
照
。「
方・
法・
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
は
、

「
傾
向
性
」
で
あ
る
。
そ
の
「
行
使
」
は
、「
外
部
に
現
わ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
隠
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
う
る
（p

p
.46

47;
p
.55

）。

（
11
）
従
っ
て
、
次
の
議
論
は
妥
当
性
を
欠
い
て
い
る
。「
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
表
示
（d

isp
la
y

）
｜
た
と
え
ば
グ
ラ
ス
が
割
れ
る
こ
と
｜
は
出
来
事
で
あ
る

故
に
観
察
可
能
で
あ
り
、
ラ
イ
ル
の
行
動
主
義
的
存
在
論
に
と
っ
て
受
け
入
れ
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
自
体
は
﹇
中
略
﹈
観
察
可
能
で

は
な
く
、
そ
れ
に
と
っ
て
受
け
入
れ
可
能
で
は
な
い
」（M

ello
r 1974,

p
.163

）。

（
12
）
こ
の
箇
所
で
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
心
身
二
元
論
批
判
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
（
注
４
を
参
照
）。

（
13
）
「
性
向
を
表
わ
し
」
と
あ
る
が
、
ラ
イ
ル
は
、「
欲
す
る
」
な
ど
の
語
が
性
向
と
い
う
対
象
を
指
示
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
、

第
三
節
（
二
）
で
取
り
上
げ
る
。

（
14
）
ラ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、「
驚
愕
の
あ
ま
り
声
も
出
な
い
」
に
お
け
る
「
驚
愕
」
や
、「
恐
怖
の
あ
ま
り
身
動
き
で
き
な
い
」
に
お
け
る
「
恐
怖
」
は
、「
動
揺
」

で
あ
る
。「
動
揺
」
は
出
来
事
で
あ
り
、「
特
定
の
動
揺
の
生
じ
や
す
さ
」
は
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
あ
る
（p

p
.93,

95;
p
p
.125,

128

、
一
部
拙
訳
）。

（
15
）M

o
rriss 2002

の
中
で
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
「
習
慣
的
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」（
た
と
え
ば
「
喫
煙
者
で
あ
る
」
こ
と
）
と
「
真
の
、
あ
る
い
は
条

件
的
な
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」（
た
と
え
ば
「
溶
解
性
」）
に
分
類
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
（p

p
.22

23

）。「
物
の
比
較
的
に
持
続
す
る
能
力
」
は
、
後

者
で
あ
る
。

（
16
）D

a
h
l 1968,

p
.410.

（
17
）

一
般
的
」
の
語
は
、
こ
の
箇
所
で
は
、
部
分
的
に
可
変
的
・
開
放
的
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
本
文
の
次
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
参
照
。

（
18
）
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
「
発
現
」
の
記
述
に
用
い
ら
れ
る
語
は
、
そ
の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
対
応
す
る
「
仮
言
的
諸
命
題
」
に
含
ま
れ
る
語
で
あ
る
。

デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
「
名
指
す
」
語
が
「
発
現
」
の
記
述
に
用
い
ら
れ
な
い
の
は
、
そ
れ
が
「
仮
言
的
諸
命
題
」
に
含
ま
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
19
）
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
言
明
は
、「
物
、
動
物
、
あ
る
い
は
人
間
が
あ
る
能
力
、
傾
向
﹇ten

d
en
cy

｜
引
用
者
注
﹈
な
い
し
性
向
を
も
つ
と
い
う
趣
旨
の
言

明
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
あ
る
傾
向
﹇lia

b
ility

｜
引
用
者
注
﹈
の
支
配
下
に
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
言
明
」（p

.133;
p
.172

、
一
部
拙
訳
）
で
あ
る
。
な
お
、

lia
b
ility

は
望
ま
し
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
ラ
イ
ル
は
、「
綴
り
得
る
」「
計
算
し
得
る
」
に
は
「
能
力
」
が
対
応
す
る
が
、「
綴
り
を
誤
り
得
る
」「
計
算

間
違
い
を
し
得
る
」
に
はlia

b
ility

が
対
応
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
（p

p
.130

131;
p
.183

、
一
部
拙
訳
）。

（
20
）
ラ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、
人
の
「
能
力
」
や
「
性
向
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、「
観
察
さ
れ
た
行
為
や
反
応
か
ら
の
法
則
類
似
命
題
の
帰
納
」
に
よ
り
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把
握
さ
れ
る
（p

