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倫
理
批
評

の
歴
史
を
辿
る
と
、
そ
の
期
限
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
ま
で

(1)

遡
れ
る
が
、
二
十
世
紀
六
十
年
代
に
入
っ
て
以
降
、
欧
米
の
民
権
運
動
、

反
戦
運
動
、
学
生
運
動
、
女
性
解
放
運
動
、
環
境
保
護
運
動
な
ど
の
高
ま

り
と
と
も
に
最
高
潮
に
達
し
、
批
評
の
倫
理
性
を
強
調
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
批
評
、
新
歴
史
主
義
批
評
、
文
化
批
評
な
ど
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
だ

が
、
自
分
な
り
の
術
語
と
理
論
の
特
色
が
な
い
た
め
、
ま
た
方
法
論
と
し

て
文
学
倫
理
学
か
ら
独
立
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
原
因
で
、
九
十
年
代
に

入
る
と
、
急
速
に
衰
え
て
い
っ
た
。

一
方
、中
国
に
お
け
る
文
学
批
評
が
西
方
か
ら
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
。

改
革
開
放
政
策
が
実
施
さ
れ
て
以
降
、
学
術
界
で
は
西
方
か
ら
の
文
学
理

論
と
批
評
方
法
を
積
極
的
に
吸
収
す
る
態
度
が
見
ら
れ
、
外
来
し
た
文
学

理
論
が
共
存
す
る
状
態
に
あ
る
。
し
か
し
、
西
方
か
ら
の
文
学
理
論
と
批

評
方
法
の
影
響
の
下
で
、
中
国
に
お
け
る
文
学
批
評
は
文
学
か
ら
遠
く
離

れ
て
お
り
、
理
論
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
（Theoretical

Com
plex

）
、
命
題
コ
ン

プ
レ
ッ
ク
ス
（Preordained

Com
plex

）
、
術
語
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
（Term

Com
plex

）

の
傾
向
が
著
し
く
な
り
、
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
と
い
う
文

学
観
に
よ
っ
て
、
倫
理
的
価
値
よ
り
も
文
学
作
品
に
お
け
る
美
的
価
値
が

重
視
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
市
場
経
済
の
影
響
の
下
で
倫
理
的
価
値
が

文
学
倫
理
学
批
評
の
理
論
構
築
と

そ
の
観
点

任

潔

R
E

N
J

i
e

排
斥
さ
れ
、
文
学
作
品
の
商
品
と
し
て
の
価
値
を
強
調
す
る
傾
向
が
見
ら

れ
る
。

こ
う
し
た
学
術
的
な
い
し
時
代
背
景
の
な
か
で
、
文
学
倫
理
学
批
評
が

二
〇
〇
四
年
十
月
に
聶
珍
釗
氏
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
。
そ
の
後
十
年
の

間
に
著
し
い
発
展
を
遂
げ
、
特
に
、
世
界
各
国
か
ら
の
多
数
の
学
者
が
参

加
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
発
展
、
国
際
化
さ
れ
、
国
際
学
術
界
で
も
広

く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
に
は
、
国
際
文
学
倫
理
学
批
評
研
究

会
（IA

ELC

）

が
設
立
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
に
中
国
・
上
海
（
二
〇
一
四
年
）
、

韓
国
・
ソ
ウ
ル
（
二
〇
一
五
年
）
、
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
ン
ド
ン
（
二
〇
一
六
年
）
、

エ
ス
ト
ニ
ア
・
タ
ル
ト
ゥ
（
二
〇
一
七
年
）
で
年
会
及
び
国
際
学
術
研
究
討

論
会
を
開
催
し
て
き
た
。
そ
し
て
二
〇
一
八
年
、
第
八
回
国
際
文
学
倫
理

学
批
評
研
究
会
年
会
及
び
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
日
本
（
七
月
二
十
七
日
～

三
十
日
、
北
九
州
国
際
会
議
場
）
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
き

っ
か
け
に
し
て
、
文
学
倫
理
学
批
評
の
影
響
力
が
日
本
学
術
界
に
ま
で
広

げ
た
。
九
州
大
学
の
波
潟
剛
氏
、
福
岡
大
学
の
大
嶋
仁
氏
を
は
じ
め
と
す

る
学
者
た
ち
は
、
文
学
倫
理
学
批
評
を
日
本
文
学
研
究
に
適
用
す
る
可
能

性
を
探
求
す
る
た
め
、
優
れ
た
研
究
を
展
開
し
て
き
た
。

周
知
の
通
り
に
、
日
本
文
学
史
上
に
お
け
る
代
表
的
な
作
品
は
、
多
少

と
も
倫
理
的
な
要
素
が
含
ま
れ
、
そ
れ
が
文
学
倫
理
学
批
評
に
よ
っ
て
日

本
文
学
を
分
析
す
る
前
提
と
な
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
以
上
述
べ
た
よ

う
に
、
文
学
倫
理
学
批
評
は
単
に
倫
理
的
視
点
か
ら
文
学
を
批
評
す
る
の

で
は
な
く
、
史
的
唯
物
論
の
立
場
か
ら
批
評
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
例

え
ば
、
倫
理
に
関
す
る
諸
問
題
を
分
析
す
る
と
き
、
当
世
の
道
徳
的
規
範

に
従
う
の
で
は
な
く
、
史
的
唯
物
論
の
観
点
か
ら
出
発
し
て
、
作
品
の
創
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作
さ
れ
た
時
代
に
行
き
戻
り
、
そ
の
時
代
の
通
用
す
る
道
徳
的
規
範
に
従

っ
て
作
品
の
倫
理
的
価
値
を
発
見
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
倫

理
批
評
や
中
国
の
伝
統
的
道
徳
批
評
と
比
べ
て
、
文
学
倫
理
学
批
評
は
独

自
の
特
徴
を
有
し
、
そ
れ
を
日
本
文
学
研
究
に
用
い
れ
ば
以
前
と
違
う
結

論
が
出
て
く
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
、「
文
学
」「
倫
理
」「
テ
ク
ス
ト
」

な
ど
の
よ
う
な
文
学
に
関
す
る
基
本
的
な
概
念
に
対
し
て
は
、
新
た
な
見

解
が
持
っ
て
い
る
た
め
、
日
本
文
学
研
究
に
新
風
を
吹
き
込
ん
で
く
る
の

だ
ろ
う
。

一
、
倫
理
、
文
学
お
よ
び
文
学
倫
理
学
批
評

文
学
倫
理
学
批
評
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
文
学
と
は
道
徳
の
産
物
で
あ

り
、
人
類
が
あ
る
特
定
の
歴
史
段
階
で
倫
理
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
る

形
式
の
一
つ
で
あ
る
。
人
類
は
倫
理
を
表
す
た
め
に
文
字
を
作
り
出
し
、

そ
の
文
字
を
使
っ
て
日
常
生
活
お
よ
び
人
類
自
身
の
倫
理
に
対
す
る
理
解

を
記
し
た
。
こ
う
し
て
テ
ク
ス
ト
が
生
ま
れ
、
最
初
の
文
学
が
誕
生
し
た
。

た
だ
し
、
文
学
倫
理
学
批
評
の
術
語
と
し
て
の
「
倫
理
」
は
、
倫
理
学
に

お
け
る
「
倫
理
」
と
は
異
な
る
。
そ
れ
は
、
文
学
作
品
に
お
け
る
虚
構
人

物
の
間
の
倫
理
や
、
社
会
に
あ
る
倫
理
関
係
と
道
徳
秩
序
を
含
み
、
さ
ら

に
現
代
の
概
念
で
は
人
と
自
然
、
人
と
宇
宙
の
道
徳
関
係
、
す
な
わ
ち
道

徳
秩
序
を
も
含
む
。
具
体
的
な
文
学
作
品
に
お
け
る
倫
理
の
核
心
的
な
内

容
は
、
す
で
に
認
め
ら
れ
た
、
人
と
人
、
人
と
社
会
お
よ
び
人
と
自
然
の

倫
理
関
係
、
ま
た
そ
の
上
に
築
か
れ
た
道
徳
秩
序
と
そ
の
秩
序
を
守
る
た

め
の
各
規
則
で
あ
る
。
文
学
の
役
割
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
倫
理
関
係

と
道
徳
秩
序
の
変
化
、
お
よ
び
そ
の
変
化
が
も
た
ら
し
た
問
題
を
記
し
、

人
類
文
明
の
進
歩
の
た
め
に
経
験
と
教
訓
を
残
す
こ
と
で
あ
る
。

ダ
ー
ウ
ィ
ン
（Charles

Robert
D

arw
in

）

の
進
化
論
に
よ
れ
ば
、
人
類
は

生
存
競
争
を
経
て
猿
か
ら
人
間
へ
進
化
し
た
。
す
な
わ
ち
獣
類
か
ら
独
立

し
、
獣
類
よ
り
高
級
な
個
体
に
発
展
し
て
き
た
。
し
か
し
、
人
類
は
自
然

選
択
（natural

selection

）

に
よ
っ
て
人
間
と
い
う
形
を
得
た
が
、
そ
の
段

階
で
は
ま
だ
本
質
を
得
て
い
な
い
。
人
類
に
倫
理
意
識
が
生
ま
れ
て
は
じ

め
て
、
獣
類
と
真
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
当
初
、
人

間
は
血
縁
関
係
と
そ
の
上
に
築
か
れ
た
倫
理
秩
序
の
重
要
性
を
認
識
し
、

血
縁
関
係
の
破
綻
は
不
幸
だ
と
考
え
て
い
た
。
後
に
、
理
性
的
に
、
な
ぜ

血
縁
関
係
が
重
要
な
の
か
を
考
え
、
ま
た
血
縁
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
各
関

係
に
つ
い
て
解
釈
し
は
じ
め
た
。
血
縁
関
係
の
重
要
性
に
対
す
る
思
考
と

認
識
こ
そ
、
人
類
の
最
初
の
倫
理
意
識
で
あ
る
。
倫
理
意
識
が
芽
生
え
た

あ
と
、
人
類
は
生
存
と
繁
殖
に
対
す
る
倫
理
秩
序
の
重
要
性
を
認
識
し
、

倫
理
の
混
乱
状
態
（chaos

）
か
ら
脱
出
し
て
倫
理
秩
序
を
築
き
た
い
と
考

え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
基
本
的
な
倫
理
規
則
、
例
え
ば
タ
ブ
ー
、

責
任
、
義
務
な
ど
に
し
た
が
っ
て
行
動
し
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

人
類
の
理
性
が
成
熟
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
倫
理
意
識
は
深
ま
り
、
そ
れ
に
対

応
す
る
倫
理
概
念
も
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
理
性
の
働
き
に
よ
っ
て
、
人

類
は
自
分
を
知
る
方
法
と
日
常
生
活
の
中
で
正
確
な
倫
理
的
選
択
を
す
る

た
め
の
方
法
と
を
考
え
は
じ
め
、
さ
ら
に
は
一
定
の
形
を
と
っ
て
自
分
の

倫
理
経
験
を
残
し
後
代
お
よ
び
他
者
に
伝
え
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ

た
。
人
類
の
倫
理
意
識
の
成
熟
、
な
ら
び
に
倫
理
経
験
を
残
し
た
い
と
い

う
願
望
が
、人
類
文
明
史
に
お
け
る
文
字
お
よ
び
文
学
の
出
現
を
促
し
た
。
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人
類
文
明
の
最
初
期
、
倫
理
秩
序
を
支
え
て
い
た
核
心
的
な
要
素
は
禁
忌

で
あ
っ
た
。
禁
忌
は
古
代
人
類
の
倫
理
秩
序
の
基
礎
で
あ
り
、
保
障
で
あ

る
。
禁
忌
は
道
徳
の
始
ま
り
と
し
て
、
人
類
文
明
の
発
展
に
伴
い
、
道
徳

あ
る
い
は
道
徳
の
表
現
形
式
の
一
つ
に
な
っ
た
。
人
類
社
会
の
倫
理
秩
序

の
形
成
と
変
化
は
、
禁
忌
を
前
提
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。
文
学
の
最
初

の
目
的
は
、
禁
忌
を
文
字
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
中
国
で
最
初
に
文
字

化
さ
れ
た
禁
忌
形
式
は
卜
辞
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
し
ば
し
ば
神
託

（oracle

）
と
呼
ぶ
。
文
字
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
禁
忌
は
制
度
化
さ
れ
、

秩
序
、
す
な
わ
ち
倫
理
秩
序
へ
と
変
化
し
た
。
人
類
の
社
会
制
度
が
作
り

出
さ
れ
、
文
字
化
し
た
法
律
が
現
れ
た
後
に
も
、
文
学
は
依
然
と
し
て
社

会
制
度
と
い
ま
だ
文
字
化
さ
れ
て
い
な
い
法
律
と
の
文
学
表
現
形
式
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
現
在
で
は
芸
術
表
現
形
式
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
文
学
の
倫
理
機
能
は
、
文
学
が
誕
生
し
た
最
初
期
に
す
で
に
存
在

し
て
い
た
と
言
え
る
。
後
に
そ
の
機
能
に
変
化
は
あ
っ
た
が
、
文
学
の
倫

理
的
性
質
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
う
考
え
て
み
れ
ば
、
文
学
倫
理
学
批

評
の
使
命
は
、
ま
さ
に
文
学
の
倫
理
機
能
を
解
釈
し
、
倫
理
の
視
点
か
ら

文
学
に
描
か
れ
る
生
活
現
象
お
よ
び
そ
の
存
在
の
倫
理
原
因
を
追
究
し
、

価
値
判
断
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。

文
明
発
展
の
歴
史
的
視
点
か
ら
見
る
と
、
文
学
は
人
類
史
の
一
部
分
に

す
ぎ
な
い
。
歴
史
を
越
え
る
こ
と
も
離
れ
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
歴
史
を

反
映
す
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
文
学
は
歴
史
段
階
に
よ
っ
て
固
有
の
倫

理
環
境
と
倫
理
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
持
っ
て
い
る
。
文
学
を
理
解
す
る
際
に

は
、
こ
の
倫
理
環
境
と
倫
理
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
離
れ
て
は
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
過
去
の
文
学
を
現
在
の
倫
理
環
境
と
倫
理
コ
ン
テ
ク
ス
ト

で
読
む
こ
と
は
、
文
学
の
倫
理
悖
反
と
な
り
う
る
。
あ
る
時
代
の
道
徳
で

認
め
ら
れ
た
も
の
が
、
必
ず
し
も
現
在
の
道
徳
で
認
め
ら
れ
る
と
は
限
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
現
在
の
道
徳
で
認
め
ら
れ
た
も
の
も
、
別
の
時
代
の

道
徳
で
は
認
め
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
過
去
に
非
難
さ
れ
た
文
学
が

現
在
で
は
高
く
評
価
さ
れ
、
過
去
に
高
く
評
価
さ
れ
た
文
学
が
現
在
で
は

非
難
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
文
学
倫
理
学
批
評
は
、
歴
史
発
展
の

視
点
か
ら
文
学
を
考
察
し
、
倫
理
と
い
う
視
点
か
ら
異
な
る
歴
史
段
階
に

お
け
る
文
学
を
解
釈
す
る
。
そ
し
て
、
異
な
る
倫
理
環
境
と
倫
理
コ
ン
テ

ク
ス
ト
の
中
で
文
学
を
理
解
す
る
際
に
生
じ
う
る
巨
大
な
齟
齬
を
避
け
よ

う
と
す
る
。
他
の
数
多
く
の
批
評
方
法
に
比
べ
、
文
学
倫
理
学
批
評
は
、

抽
象
的
な
道
徳
評
価
で
は
な
く
、
文
学
そ
の
も
の
に
対
し
て
客
観
的
な
倫

理
解
釈
を
行
う
。
す
な
わ
ち
、
文
学
倫
理
学
批
評
は
解
釈
批
評
の
特
性
を

持
つ
。そ
の
主
要
な
任
務
は
単
に
良
し
悪
し
を
評
価
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

独
自
の
方
法
で
、
文
学
に
現
れ
て
き
た
社
会
生
活
現
象
に
つ
い
て
、
客
観

的
な
目
で
倫
理
分
析
と
倫
理
帰
納
を
行
う
。
し
た
が
っ
て
、
文
学
倫
理
学

批
評
は
批
評
家
を
文
学
の
歴
史
現
場
に
連
れ
て
い
き
、
時
に
は
文
学
作
品

の
登
場
人
物
の
弁
護
士
を
務
め
さ
せ
て
人
物
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。

さ
ら
に
、
文
学
倫
理
学
批
評
で
は
、
文
学
の
基
本
機
能
を
教
化
だ
と
捉

え
る
。
そ
の
教
化
的
機
能
は
、
読
者
が
文
学
を
審
美
的
対
象
と
み
な
す
過

程
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
。
審
美
と
は
美
を
認
識
し
理
解
す
る
こ
と
で
、

読
者
が
作
品
を
読
ん
だ
上
で
の
理
解
と
鑑
賞
を
指
す
。
読
者
は
審
美
の
主

体
で
あ
り
、
文
学
は
審
美
の
対
象
、
す
な
わ
ち
客
体
で
あ
る
。
審
美
は
読

者
が
文
学
を
閲
読
、
理
解
、
鑑
賞
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
読
者
に
と

っ
て
審
美
は
、
文
学
の
教
化
的
機
能
を
発
見
し
、
実
現
す
る
過
程
と
い
え
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よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
審
美
は
文
学
そ
の
も
の
の
機
能
で
は
な
く
、
文
学

の
教
化
的
機
能
を
果
た
す
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
文
学

の
根
本
的
な
目
的
は
、
人
類
に
娯
楽
を
提
供
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う

で
は
な
く
て
、
倫
理
の
視
点
か
ら
社
会
と
生
活
を
認
識
す
る
た
め
の
道
徳

範
例
を
人
類
に
提
示
し
、
そ
の
物
質
生
活
お
よ
び
精
神
生
活
に
道
徳
の
啓

示
を
与
え
、
人
類
の
自
己
改
善
の
た
め
に
道
徳
の
経
験
を
残
す
こ
と
に
あ

る
。

二
、
文
字
、
脳
テ
ク
ス
ト
お
よ
び
物
理
的
テ
ク
ス
ト

文
学
批
評
の
方
法
と
し
て
の
文
学
倫
理
学
批
評
は
、
文
学
に
対
し
て
独

特
な
認
識
と
理
解
を
持
っ
て
お
り
、
伝
統
的
な
文
学
観
に
一
定
の
反
旗
を

翻
し
て
い
る
。
そ
の
反
抗
と
い
う
の
も
、
中
国
の
伝
統
的
な
文
学
理
論
に

お
け
る
文
学
の
定
義
に
関
す
る
内
容
、
す
な
わ
ち
、
何
が
文
学
か
と
い
う

問
題
を
根
本
か
ら
覆
す
か
ら
で
あ
る
。
何
が
文
学
か
と
い
う
問
い
は
、
文

学
の
本
質
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
文
学
倫
理
学
批
評
か
ら
見
る
と
、
他