.172;
p
.246

、
一
部
拙
訳
）。

（
21
）
ラ
イ
ル
が
言
明
の
意
味
と
そ
の
検
証
方
法
を
同
一
視
し
て
い
る
と
い
う
批
判
は
、S

ib
ley 1950

p
p
.267

268

）、S
tro
ll 2001

（p
.122

）
に
お
い
て
も

為
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）
ル
イ
ス
の
論
文
は
、
ラ
イ
ル
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。

（
23
）

私・
は・
し・
得・
た・
」
は
「
も
し
私
が
選
択
し
た
な
ら
ば
、
私
は
し・
た・
で・
あ・
ろ・
う・
」
を
意
味
す
る
、
と
い
う
ム
ー
ア
の
議
論
参
照
（M

o
o
re 1912,

p
.131

）。

（
24
）

企
画
作
業
自
体
は
企
画
さ
れ
な
い
」
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
た
「
企
画
す
る
こ
と
を
企
画
す
る
」
こ
と
を
め
ぐ
る
「
無
限
背
進
」
に
つ
い
て
、p

p
.30

31
p
p
.

30,
33

、
一
部
拙
訳
）
を
参
照
。「
い
か
に
行
為
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
顧
慮
」
を
め
ぐ
る
「
無
限
背
進
」
に
つ
い
て
、p

.31
p
.32

）
を
参
照
。
な

お
ム
ー
ア
に
よ
れ
ば
、「
我
々
は
そ
れ
を
為
す
こ
と
を
選・
択・
し・
得・
た・
で・
あ・
ろ・
う・
」
は
、「
我
々
が
そ・
の・
選・
択・
を・
為・
そ・
う・
と・
選
ん
だ
な・
ら・
ば・
、
我
々
は
そ
の
よ
う

に
選
択
し
た
で・
あ・
ろ・
う・
」
を
意
味
す
る
（M

o
o
re 1912,

p
.135

）。

（
25
）

能
力
」
で
は
な
い
「
力
」
の
一
例
は
、
自
分
が
知
っ
て
い
る
言
語
で
他
人
が
語
っ
た
こ
と
を
理
解
す
る
「
力
」
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
力
」
は
、「
随
意

に
行
使
さ
れ
得
る
」
わ
け
で
は
な
い
（M

o
rriss 2002,

p
.25

）。
な
お
モ
リ
ス
は
、「
能
力
」
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
「
力
」
の
語
を
用
い
る
場
合
が
あ

る
。
た
と
え
ば
、
本
文
で
取
り
上
げ
る
「
認
識
・
知
識
に
関
わ
ら
な
い
能
力
」
等
を
、「
認
識
・
知
識
に
関
わ
ら
な
い
力
」
等
と
も
呼
ん
で
い
る
（M

o
rriss

 
2002,

p
p
.54

55

）。

（
26
）
以
下
を
参
照
。（
具
体
例
は
、
第
二
節
（
一
）
で
取
り
上
げ
る
。）
①
「
Ａ
が
Ｗ
を
行
え
ば
Ｘ
が
結
果
す
る
よ
う
な
Ｗ
（
Ａ
の
一
連
の
基
礎
行
為
）
が
存
在

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ａ
は
Ｘ
を
行
う
認・
識・
・
知・
識・
に・
関・
わ・
ら・
な・
い・
（n

on
-epistem

ic

）
能・
力・
を
持
つ
」。
②
「
Ａ
が
Ｗ
を
行
え
ば
Ｘ
が
結
果
す
る
よ
う
な
Ｗ

（
Ａ
の
一
連
の
基
礎
行
為
）
が
存
在
し
、
Ａ
は
自
分
が
Ｗ
を
行
え
ば
Ｘ
が
結
果
す
る
と
知
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ａ
は
Ｘ
を
行
う
認・
識・
・
知・
識・
に・
関・
わ・
る・

能・
力・
を
持
つ
」。
③「
Ａ
が
Ｗ
を
行
え
ば
Ｘ
が
結
果
す
る
よ
う
な
Ｗ（
Ａ
の
一
連
の
基
礎
行
為
）が
存
在
し
、
Ａ
は
自
分
が
Ｗ
を
行
え
ば
Ｘ
が
結
果
す
る
と
知
っ