の
文
学
理
論
が
考
察
し
て
い
る
対
象
は
真
の
文
学
で
は
な
く
文
学
の
観
念

に
す
ぎ
な
い
。
文
学
倫
理
学
批
評
は
、
文
学
観
念
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
文

学
そ
れ
自
体
を
め
ぐ
る
議
論
へ
、
抽
象
的
な
文
学
に
関
す
る
議
論
か
ら
具

体
的
な
文
学
作
品
に
関
す
る
議
論
へ
と
移
ろ
う
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
文
学
倫
理
学
批
評
は
ま
ず
、
文
学
が
存
在
す
る
た
め
の
二
つ
の
基
本

前
提
、
文
字
と
テ
ク
ス
ト
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

近
代
以
降
の
用
語
と
し
て
の
文
学
と
い
う
語
は
ラ
テ
ン
語
の
「littera

」

に
由
来
し
、
文
字
そ
し
て
文
字
で
書
か
れ
た
手
紙
を
意
味
す
る
。
こ
の
語

源
か
ら
み
る
と
、
文
学
に
は
二
つ
の
基
本
前
提
、
文
字
と
テ
ク
ス
ト
が
あ

る
と
言
え
る
。
文
字
は
意
味
の
担
い
手
で
、
テ
ク
ス
ト
は
文
学
の
形
態
で

あ
る
。
文
字
は
テ
ク
ス
ト
に
な
り
、
テ
ク
ス
ト
は
文
学
に
な
る
。
文
字
は

一
連
の
表
意
符
記
で
、
文
学
で
は
な
い
。
個
々
の
文
字
は
意
味
を
伝
え
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
文
字
の
伝
え
る
意
味
で
あ
っ
て
、
文
学
の
伝

え
よ
う
と
す
る
意
味
で
は
な
い
。
文
字
の
意
味
は
テ
ク
ス
ト
の
意
味
と
は

異
な
る
。
文
字
が
テ
ク
ス
ト
に
な
る
段
階
で
は
、
そ
の
意
味
は
単
純
で
、

単
一
的
で
、
ま
た
独
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、
文
字
は
能
記
の
意
味
を
持

っ
て
い
る
た
め
、
異
な
る
文
字
か
ら
意
味
の
豊
富
な
、
し
か
も
全
く
異
な

る
テ
ク
ス
ト
に
な
り
う
る
。
文
字
が
ひ
と
た
び
テ
ク
ス
ト
に
な
れ
ば
、
文

字
テ
ク
ス
ト
へ
と
変
化
し
、
そ
の
意
味
は
も
は
や
単
一
の
文
字
の
意
味
で

は
な
く
な
り
、
テ
ク
ス
ト
の
意
味
に
変
わ
る
の
だ
。

文
字
が
生
ま
れ
る
以
前
、
人
々
は
記
憶
に
頼
っ
て
言
葉
を
保
存
し
て
い

た
。
し
か
し
、
記
憶
に
は
時
間
の
限
界
が
あ
る
。
記
憶
す
る
者
の
失
踪
や

死
亡
に
と
も
な
い
、
言
葉
の
記
憶
も
消
失
す
る
。
記
憶
は
言
葉
を
永
久
に

は
保
存
で
き
な
い
。
言
葉
は
そ
も
そ
も
意
味
を
伝
え
る
た
め
の
方
法
の
一

つ
だ
。
す
な
わ
ち
、
語
音
と
い
う
形
を
通
し
て
意
味
を
伝
え
る
。
で
は
、

言
葉
が
伝
え
る
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
脳
で
あ
る
。

脳
テ
ク
ス
ト
と
は
、
人
間
の
頭
脳
に
蓄
え
ら
れ
て
い
る
記
憶
を
指
す
。

記
憶
は
、
人
間
が
五
官
を
通
じ
て
得
た
世
界
に
対
す
る
感
知
で
あ
る
。
脳

テ
ク
ス
ト
は
回
想
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
、
発
声
器
官
と
聴
覚
器
官
で
再

現
さ
れ
、
陶
片
、
草
紙
、
亀
の
甲
、
青
銅
、
紙
な
ど
の
物
質
材
料
に
載
せ

て
物
理
的
テ
ク
ス
ト
に
変
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
媒
介
の
点
で
、
脳
テ
ク

ス
ト
は
特
殊
な
生
物
形
態
で
あ
り
、テ
ク
ス
ト
の
最
初
の
形
態
で
も
あ
る
。
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物
理
的
テ
ク
ス
ト
と
電
子
的
テ
ク
ス
ト
が
出
現
す
る
前
、
非
物
質
形
態
の

意
識
は
記
憶
と
い
う
形
式
で
脳
テ
ク
ス
ト
に
蓄
え
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
脳

テ
ク
ス
ト
は
生
物
形
態
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
他

者
に
移
す
こ
と
は
で
き
ず
、
口
か
ら
口
へ
と
し
か
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
加
え
て
、
永
久
に
は
保
存
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
少
数

し
か
な
い
脳
テ
ク
ス
ト
に
は
、
物
理
的
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
保
存
さ
れ
て

き
た
も
の
も
あ
る
が
、
大
量
の
文
学
性
質
を
持
つ
脳
テ
ク
ス
ト
の
多
く
は

所
有
者
の
死
亡
と
と
も
に
永
久
に
失
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
現
在
で
も

な
お
、
物
理
的
テ
ク
ス
ト
で
あ
れ
電
子
的
テ
ク
ス
ト
で
あ
れ
、
根
本
的
に

は
、
と
も
に
脳
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
複
写
、
加
工
、
保
存
お
よ
び
再
現
で
あ

る
。
脳
テ
ク
ス
ト
な
し
に
は
、
物
理
的
テ
ク
ス
ト
も
電
子
的
テ
ク
ス
ト
も

存
在
し
え
な
い
。
ま
た
、
文
学
創
作
も
な
い
。
そ
し
て
、
ど
ん
な
形
式
の

文
学
も
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

テ
ク
ス
ト
の
発
展
か
ら
言
う
と
、
文
字
の
出
現
以
降
、
言
語
の
音
声
形

式
に
よ
っ
て
し
か
再
現
で
き
な
か
っ
た
脳
テ
ク
ス
ト
は
、
視
覚
的
に
読
め

る
物
理
的
テ
ク
ス
ト
に
変
換
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
人
類

の
言
葉
と
思
想
は
記
録
さ
れ
、
保
存
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、

文
字
が
出
現
し
て
は
じ
め
て
、
無
形
の
言
語
が
文
字
を
表
意
記
号
と
す
る

テ
ク
ス
ト
に
変
わ
る
よ
う
に
な
り
、
脳
テ
ク
ス
ト
の
記
録
と
保
存
が
可
能

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

言
葉
は
頭
脳
思
考
の
道
具
で
あ
り
、
ま
た
表
現
形
式
で
も
あ
る
。
言
葉

は
意
識
の
形
式
で
あ
り
、
そ
の
媒
介
す
る
の
は
音
声
で
あ
る
。
言
葉
は
発

声
器
官
を
通
じ
て
伝
え
、
聴
覚
器
官
を
通
じ
て
受
け
る
。
文
字
が
媒
介
す

る
の
は
表
意
記
号
で
、
筆
記
用
具
と
筆
記
用
紙
に
よ
っ
て
形
に
な
る
。
言

語
は
人
間
の
発
声
器
官
に
依
存
し
て
お
り
、
人
類
が
思
想
を
伝
え
交
流
す

る
た
め
の
音
声
形
式
で
あ
る
。
し
か
し
、
言
語
は
記
憶
な
し
に
は
保
存
で

き
な
い
。
人
間
は
頭
脳
を
使
っ
て
保
存
さ
れ
て
い
る
言
語
を
回
想
し
、
発

声
器
官
に
よ
っ
て
そ
の
言
語
を
再
現
す
る
。現
代
科
学
が
発
達
す
る
以
前
、

言
語
は
人
間
の
発
声
器
官
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
、
ま
た
、
聴
覚
器
官
に
よ

っ
て
そ
の
意
味
を
理
解
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
視
覚
で
は
認
識
す
る
こ
と

は
実
現
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
文
字
が
現
れ
て
は
じ
め
て
、
言
語
は
文
字

に
記
録
さ
れ
、
そ
し
て
保
存
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
言
語
は
文
字
に
記

録
さ
れ
て
か
ら
、
元
来
の
運
び
手
で
あ
る
頭
脳
お
よ
び
表
現
道
具
で
あ
る

発
声
器
官
か
ら
解
放
さ
れ
、
新
た
な
形
式
、
す
な
わ
ち
文
字
符
記
に
変
換

さ
れ
た
。

言
語
は
非
物
質
形
態
で
、
文
字
は
物
質
形
態
で
あ
る
。
言
語
は
文
字
に

記
録
さ
れ
、
無
形
の
言
語
（
言
語
の
形
式
は
音
声
形
式
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
）
が

有
形
の
文
字
に
変
わ
っ
た
。
異
な
る
文
字
が
組
み
合
わ
さ
れ
、
複
雑
な
テ

ク
ス
ト
、
す
な
わ
ち
文
字
テ
ク
ス
ト
に
な
っ
た
。
文
字
テ
ク
ス
ト
は
口
頭

言
語
と
異
な
り
、
石
板
、
銅
器
、
亀
の
甲
、
竹
簡
、
木
片
、
絹
、
紙
な
ど

の
物
質
的
材
料
に
書
か
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
文
字

テ
ク
ス
ト
は
保
存
さ
れ
た
言
葉
で
あ
り
、
思
想
の
物
質
的
形
態
で
あ
り
、

視
覚
器
官
を
通
し
て
識
別
さ
れ
た
り
読
み
取
ら
れ
た
り
す
る
。

口
頭
言
語
は
思
想
の
音
声
形
式
で
あ
る
。
発
声
器
官
に
よ
っ
て
伝
達
さ

れ
、
聴
覚
器
官
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
。
文
字
テ
ク
ス
ト
は
発
声
器
官
を