て
お
り
、
Ａ
は
Ｘ
を
行
う
こ
と
を
欲
す
る
な
ら
ば
Ｗ
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
Ａ
は
Ｘ
を
行
う
認・
識・
・
知・
識・
に・
関・
わ・
る・
有・
効・
な・
能・
力・
を
持
つ
」。「
Ｗ
を
行
え
ば

Ｘ
が
結
果
す
る
と
知
っ
て
」
お
り
、
か
つ
「
Ｘ
を
行
う
こ
と
を
欲
す
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
と
え
ば
性
急
さ
故
に
Ｗ
以
外
の
基
礎
行
為
を
行
い
、
Ｘ
を

行
う
こ
と
に
失
敗
す
る
者
は
、
Ｘ
を
行
う
「
認
識
・
知
識
に
関
わ
る
有
効
な
能
力
」
を
持
た
な
い
（M

o
rriss 2002,

p
p
.52

54

）。

（
27
）
前
者
はW

rig
h
t 1971

p
.68

）
か
ら
の
、
後
者
はD

a
n
to 1973

p
.28

）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
（M

o
rriss 2002,

p
.244 n

.3

）。

基
礎
行
為
」
の
一
例
は
、「
腕
を
上
げ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
、
筋
肉
の
動
か
し
方
そ
の
も
の
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
腕
を
上
げ
る
」
こ

と
を
通
じ
て
し
か
筋
肉
を
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
筋
肉
を
動
か
す
こ
と
で
は
な
く
、「
腕
を
上
げ
る
」こ
と
が「
基
礎
行
為
」で
あ
る（M

o
rriss

 
2002,

p
.50

）。

（
28
）
ラ
イ
ル
の
一
九
五
〇
年
の
論
文
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「『
ｐ
な
ら
ば
ｑ
』
と
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
鉄
道
の
切
符
を
所
持
し
て
い
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る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
﹇
中
略
﹈
実
際
に
﹇
ロ
ン
ド
ン
か
ら
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
ま
で
の
｜
引
用
者
注
﹈
切
符
を
使
っ
て
旅
行
せ
ず
、
ま
た
ロ
ン
ド
ン
に
い

る
こ
と
も
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
行
く
こ
と
も
な
く
、
そ
の
切
符
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
と
同
様
、
推
論
を
行
わ
ず
、
推
論
の
た
め
の
前

提
が
成
り
立
つ
こ
と
が
決
し
て
な
い
場
合
で
さ
え
も
、
推
論
許
可
証
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
」（R

y
le 1971 /1950,

p
p
.239

140

）。

（
29
）
ラ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、「
虚
栄
心
」
の
他
、「
情
愛
」「
野
心
」「
正
義
感
」「
欲
望
」「
信
念
」
な
ど
も
「
動
機
」
で
あ
る
（p

p
.110,

113,
134;

p
p
.153,

156,

188
）。

（
30
）
次
の
記
述
も
参
照
。「
あ
る
行
為
が
あ
る
動
機
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
こ
と
は
そ
の
行
為
を
あ
る
隠
れ
た
﹇o

ccu
lt

｜
引
用
者
注
﹈
原
因

と
の
関
連
に
お
い
て
説
明
す
る
こ
と
で
は
な
」
い
（p

.110;
p
.151

）、「
あ
る
特
定
の
動
機
な
い
し
性
向
か
ら
あ
る
行
為
が
為
さ
れ
た
と
説
明
す
る
こ
と
は
、

そ
の
行
為
を
あ
る
特
定
の
原
因
の
結
果
と
し
て
描
写
す
る
こ
と
で
は
な
い
﹇
中
略
﹈
動
機
は
出
来
事
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
原
因
と
な

り
得
る
タ
イ
プ
の
も
の
で
は
な
い
」（p

.113;
p
.157

、
一
部
拙
訳
）。

（
31
）
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
こ
う
し
た
解
釈
は
、
ラ
イ
ル
の
議
論
の
中
で
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
概
念
が
指
示
的
に
機
能
し
て
い
る
と
い
う
誤
解
に
基
づ
く
。
そ
う
し
た