通
し
て
音
声
形
式
に
変
換
で
き
る
が
、
ま
た
口
頭
言
語
も
筆
記
用
具
や
材

料
を
通
し
て
文
字
テ
ク
ス
ト
に
変
換
で
き
る
。
し
か
し
、
口
頭
言
語
は
テ

ク
ス
ト
に
変
換
さ
れ
る
ま
で
、
記
憶
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
保
存
や
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再
現
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
は
一
定
の
媒

介
を
通
し
て
文
字
と
い
う
媒
体
か
ら
構
成
さ
れ
る
言
語
と
思
想
で
あ
り
、

テ
ク
ス
ト
の
文
字
は
特
定
の
道
具
に
よ
っ
て
認
識
、
解
読
、
理
解
さ
れ
る
。

科
学
が
著
し
く
発
達
し
た
現
代
で
は
、
言
語
と
思
想
は
電
子
的
テ
ク
ス
ト

に
変
換
で
き
る
が
、
文
字
も
電
子
的
テ
ク
ス
ト
に
変
換
で
き
る
。
電
子
テ

ク
ス
ト
も
ま
た
特
定
の
道
具
に
よ
っ
て
認
識
、
解
読
、
理
解
さ
れ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
言
語
は
記
憶
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
永
久
に
は
保
存

で
き
ず
、
記
憶
す
る
者
の
死
亡
と
と
も
に
消
え
て
い
く
ほ
か
は
な
い
。

三
、
文
学
の
物
質
的
形
態

文
学
の
形
態
に
関
し
て
、
中
国
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
文
学
理
論
書
で
は

「
社
会
的
意
識
諸
形
態
」

あ
る
い
は
「
審
美
的
意
識
形
態
」

と
見
な
し

(2)

(3)

て
い
る
。
そ
れ
に
従
っ
て
哲
学
的
な
認
識
論
か
ら
文
学
を
見
る
と
、
文
学

は
意
識
形
態
と
し
て
の
客
観
的
存
在
の
反
映
で
あ
る
。
文
学
表
現
の
根
源

は
客
観
存
在
に
あ
る
。
文
学
を
「
言
葉
の
芸
術
」

と
呼
ぶ
学
者
も
い
る
。

(4)

そ
の
よ
う
な
観
点
を
持
つ
人
は
、
文
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

「
（
引
用
者
注
：
書
か
れ
た
も
の
が
）
文
学
に
な
る
に
は
ま
ず
文
字
テ
ク
ス
ト

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
語
音
、
単
語
、
構
造
な
ど

一
定
の
存
在
形
態
を
持
っ
て
い
る
。
口
頭
の
形
式
、
文
字
を
通
じ
て
、
あ

る
い
は
印
刷
品
、
メ
デ
ィ
ア
の
形
式
で
伝
え
ら
れ
て
い
く
」

。
そ
れ
ゆ

(5)

え
、
文
学
は
「
テ
ク
ス
ト
を
通
じ
て
作
者
、
世
界
、
読
者
な
ど
を
結
び
つ

け
る
感
性
的
で
複
雑
な
存
在
で
あ
り
、
審
美
経
験
を
凝
集
し
て
で
き
る
文

字
テ
ク
ス
ト
だ
」

と
解
釈
で
き
る
。
ほ
か
に
、「
文
学
は
主
体
の
審
美
的

(6)

意
識
が
言
語
記
号
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
学
者
も
い
る
。

(7)

こ
の
よ
う
な
定
義
は
、
「
人
と
外
部
世
界
と
の
審
美
関
係
の
上
に
、
主
体

の
審
美
意
識
が
文
学
の
性
質
に
と
っ
て
の
重
要
性
も
意
識
し
た
。
ま
た
、

社
会
学
、
認
識
論
、
表
現
論
お
よ
び
形
式
論
か
ら
文
学
の
本
質
を
単
純
に

定
義
づ
け
る
の
を
避
け
、
言
語
の
本
体
か
ら
文
学
と
他
の
芸
術
形
式
を
区

別
し
、
文
学
の
本
体
と
比
較
的
に
適
合
し
て
い
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
。

(8)

実
際
に
は
、
「
言
語
記
号
化
表
現
」
は
さ
し
て
新
し
い
観
点
で
は
な
く
、

文
学
は
「
社
会
的
意
識
諸
形
態
」
な
い
し
「
審
美
的
意
識
形
態
」
の
別
の

表
現
に
す
ぎ
な
い
。

文
学
が
「
社
会
的
意
識
諸
形
態
」
も
し
く
は
「
審
美
的
意
識
形
態
」
で

あ
る
と
い
う
見
方
は
、
現
在
、
中
国
で
主
流
を
な
す
観
点
で
あ
る
。
数
多

く
の
文
学
理
論
書
か
ら
「
何
が
文
学
か
」
に
関
す
る
解
釈
を
読
む
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
ら
の
解
釈
で
使
わ
れ
る
用
語
は
種
々
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の

本
質
は
「
文
学
は
社
会
的
意
識
諸
形
態
で
あ
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
乖
離

し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
文
学
は
「
一
定
の
社
会
生
活
が
人
間
の
頭
脳
に

よ
っ
て
反
映
さ
れ
た
産
物
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
文
学
理
論
書
が
あ
る
。

(9)

文
学
は
歴
史
社
会
の
産
物
で
、
一
種
の
社
会
現
象
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

文
学
と
は
「
言
葉
を
形
と
し
て
の
審
美
的
意
識
形
態
」

で
あ
る
。
こ
の

(10)

よ
う
な
観
点
は
、
「
文
学
は
社
会
的
意
識
諸
形
態
で
あ
る
」
と
い
う
観
点

に
若
干
の
変
化
を
加
え
た
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
本
質
が
変
わ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
現
在
、
中
国
国
内
の
大
学
で
使
用
さ
れ
て
い
る
多
数
の
文
学
理
論

書
を
見
る
と
、
何
が
文
学
か
と
い
う
問
題
に
関
す
る
解
釈
は
、
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
表
現
を
使
っ
て
い
る
も
の
の
そ
の
本
質
は
変
わ
ら
な
い
。
と
は
い

え
、
国
内
の
文
学
理
論
書
は
、
何
が
文
学
か
と
い
う
問
題
を
ま
だ
根
本
的
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に
は
解
決
し
て
い
な
い
。

「
文
学
は
社
会
的
意
識
諸
形
態
で
あ
る
」
と
い
う
観
点
で
は
、
文
学
の

形
態
を
科
学
的
に
説
明
で
き
な
い
。「
意
識
形
態
」
は
抽
象
的
な
思
想
で
、

文
学
が
伝
え
よ
う
と
す
る
意
義
で
あ
り
、
文
学
存
在
の
形
態
に
な
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
思
想
、
言
葉
、
文
字
、
テ
ク
ス
ト
と
文
学
と
の
関
係
に
お

い
て
、
思
想
は
抽
象
的
な
思
考
形
式
で
あ
る
た
め
、
言
葉
と
文
字
に
よ
っ

て
し
か
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
言
語
は
音
声
形
式
の
一
種

で
あ
る
た
め
、
発
声
器
官
に
よ
っ
て
し
か
表
現
で
き
な
い
。
思
想
、
言
葉
、

文
字
自
体
は
文
学
で
は
な
く
、
文
学
を
作
り
出
す
条
件
で
あ
る
。
思
想
と

言
葉
は
、
文
字
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
に
変
換
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
文
学
と

し
て
出
現
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
学
と
は
文
学
テ
ク
ス
ト
の
こ
と
で
あ

る
。
文
学
言
語
や
文
学
思
想
な
ど
は
文
学
テ
ク
ス
ト
が
あ
っ
て
こ
そ
の
言

葉
で
、
つ
ま
り
、
文
学
テ
ク
ス
ト
の
言
葉
と
思
想
で
あ
る
。
文
学
は
文
学

テ
ク
ス
ト
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、文
学
の
物
質
的
形
態
が
決
め
ら
れ
る
の
だ
。

す
な
わ
ち
、
文
学
は
一
種
の
物
質
的
存
在
な
の
で
あ
る
。

文
字
は
意
思
の
運
び
手
で
、
文
字
か
ら
テ
ク
ス
ト
が
作
ら
れ
る
。
テ
ク

ス
ト
は
文
学
の
運
び
手
で
、
文
学
の
文
体
、
例
え
ば
詩
、
ド
ラ
マ
、
小
説

な
ど
の
形
式
を
生
み
出
す
。
文
字
が
明
確
に
意
味
を
表
す
た
め
、
文
学
は

文
字
の
認
識
お
よ
び
解
読
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
の
意
味
を
得
る
。つ
ま
り
、

文
学
を
読
む
こ
と
は
、
文
字
か
ら
で
き
て
い
る
文
学
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ

と
に
当
た
る
。

文
字
は
言
葉
と
思
想
を
記
録
・
保
存
す
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
。
文
字

の
機
能
は
言
葉
、
思
想
お
よ
び
事
件
を
記
録
す
る
こ
と
で
あ
る
。
記
録
さ

れ
た
文
字
は
テ
ク
ス
ト
に
な
る
。
文
学
創
作
は
文
字
な
し
に
は
果
た
せ
な

い
が
、
文
字
は
文
学
創
作
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
。
作
家
た
ち
が
文
字
で
文