誤
解
は
、
第
三
節
（
二
）
で
取
り
上
げ
る
。

（
32
）
ラ
イ
オ
ン
ズ
は
、「
Ｘ
は
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
Ｙ
を
持
つ
」
の
「
意
味
」
を
こ
の
よ
う
に
「
説
明
」
す
る
こ
と
自
体
は
妥
当
で
あ
る
と
認
め
る
（L

y
o
n
s 1980,

p
.49

）。

（
33
）
モ
リ
ス
に
よ
れ
ば
、「
政
治
的
目
標
と
し
て
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
」
に
関
す
る
議
論
は
、「
評
価
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
（M

o
rriss

 
2002,

p
.x
x
v
i

）。

（
34
）
こ
の
箇
所
に
お
け
る
「
力
」
は
、「
能
力
」
で
あ
る
（M

o
rriss 2002,

p
p
.37,

46

）。
注

25
）を
参
照
。

（
35
）
ル
ー
ク
ス
は
、「
道
徳
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
及
び
「
評
価
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
に
関
す
る
モ
リ
ス
の
議
論
を
批
判
し
て
い
る
（L

u
k
es 2005,p

p
.66

68

）。

モ
リ
ス
の
反
論
が
あ
る
（M

o
rriss 2006,

p
p
.128

130

）。

（
36
）
ラ
イ
ル
は
、
次
の
例
も
挙
げ
て
い
る
。「
鳥
が
一
定
の
状
況
下
で
或
る
こ
と
を
実
際
に
行
う
の
は
、
い・
か・
に・
も・
そ
の
鳥
ら・
し・
い・
。
何
ら
か
の
特
定
可
能
な
条

件
が
成
り
立
て
ば
﹇
中
略
﹈
数
多
く
の
他
の
特
定
可
能
な
こ
と
を
行
う
の
も
、
い・
か・
に・
も・
そ
の
鳥
ら・
し・
い・
」（p

.142;

拙
訳
）。

（
37
）
但
し
、「
半

仮
言
的
」
及
び
「
雑
種
的
」
と
い
う
訳
語
は
、
訳
書p

.199
に
よ
る
。

（
38
）
タ
ニ
ー
は
、
ラ
イ
ル
の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
論
に
言
及
し
つ
つ
、
出
来
事
を
「
再
記
述
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
説
明
す
る
方
法
を
論
じ
て
い
る

（T
a
n
n
ey 2009d

,
p
p
.98

100,
102

）。
タ
ニ
ー
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
鳥
が
「
南
へ
飛
ん
で
行
く
」
こ
と
は
、「
渡
っ
て
い
る
」
と
い
う
「
再
記
述
」
に
基

づ
い
て
説
明
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
39
）

出
来
事
」
と
「
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
の
区
別
、「
定
言
的
」
と
「
仮
言
的
」
の
区
別
、
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
批
判
は
、H

a
m
p
sh
ire 1950

p
.244

）
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で
も
為
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
論
拠
と
し
て
は
、「
定
言
的
言
明
の
例
と
し
て
通
常
挙
げ
ら
れ
る
も
の
の
多
く
」
は
実
は
半

仮
言
言
明
で
あ
る
と
い
う
ラ
イ

ル
の
指
摘
（p

.141;
p
p
.199

200

）
が
示
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

（
40
）
ラ
イ
ル
は
『
心
の
概
念
』
の
序
論
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
同
書
の
目
的
は
、
心
に
つ
い
て
「
新
し
い
情
報
」
を
示
す
こ
と
で
は
な
く
、「
心
的
」
な

概
念
を
含
む
命
題
と
他
種
の
命
題
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
（p

p
.7
8;
p
p
.1,3

）。
ま
た
第
一
章
で
は
、
同
書
が
「
事
実
」
の
レ
ベ
ル
の
議
論

を
展
開
し
て
い
る
と
誤
解
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
予
想
し
て
い
る
（p

.16;
p
.12

）。

し
か
し
、
概
念
・
命
題
の
レ
ベ
ル
の
議
論
と
事
実
の
レ
ベ
ル
の
議
論
を
峻
別
可
能
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
あ
る
（A

u
stin 1970 /1950,

p
.46;

S
n
o
w
d
o
n
 
2011,

p
.64

を
参
照
）。
ラ
イ
ル
自
身
、「
第
二
の
身
分
を
も
つ
世
界
﹇
心
身
二
元
論
が
想
定
す
る
心
的
世
界
｜
引
用
者
注
﹈
で
生
起
す
る
事
象