学
を
創
作
し
て
は
じ
め
て
、抽
象
的
な
思
想
が
文
学
テ
ク
ス
ト
に
変
わ
る
。

し
た
が
っ
て
、
作
者
が
様
々
な
意
味
を
指
す
文
字
か
ら
テ
ク
ス
ト
を
組
む

過
程
が
、
文
学
創
作
の
過
程
で
あ
る
。
文
学
創
作
の
結
果
は
テ
ク
ス
ト
に

表
れ
る
。
数
が
膨
大
で
、
意
味
も
複
雑
な
文
字
を
テ
ク
ス
ト
に
組
み
合
わ

せ
て
文
学
に
す
る
。
そ
れ
で
、
文
学
の
形
式
は
多
様
化
す
る
の
で
あ
る
。

文
字
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
多
種
多
様
な
文
学
に
な
る
が
ゆ
え
に
、
文
学
は

色
褪
せ
る
こ
と
な
く
、
現
在
に
お
い
て
も
人
類
の
欠
か
せ
な
い
精
神
的
な

食
糧
に
な
っ
て
い
る
。

上
述
の
よ
う
に
、
文
学
の
運
び
手
は
文
学
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
テ
ク
ス
ト
な
く
し
て
文
学
も
な
い
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
を
な
す
文

字
は
、
数
量
の
制
限
が
な
い
。
具
体
的
な
事
物
や
思
想
を
述
べ
る
文
字
で

さ
え
す
れ
ば
、
文
学
に
な
り
得
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
個
あ
る
い
は
数
個

の
明
確
な
意
味
を
持
つ
文
字
か
ら
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
文

学
テ
ク
ス
ト
は
数
十
、
数
百
、
数
千
、
数
万
、
数
十
万
、
ひ
い
て
は
数
百

万
の
明
確
な
意
味
を
持
つ
文
字
か
ら
組
み
合
わ
さ
れ
る
。文
字
は
最
初
期
、

ま
だ
複
雑
な
事
件
と
思
想
を
記
述
で
き
る
ほ
ど
豊
か
で
は
な
か
っ
た
。
テ

ク
ス
ト
は
大
概
少
数
の
文
字
か
ら
作
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
事

物
や
思
想
も
極
め
て
単
純
な
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
、
詩
や
戯
曲
、
小
説

と
い
っ
た
文
学
体
裁
は
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
文
字
か
ら
組
み

合
わ
せ
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
。現
在
存
在
す
る
詩
、

戯
曲
、
小
説
な
ど
の
概
念
が
誕
生
す
る
前
、
文
字
か
ら
な
る
テ
ク
ス
ト
が

ま
さ
し
く
当
時
の
文
学
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
文
学
は
そ
の
芸
術

形
式
、
例
え
ば
詩
、
戯
曲
、
小
説
な
ど
の
文
学
体
裁
に
よ
っ
て
分
類
で
き
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る
段
階
に
ま
で
発
展
す
る
前
は
、
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
、
宗
教
的
な
祭
り

を
記
す
記
録
で
あ
れ
、
日
常
生
活
を
記
す
日
記
で
あ
れ
、
文
字
の
数
を
問

わ
ず
、
全
て
が
早
期
の
文
学
に
属
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
三
千
年
余
り
前

の
中
国
の
卜
辞
（
陶
文
は
未
だ
識
別
で
き
て
い
な
い
た
め
、
文
字
と
し
て
認
定
で
き

な
い

）
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
時
代
に
墓
碑
に
刻
ま
れ
た
、
あ
る
い
は
パ
ピ
ル

(11)

ス
に
書
か
れ
た
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
の
文
字
、
古
代
シ
ュ
メ
ー
ル
人
が
石
板
ま

た
は
粘
土
板
に
刻
ん
だ
楔
形
文
字
な
ど
、
そ
れ
ら
は
全
て
最
初
の
文
学
と

見
な
し
う
る
。

エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
技
術
が
文
学
の
領
域
に
脚
を
踏
み
入
れ
る
前
、
文

字
か
ら
テ
ク
ス
ト
へ
と
形
式
化
さ
れ
る
の
が
文
学
の
唯
一
の
方
法
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
、
文
字
テ
ク
ス
ト
は
、
文
学
を
考
察
す
る
際
の
前
提
と
基

礎
で
あ
る
。
文
字
テ
ク
ス
ト
は
、
異
な
る
文
字
か
ら
組
み
合
わ
さ
れ
た
一

定
の
意
味
を
持
つ
物
質
的
形
式
、
あ
る
い
は
形
態
で
あ
る
。
例
え
ば
、
石
、

獣
骨
、
竹
、
粘
土
板
、
パ
ピ
ル
ス
な
ど
の
物
質
的
材
料
に
書
か
れ
た
特
定

の
意
味
を
持
つ
文
字
な
ど
は
、
全
て
文
字
テ
ク
ス
ト
と
称
さ
れ
る
。
こ
れ

ら
の
文
字
が
現
れ
た
時
代
に
、
文
学
に
つ
い
て
の
共
通
概
念
は
ま
だ
形
成

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
は
、
現
在
か
ら
見
れ
ば

歴
史
、
哲
学
、
ま
た
は
自
然
科
学
な
ど
に
属
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
当

時
は
全
て
文
学
の
範
疇
に
あ
っ
た
。
後
に
、
人
類
の
認
識
水
準
が
高
ま
る

に
つ
れ
、
文
字
テ
ク
ス
ト
の
性
質
に
つ
い
て
新
た
な
理
解
と
認
識
が
生
ま

れ
、
新
し
い
概
念
と
標
準
が
生
ま
れ
た
。
歴
史
的
、
ま
た
哲
学
的
な
テ
ク

ス
ト
な
ど
は
分
離
さ
れ
、
文
学
的
な
テ
ク
ス
ト
の
み
残
さ
れ
、
そ
れ
ら
は

文
学
テ
ク
ス
ト
と
名
付
け
ら
れ
た
。
文
学
テ
ク
ス
ト
は
文
学
観
念
の
登
場

と
と
も
に
文
字
テ
ク
ス
ト
か
ら
独
立
し
、
文
学
特
有
の
テ
ク
ス
ト
に
な
っ

た
。
文
学
テ
ク
ス
ト
の
性
質
は
、
文
字
テ
ク
ス
ト
の
文
学
的
な
性
質
に
よ

っ
て
決
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
典
型
的
な
文
学
テ
ク
ス
ト
は
詩
、
戯
曲
、

小
説
の
文
字
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
文
学
テ
ク
ス
ト
は
文
字
テ
ク
ス
ト
か
ら

独
立
し
た
た
め
、
文
学
テ
ク
ス
ト
の
部
類
に
入
ら
な
か
っ
た
テ
ク
ス
ト
は

全
て
非
文
学
テ
ク
ス
ト
に
属
す
。
だ
だ
し
、
そ
れ
ら
は
各
自
の
テ
ク
ス
ト

の
性
質
に
よ
っ
て
他
の
部
類
、
例
え
ば
哲
学
テ
ク
ス
ト
、
歴
史
テ
ク
ス
ト
、

科
学
テ
ク
ス
ト
な
ど
に
分
け
ら
れ
る
可
能
性
も
持
つ
。
文
学
テ
ク
ス
ト
の

概
念
が
形
成
さ
れ
て
か
ら
、
人
々
は
徐
々
に
文
学
の
観
念
を
受
け
入
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。

文
学
観
念
は
、
文
学
の
発
展
と
と
も
に
認
識
さ
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
、

そ
し
て
発
展
し
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
文
学
観
念
の
形
成
過
程
は
、
倫
理

過
程
と
も
言
え
る
。
文
学
発
展
の
歴
史
か
ら
見
る
と
、
文
字
テ
ク
ス
ト
が

文
学
テ
ク
ス
ト
と
見
な
さ
れ
る
過
程
は
、
本
質
的
に
は
文
字
テ
ク
ス
ト
が

倫
理
化
さ
れ
る
過
程
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン

の
自
由
詩
が
受
け
入
れ
ら
れ
、自
由
詩
の
文
学
観
念
が
形
成
さ
れ
る
前
は
、

分
析
で
き
る
押
韻
し
た
詩
テ
ク
ス
ト
し
か
詩
と
称
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
自
由
詩
と
い
う
文
学
概
念
が
形
成
さ
れ
て
か
ら
、
詩
に
関
す
る
伝
統

的
な
観
念
は
変
わ
っ
た
。
韻
を
踏
ん
で
お
ら
ず
、
固
定
的
な
韻
律
構
造
が

な
く
て
も
、
戯
曲
や
小
説
、
伝
統
的
な
詩
に
属
し
て
い
な
い
文
字
テ
ク
ス

ト
は
自
由
体
詩
と
し
て
詩
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

詩
は
、
倫
理
的
な
面
で
認
め
ら
れ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
詩
の
テ
ク
ス
ト
は

文
学
テ
ク
ス
ト
に
分
類
さ
れ
、
詩
の
中
の
重
要
な
一
分
野
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。

文
学
テ
ク
ス
ト
は
、
文
学
を
理
解
す
る
の
に
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
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た
し
て
い
る
。
文
学
テ
ク
ス
ト
は
物
質
形
態
的
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
が

ゆ
え
に
、
文
学
を
読
解
し
、
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
文
学

に
属
さ
な
い
他
の
芸
術
形
式
、
例
え
ば
音
楽
や
絵
画
、
彫
刻
、
ま
た
現
在

は
文
学
と
認
識
さ
れ
て
い
る
口
頭
文
学
な
ど
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
も
で
き

た
の
で
あ
る
。
芸
術
も
思
想
と
感
情
を
表
し
て
お
り
芸
術
性
を
備
え
て
い

る
が
、
形
式
の
上
で
は
文
学
の
本
質
的
な
特
徴
が
な
い
た
め
、
文
学
で
は

な
く
芸
術
に
属
し
て
い
る
。
文
学
と
芸
術
の
違
い
は
ま
ず
、
文
字
テ
ク
ス

ト
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
文
学
に
は
文
字
テ
ク
ス
ト
が
あ

り
、
芸
術
に
は
文
字
テ
ク
ス
ト
が
な
い
。
そ
れ
が
芸
術
か
ら
文
学
を
区
別

す
る
基
本
的
な
特
徴
で
あ
る
。
例
え
ば
、
音
楽
と
絵
画
は
独
自
の
テ
ク
ス

ト
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
音
楽
は
音
楽
の
特
殊
記
号
で
あ
る
楽
譜
か

ら
音
楽
テ
ク
ス
ト
が
作
ら
れ
る
。
絵
画
で
は
、
描
線
、
光
線
、
色
彩
か
ら

絵
画
テ
ク
ス
ト
が
作
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
文
字
テ
ク
ス
ト
で
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
、音
楽
と
絵
画
を
文
学
の
部
類
に
分
類
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

詩
、
戯
曲
、
小
説
な
ど
の
文
学
概
念
が
形
成
さ
れ
る
前
と
形
成
さ
れ
た

後
に
か
か
わ
ら
ず
、
文
字
テ
ク
ス
ト
は
文
学
が
他
の
芸
術
形
式
か
ら
区
別

さ
れ
る
本
質
的
な
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
戯
曲
と
映
画
は
そ
れ
を
解
釈
で

き
る
最
も
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
戯
曲
の
演
出
と
映
画
の
放
送
は
芸
術
表

現
で
あ
る
た
め
、
演
出
さ
れ
る
戯
曲
と
放
送
さ
れ
る
映
画
は
芸
術
に
属
し

て
い
る
。
し
か
し
、
戯
曲
演
出
用
お
よ
び
映
画
撮
影
用
の
文
字
テ
ク
ス
ト

は
、
文
学
に
な
り
得
る
。
我
々
が
現
在
語
っ
て
い
る
口
頭
文
学
は
、
口
頭

で
表
現
さ
れ
た
文
学
だ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
口
頭
で
表
現
す
る
こ
と
自

体
は
文
学
で
は
な
い
。
我
々
が
常
に
話
し
て
い
る
口
頭
文
学
は
実
は
偽
命

題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
口
頭
文
学
と
い
う
言
い
方
は
間
違
っ

て
お
り
、
口
頭
と
い
う
表
現
方
式
で
呼
ぶ
べ
き
だ
か
ら
だ
。
我
々
が
議
論

し
て
い
る
口
頭
文
学
は
、
口
頭
芝
居
や
口
頭
漫
才
芸
術
と
同
じ
く
、
口
頭

で
表
現
す
る
方
式
だ
け
で
あ
り
、
文
学
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
文
字

テ
ク
ス
ト
は
文
学
を
他
の
芸
術
形
式
と
区
別
す
る
唯
一
の
特
徴
で
あ
る
。

科
学
の
発
展
に
と
も
な
い
、文
学
の
形
式
と
観
念
も
大
き
く
変
化
し
た
。

こ
れ
は
ま
ず
、
文
学
の
運
び
手
に
影
響
を
も
た
ら
し
た
。1940

年
代
以

前
、
電
子
を
運
び
手
と
す
る
テ
ク
ス
ト
形
式
は
ま
だ
世
に
現
れ
て
い
な
か

っ
た
。
我
々
は
紙
に
印
刷
さ
れ
た
文
字
記
号
を
識
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

読
書
し
て
い
た
。
し
か
し
、
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
技
術
の
発
展
に
つ
れ
て
、

文
学
テ
ク
ス
ト
は
電
子
テ
ク
ス
ト
と
し
て
保
存
さ
れ
、
紙
テ
ク
ス
ト
よ
り

も
っ
と
長
く
保
存
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
電
子
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
の
材

質
お
よ
び
形
式
が
伝
統
的
な
テ
ク
ス
ト
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
電
子
的

な
表
示
装
置
を
用
い
る
こ
と
で
、
伝
統
的
な
テ
ク
ス
ト
を
読
む
か
の
よ
う

に
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
現
代
科
学
が
文
学
領
域
に
も
応
用
さ
れ
、
我
々

が
読
め
る
文
学
テ
ク
ス
ト
に
は
書
籍
、
雑
誌
な
ど
の
伝
統
的
な
紙
テ
ク
ス

ト
の
ほ
か
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、
録
音
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
な
ど
に
よ
っ

て
保
存
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
も
現
れ
て
い
る
。
現
在
は
紙
を
運
び
手
す
る
テ

ク
ス
ト
形
式
が
な
お
主
流
で
は
あ
る
が
、
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
技
術
が
与

え
た
伝
統
的
な
テ
ク
ス
ト
形
式
へ
の
影
響
の
重
大
さ
も
見
逃
せ
な
い
。
文

学
の
保
存
形
式
の
変
化
と
と
も
に
、
電
子
テ
ク
ス
ト
も
必
ず
や
文
学
テ
ク

ス
ト
の
重
要
な
形
式
に
な
る
だ
ろ
う
。

四
、
文
学
の
定
義
と
そ
の
相
対
性
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文
学
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
統
一

的
な
定
義
が
な
い
。
英
国
百
科
全
書
は
文
学
を
「
書
面
作
品
」
、
ま
た
「
人

類
の
表
現
形
式
の
一
種
」
と
解
釈
し
、
「
文
字
で
表
す
も
の
が
必
ず
し
も

文
学
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
情
報
的
、
技
術
的
、
学

術
的
お
よ
び
新
聞
的
な
作
品
は
、
す
べ
て
の
批
評
家
と
は
言
わ
な
い
ま
で

も
、
ほ
と
ん
ど
の
批
評
家
に
よ
っ
て
文
学
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
」
と
述

べ
、「
一
定
の
創
作
形
式
し
か
文
学
と
い
う
芸
術
と
認
め
ら
れ
て
い
な
い
」

と
説
明
す
る
。
つ
ま
り
、
純
粋
な
文
学
形
式
は
叙
情
詩
で
あ
る
。
そ
れ
だ

け
で
な
く
、
挽
歌
、
史
詩
、
戯
曲
、
叙
事
作
品
と
諷
刺
詩
も
文
学
に
含
ま

れ
る
。
(12)

慣
習
的
な
文
学
の
定
義
を
考
察
す
る
に
は
、
文
学
を
特
定
の
倫
理
環
境

に
置
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
学
観
念
は
特
定
の
倫
理
環
境

の
も
と
で
形
成
さ
れ
る
。
文
学
を
理
解
す
る
に
は
、
そ
の
倫
理
環
境
を
考

え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
文
学
の
倫
理
環
境
に
応
じ
て
、
そ
の
定
義
も
異

な
る
。
文
学
の
本
質
か
ら
見
る
と
、
文
学
は
文
学
テ
ク
ス
ト
だ
と
定
義
で

き
る
。
歴
史
的
な
観
点
か
ら
言
え
ば
、
特
定
の
歴
史
条
件
に
は
特
定
の
文

学
が
あ
る
。
倫
理
的
な
観
点
か
ら
言
え
ば
、
異
な
る
倫
理
環
境
か
ら
生
ま

れ
た
文
学
観
念
は
、
異
な
る
意
味
を
持
つ
。
例
え
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で

は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
文
学
観
念
が
大
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
以
前
、

全
て
の
文
字
材
料
、す
な
わ
ち
テ
ク
ス
ト
が
文
学
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。

科
学
的
な
著
作
の
作
家
も
詩
人
と
称
さ
れ
た
。
一
方
、
中
国
の
儒
学
の
典

型
的
な
作
品
群
は
形
式
か
ら
見
る
と
西
洋
の
文
学
観
念
に
適
合
し
な
い

が
、
長
い
間
文
学
の
精
粋
だ
と
言
わ
れ
て
き
た
。
要
す
る
に
、
異
な
る
歴

史
時
期
に
は
異
な
る
文
学
観
念
と
文
学
定
義
が
あ
る
。

文
学
観
念
は
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
た
め
、
以
下
の
面
か

ら
定
義
を
試
み
る
。

第
一
に
、
文
学
観
念
が
生
ま
れ
る
前
の
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。

詩
、
戯
曲
、
小
説
な
ど
の
文
学
観
念
が
生
ま
れ
る
前
、
全
て
の
文
字
材
料
、

す
な
わ
ち
テ
ク
ス
ト
は
文
学
に
属
し
て
い
た
。
そ
の
代
表
的
な
テ
ク
ス
ト

は
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
に
よ
っ
て
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
で
石
碑
や
石
板
に
刻
ま

れ
た
、
も
し
く
は
パ
ピ
ル
ス
に
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
、
シ
ュ
メ
ー
ル
人
が