な
ど
存
在
し
な
い
」「
そ
の
よ
う
な
身
分
の
み
な
ら
ず
そ
の
よ
う
な
世
界
も
ま
た
存
在
し
な
い
」、
と
論
じ
て
い
る

p
.161;

p
.230

）。
こ
れ
は
、
事
実
の
レ

ベ
ル
の
議
論
で
あ
ろ
う
。

（
41
）
こ
の
点
に
関
連
す
る
ラ
イ
ル
の
議
論
を
取
り
上
げ
よ
う
。「
私
は
帽
子
を
持
っ
て
い
た
」と
い
う
文
は
、
私
と
帽
子
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
対
照

的
に
、「
私
は
心
が
痛
ん
だ
（I h

a
d a tw

in
g
e

）」
と
い
う
文
は
、
私
と
「
心
の
痛
み
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
（p

.209;

拙
訳
）。（
す
な
わ

ち
、「
私
は
心
が
痛
ん
だ
」
と
述
べ
て
も
、「
心
の
痛
み
」
と
い
う
対
象
が
提
示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。）「
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
﹇im

a
g
in
g

｜
引
用
者
注
﹈

は
生
起
す
る
が
、
イ
メ
ー
ジ
は
見
ら
れ
て
い
な
い
。﹇
中
略
﹈
旋
律
が
私
の
頭
の
中
を
流
れ
て
い
る
と
き
、
私
に
は
い
か
な
る
旋
律
も
聞
こ
え
て
は
い
な
い
」

（p
p
.247

248;
p
.361

、
一
部
拙
訳
）。（
す
な
わ
ち
、「
イ
メ
ー
ジ
す
る
」
と
述
べ
て
も
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
対
象
は
提
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
旋
律
が
私

の
頭
の
中
を
流
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
も
「
旋
律
」
と
い
う
対
象
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。）「
彼
は
こ
の
抽
象
観
念
﹇
等
高
線
と
い
う
抽
象
観
念
｜
引
用
者

注
﹈
を
所
有
し
て
い
る
と
述
べ
る
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
が
自
分
の
内
面
に
注
意
を
振
り
向
け
る
な
ら
ば
彼
の
み
が
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
無
形
の
何
も
の

か
が
彼
の
内
部
に
存
在
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」（p

.308;
p
p
.453

454

、
一
部
拙
訳
）。（
す
な
わ
ち
、「
抽
象
観
念
を
所
有
し
て
い
る
」

と
述
べ
て
も
「
抽
象
観
念
」
と
い
う
対
象
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。）

以
下
も
参
照
。
実
際
に
は
「
表
示
的
」
で
な
い
表
現
を
「
表
示
的
」
な
表
現
と
誤
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
新
種
の
対
象
（o

b
jects

）
の
存
在
」
が
示
唆

さ
れ
て
し
ま
う
（R

y
le 1971 /1931

1932,p
.58

）。「
表
現
の
意
味
」
は
「
そ
の
表
現
を
名
と
す
る
存
在
物
」
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
、
誤
っ
て
い
る
（R

y
le

 
1971 /1953,

p
.306

）。

な
お
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
は
、
物
体
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
語
の
転
用
｜「
心
的
な
過
程
及
び
状
態
」の
記
述
へ
の
転
用
｜
に
対
す
る
ラ
イ
ル
の
批
判
に
言
及
し

て
い
る
（H

a
m
p
sh
ire 1950,

p
p
.239

240

）。

（
42
）
類
似
の
理
解
が
、H

eil 2003
p
p
.61

62

）、M
ello

r 1974
p
.161

）、
及
びM

ello
r 2000

p
.765

）
に
見
ら
れ
る
。

（
43
）

は
じ
め
に
」で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
、
政
治
的
力
を
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
と
ら
え
る
研
究
分
野
に
属
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
政
治
的
力
に
関
す
る
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他
の
研
究
分
野
に
寄
与
す
る
点
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
判
断
で
き
な
い
。
但
し
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
問
題
｜
力
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
力
の
語
は
指

示
的
に
機
能
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
｜
は
、
力
を

デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
と
ら
え
な
い
立
場
に
対
し
て
も
投
げ
か
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
44
）R

y
le 1949,

p
.44

p
.51

、
一
部
拙
訳
）.

こ
の
箇
所
は
、
第
一
節
（
二
）
で
取
り
上
げ
て
い
る
。

（
45
）C

h
o
i a
n
d F

a
ra 2014

の
紹
介
を
参
照
。
能
力
論
に
つ
い
て
は
、M

a
ier 2014

を
参
照
。
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