楔
形
文
字
で
書
い
た
粘
土
板
の
テ
ク
ス
ト
、
中
国
人
が
甲
骨
文
字
で
刻
ん

だ
卜
辞
な
ど
で
あ
る
。

第
二
に
、
文
学
観
念
に
適
合
す
る
全
て
の
文
字
材
料
で
あ
る
。
文
学
テ

ク
ス
ト
は
文
学
観
念
の
産
物
で
、
文
学
観
念
に
よ
っ
て
文
字
テ
ク
ス
ト
を

解
釈
し
た
結
果
で
あ
る
。
詩
、
戯
曲
、
小
説
な
ど
の
類
型
の
文
字
テ
ク
ス

ト
が
現
れ
た
後
、
我
々
は
新
し
い
歴
史
環
境
に
お
い
て
新
し
い
観
念
か
ら

そ
の
よ
う
な
特
定
の
文
学
テ
ク
ス
ト
を
確
認
し
、
普
遍
的
な
文
学
範
疇
か

ら
独
立
さ
せ
、
文
学
を
再
定
義
し
て
き
た
。
新
し
い
文
学
観
念
の
形
成
と

受
容
は
倫
理
化
の
過
程
で
生
じ
、
文
学
テ
ク
ス
ト
は
観
念
の
面
で
進
化
し

た
結
果
で
あ
る
。
詩
、
戯
曲
、
小
説
に
関
す
る
文
学
観
念
が
形
成
さ
れ
た

の
ち
、
詩
、
戯
曲
、
小
説
の
観
念
に
適
合
す
る
文
字
テ
ク
ス
ト
は
詩
、
戯

曲
、
小
説
の
テ
ク
ス
ト
と
定
義
さ
れ
る
が
、
適
合
し
な
い
テ
ク
ス
ト
は
文

学
だ
と
見
な
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
の
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
は

依
然
と
し
て
文
学
の
範
疇
に
属
す
る
。

第
三
に
、
詩
、
戯
曲
、
小
説
な
ど
、
叙
情
、
架
空
類
の
テ
ク
ス
ト
で
あ

る
。
現
代
文
学
の
観
念
で
は
、
文
学
の
主
体
は
詩
、
戯
曲
と
小
説
で
あ
る
。

歴
史
と
哲
学
は
文
学
か
ら
分
離
し
、
独
立
し
た
学
問
に
な
っ
た
。
そ
の
た
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め
、
文
学
は
詩
、
戯
曲
、
小
説
お
よ
び
文
学
観
念
に
よ
っ
て
文
学
と
認
め

ら
れ
た
そ
の
他
の
テ
ク
ス
ト
を
指
し
て
い
る
。

文
学
テ
ク
ス
ト
と
認
め
ら
れ
る
テ
ク
ス
ト
と
そ
う
で
は
な
い
テ
ク
ス
ト

と
で
は
、
異
な
っ
た
性
質
を
備
え
て
い
る
。
文
学
観
念
で
文
学
テ
ク
ス
ト

か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
文
学
性
質
の
文
字
テ
ク
ス
ト

は
文
学
か
ら
排
除
さ
れ
る
。
そ
れ
以
前
は
、
全
て
の
文
字
テ
ク
ス
ト
は
倫

理
上
、
す
な
わ
ち
慣
習
的
に
文
学
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
テ
ク
ス
ト
、
す

な
わ
ち
文
字
テ
ク
ス
ト
は
、
紙
に
書
か
れ
た
か
あ
る
い
は
印
刷
さ
れ
た
文

字
を
指
す
。
紙
が
発
明
さ
れ
て
著
述
と
印
刷
の
た
め
に
広
く
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
前
に
は
、
他
の
材
質
、
例
え
ば
亀
の
甲
、
獣
骨
、
石
板
、
粘
土

板
、
パ
ピ
ル
ス
、
木
簡
、
札
竹
簡
、
絹
な
ど
に
書
く
な
り
刻
む
な
り
さ
れ

た
。
そ
れ
ら
の
、
何
ら
か
の
意
味
を
表
す
文
字
は
、
全
て
文
字
テ
ク
ス
ト

と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
文
字
の
性
質
に
関
し
て
は
今
で
も
定
論

が
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
古
い
文
字
に
は
論
述
の
特
徴
が
備
わ
っ

て
お
り
、
記
述
テ
ク
ス
ト
あ
る
い
は
哲
学
テ
ク
ス
ト
と
称
し
て
よ
い
と
考

え
ら
れ
る
。
後
の
時
代
に
形
成
さ
れ
た
文
学
観
念
で
は
、
記
述
と
論
理
は

文
学
の
最
も
重
要
な
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
ホ
メ
ー

ロ
ス
風
讃
歌
』
は
そ
の
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
、
哲
学
な
ど
の

テ
ク
ス
ト
が
文
学
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
前
、
文
字
テ
ク
ス
ト
、
例
え
ば
中

国
の
卜
辞
、儒
学
の
経
典
な
ど
の
最
も
古
い
文
字
テ
ク
ス
ト
群
も
含
め
て
、

全
て
文
学
の
範
疇
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
文
学
観
念
は
変
化
し
続
け
る
。
最
初
は
あ
ら
ゆ
る
文
字
材
料

を
指
し
て
い
た
。
後
に
は
詩
、
戯
曲
や
小
説
な
ど
を
主
体
と
す
る
文
学
作

品
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
文
学
観
念
が
拡
大
し
て
い
く
に
つ
れ
、
文
学

は
定
義
上
、
す
で
に
あ
る
文
学
作
品
の
定
義
を
超
え
て
一
つ
の
学
問
に
発

展
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
文
学
に
関
す
る
研
究
も
文
学
の
範
疇
に
入
る

こ
と
に
な
っ
た
。
文
学
理
論
、
文
学
批
評
、
作
家
と
読
者
に
つ
い
て
の
研

究
な
ど
の
テ
ク
ス
ト
は
、
詩
、
戯
曲
、
小
説
な
ど
の
文
学
テ
ク
ス
ト
と
は

大
き
く
異
な
る
が
、
文
学
の
範
疇
に
属
し
て
い
る
。
こ
れ
は
広
義
の
文
学

だ
が
、
狭
義
の
文
学
は
依
然
と
し
て
詩
、
戯
曲
、
小
説
な
ど
の
客
観
的
な

存
在
の
テ
ク
ス
ト
を
指
し
て
い
る
。

文
学
が
文
字
テ
ク
ス
ト
か
ら
文
学
テ
ク
ス
ト
に
変
わ
っ
て
き
た
流
れ
に

お
い
て
、
文
学
観
念
の
発
展
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
文
学
現
象
は

文
学
観
念
よ
り
先
に
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
文
学
観
念
が
形
成
さ
れ
て

は
じ
め
て
、
文
学
テ
ク
ス
ト
の
文
学
的
性
質
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
文
学
が

分
類
さ
れ
、
文
学
解
釈
も
可
能
に
な
る
。
要
す
る
に
、
文
学
研
究
な
し
に

文
学
は
成
り
立
た
な
い
。
例
え
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』、
ホ

ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
『
詩
に
つ
い
て
』
、
劉
勰
の
『
文
心
彫
龍
』
な
ど
、
こ
れ

ら
は
、
文
学
の
範
疇
か
ら
排
除
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
文

学
テ
ク
ス
ト
は
狭
義
の
文
学
、
す
な
わ
ち
詩
、
戯
曲
、
小
説
な
ど
を
指
す

が
、
文
学
に
は
文
学
テ
ク
ス
ト
の
ほ
か
、
文
学
テ
ク
ス
ト
を
研
究
す
る
テ

ク
ス
ト
も
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

文
学
の
定
義
は
、
文
学
と
は
何
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
人
類
が
文
学

を
深
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
時
と
必
ず
出
会
う
問
題
で
、
同
時
に
、
文
学

を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
も
あ
る
。
文

学
の
概
念
は
、
文
学
テ
ク
ス
ト
の
存
在
の
上
に
築
か
れ
て
き
た
。
文
学
テ

ク
ス
ト
な
し
に
、
文
学
観
念
は
な
い
。
文
学
観
念
は
そ
の
時
点
で
存
在
し

た
文
学
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。
文
学
観
念
は
、
人
類
社
会
が
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文
学
テ
ク
ス
ト
を
認
識
、
理
解
し
た
結
果
で
あ
る
。
文
学
テ
ク
ス
ト
が
認

識
さ
れ
る
前
ま
で
、
様
々
な
性
質
の
テ
ク
ス
ト
に
は
そ
れ
ら
を
分
け
ら
れ

る
境
界
線
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
人
々
は
文
学
テ
ク
ス
ト
を
他
の
テ

ク
ス
ト
か
ら
分
け
る
基
準
を
探
そ
う
と
し
て
い
た
。

文
学
を
定
義
づ
け
る
の
は
依
然
と
し
て
困
難
だ
が
、
文
学
を
検
討
す
る

際
に
は
、そ
の
基
盤
と
し
て
の
理
論
前
提
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

文
学
の
概
念
は
歴
史
的
な
概
念
で
、
文
学
と
は
何
か
と
い
う
問
い
を
よ
り

科
学
的
に
定
義
す
る
た
め
に
は
、
文
学
発
展
の
視
野
か
ら
文
学
を
定
義
づ

け
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
具
体
的
、
特
定
的
な
文
学
形
式
が
現
れ
認
識
さ
れ
る
前
、
文

学
の
範
疇
は
極
め
て
広
か
っ
た
。一
切
の
文
字
テ
ク
ス
ト
が
文
学
の
範
疇
、

す
な
わ
ち
文
献
（literature

）
に
属
し
て
い
た
。
例
え
ば
古
代
ギ
リ
シ
ャ
と

先
秦
時
代
の
中
国
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
が
文
学
、
す
な
わ
ち
文
献

に
属
し
て
い
た
。

第
二
に
、
テ
ク
ス
ト
の
文
体
形
式
、
例
え
ば
詩
、
小
説
、
戯
曲
、
歴
史

な
ど
が
形
成
さ
れ
て
か
ら
、
テ
ク
ス
ト
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
体
観
念
に
よ
っ

て
詩
歌
テ
ク
ス
ト
、
小
説
テ
ク
ス
ト
、
戯
曲
テ
ク
ス
ト
、
歴
史
テ
ク
ス
ト

な
ど
に
分
け
ら
れ
た
。
習
慣
に
基
づ
い
て
文
学
と
見
な
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト

も
あ
れ
ば
、
歴
史
ま
た
は
科
学
の
テ
ク
ス
ト
と
見
な
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ

た
。
詩
、
小
説
、
戯
曲
な
ど
は
、
習
慣
に
し
た
が
っ
て
文
学
と
し
て
テ
ク

ス
ト
か
ら
独
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
新
し
い
文
学
観
念
が
確
立
さ
れ

て
か
ら
、
文
学
倫
理
が
役
立
ち
は
じ
め
た
。
歴
史
的
、
科
学
的
な
テ
ク
ス

ト
な
ど
、
以
前
は
文
学
と
み
な
さ
れ
て
い
た
テ
ク
ス
ト
は
、
文
学
か
ら
分

離
さ
れ
、
独
立
し
た
テ
ク
ス
ト
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
新
し
い
文
学
観
念

が
確
立
さ
れ
た
。

第
三
に
、科
学
の
発
展
に
つ
れ
て
テ
ク
ス
ト
の
形
式
に
変
化
が
あ
っ
た
。

電
子
テ
ク
ス
ト
と
い
う
新
し
い
テ
ク
ス
ト
形
式
が
現
れ
て
き
た
の
だ
。
そ

れ
ゆ
え
、
新
た
な
文
学
概
念
も
形
成
さ
れ
は
じ
め
た
。
新
し
い
文
学
概
念

が
受
容
、
認
識
さ
れ
る
と
と
も
に
、
新
た
な
文
学
倫
理
も
生
ま
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
文
学
観
念
の
発
展
と
変
遷
は
、
習
俗
お
よ
び
習
慣
と
結
ば
れ

て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
文
学
概
念
は
習
俗
と
習
慣
、
す
な
わ
ち
倫
理

に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
学
概
念
は
倫
理
概

念
で
あ
る
。

中
国
の
文
学
定
義
に
関
す
る
論
争
は
、
元
は
と
言
え
ば
、
西
洋
の
文
学

定
義
の
論
争
に
由
来
す
る
。
中
国
に
お
け
る
近
代
的
な
文
学
理
論
は
、
西

洋
の
文
学
理
論
か
ら
影
響
を
受
け
て
発
展
し
て
き
た
。
そ
の
観
点
と
術
語

は
全
て
西
洋
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
学
理
論
に
関
す
る
論
争

も
西
洋
の
論
争
か
ら
来
て
い
る
。
西
洋
の
文
学
理
論
は
、
論
争
の
中
で
発

展
し
て
き
た
。
ウ
ェ
レ
ッ
ク
と
ウ
ォ
ー
レ
ン
に
よ
る
『
文
学
理
論
』
は
中

国
で
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
学
術
理
論
書
で
あ
る
。
本
書
は
文
学
の
定
義

を
整
理
し
、
西
洋
の
文
学
定
義
に
つ
い
て
、「
印
刷
の
材
料
に
し
ろ
、
手

書
き
の
材
料
に
し
ろ
、
文
明
史
の
研
究
対
象
で
も
あ
れ
ば
、
文
学
研
究
の

対
象
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
切
の
印
刷
品
は
文
学
と
呼
べ
る
」
と
い

う
観
点
を
指
摘
し
た
。
例
え
ば
、
グ
リ
ー
ン
ロ
ウ
（E.

G
reenlaw

）
は
「
文

明
の
歴
史
と
か
か
わ
る
一
切
の
こ
と
は
、
我
々
の
研
究
範
囲
に
あ
る
」
と

述
べ
、
わ
れ
わ
れ
は
「
あ
る
時
代
あ
る
い
は
文
明
を
理
解
し
よ
う
と
す
る

時
に
、『
純
文
学
』（Belles

Lettres

）
、
ひ
い
て
は
印
刷
に
回
し
た
か
回
し
て

い
な
い
原
稿
に
絞
ら
な
い
方
が
い
い
」
、「
文
化
史
へ
の
貢
献
度
と
い
う
観
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点
か
ら
、
我
々
の
研
究
作
業
を
見
つ
め
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ

(13)

う
に
文
学
と
文
明
史
と
混
同
し
て
語
る
方
法
は
、
現
在
か
ら
見
れ
ば
、
歴

史
か
ら
独
立
し
た
文
学
を
解
釈
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

ウ
ェ
レ
ッ
ク
と
ウ
ォ
ー
レ
ン
が
指
摘
し
た
も
う
一
つ
の
観
点
は
、
美
学

価
値
と
学
術
名
誉
を
文
学
の
評
価
基
準
と
し
た
点
で
あ
る
。
作
品
の
題
材

を
問
わ
ず
、
そ
の
「
優
れ
た
文
字
表
現
方
式
」
だ
け
を
強
調
し
、
文
学
は

名
作
か
ら
な
る
と
主
張
す
る
。
歴
史
上
の
偉
大
な
哲
学
者
、
歴
史
学
者
、

神
学
者
、
道
徳
家
、
政
治
家
、
は
て
は
科
学
者
の
著
作
ま
で
も
文
学
に
包

括
さ
れ
た
。
例
え
ば
、

世
紀
の
英
国
に
お
け
る
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ー
ク
リ

18

ー
（G

eorge
Berkeley

）
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
（D

avid
H

um
e

）
、
ジ

ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
（Judith

P.Butler
）
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ギ
ボ
ン
（Edw

ard

G
ibbon

）
、
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
（Edm

und
Burke

）
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

（A
dam

Sm
ith

）
な
ど
の
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
一
切
の
印
刷
品
は
文
学

で
あ
る
」
と
い
う
考
え
の
簡
略
版
に
す
ぎ
な
い
。
文
学
を
非
文
学
か
ら
区

別
し
て
お
ら
ず
、
文
学
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
説
明
で
き
て
い
な
い
。

ウ
ェ
レ
ッ
ク
と
ウ
ォ
ー
レ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
想
像
的
な
文

学
（im

aginative
literature

）
の
発
展
史
を
考
察
す
る
際
に
、
も
し
名
作
だ
け

を
読
む
な
ら
、
社
会
的
、
言
語
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
背
景
や
文
学
を

左
右
す
る
環
境
要
素
を
は
っ
き
り
と
認
識
で
き
な
い
。
そ
の
上
、
文
学
の

伝
統
の
連
続
性
、
文
学
類
型
（genres

）
の
変
化
や
文
学
の
創
作
過
程
の
本

質
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

。
歴
史
上
の
文
学
定
義
を
整
理
し
た
上

(14)

で
、
ウ
ェ
レ
ッ
ク
と
ウ
ォ
ー
レ
ン
は
、
文
学
と
い
う
言
葉
は
文
学
芸
術
、

す
な
わ
ち
想
像
性
の
あ
る
文
学
を
指
す
こ
と
に
限
る
の
が
最
も
妥
当
だ
と

考
え
た

。
彼
ら
は
、
文
学
に
は
虚
構
性
（fictionality

）
、
創
造
性
（invention

）

(15)

と
想
像
性
（im

agination

）

と
い
う
三
つ
の
基
本
的
特
徴
が
あ
り
、
そ
の
中

で
虚
構
性
が
文
学
の
本
質
的
な
特
徴
だ
と
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
ウ
ェ
レ

ッ
ク
と
ウ
ォ
ー
レ
ン
は
最
終
的
に
文
学
に
関
す
る
明
白
な
定
義
を
提
示
し

な
か
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
文
学
に
関
す
る
美
学
観
念
は

世
紀
に
よ
う
や
く
形

19

成
さ
れ
た
。
そ
れ
は
英
国
文
学
の
民
族
意
識
と
深
く
繋
が
っ
て
い
る
。
20

世
紀
に
、
「
文
学
と
は
何
か
」
を
解
釈
す
る
美
学
理
論
と
批
評
理
論
は
数

え
切
れ
な
い
ほ
ど
溢
れ
て
い
た
が
、相
互
に
論
争
が
存
在
し
て
い
て
お
り
、

定
説
は
な
い
。
ロ
ジ
ェ
・
フ
ァ
ウ
ラ
ー
は
「
殆
ど
の
文
学
研
究
者
に
と
っ

て
、
文
学
の
概
念
は
一
種
の
思
想
で
、
常
識
に
認
め
ら
れ
た
も
の
だ
」
(16)

と
指
摘
し
て
い
る
。
フ
ァ
ウ
ラ
ー
は
あ
る
一
つ
の
基
本
事
実
を
指
摘
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
文
学
の
概
念
は
理
論
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
構
築
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ロ
マ
ー
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
（Rom

an
Jakobson

）
、
ノ

ー
ス
ロ
ッ
プ
・
フ
ラ
イ
（N

orthrop
Fry

）
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
イ
ー
ザ
ー

（W
olfgang

Iser

）
の
理
論
で
あ
れ
、
テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル
ト
ン
（Terry

Eagleton

）

の
『
文
学
と
は
何
か
』
、
あ
る
い
は
ア
ン
・
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
（A

nn
Jefferson

）

の
『
現
代
文
学
理
論
』

な
ど
の
著
作
で
あ
れ
、
同
じ
「
文
学
」
と
い
う

(17)

名
の
下
に
、
異
な
る
理
論
に
よ
っ
て
様
々
な
文
学
実
体
が
出
現
す
る
。
文

学
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
人
々
は
自
分
な
り
に
各
人
各
様
の

解
釈
と
表
現
を
行
っ
た
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
、
サ
ン
・
ピ
エ
ー

ル
（J.

H
.

Bernardin
de

Saint
Pierre

）

は
、「
文
学
は
天
上
の
女
神
で
、
人
類

の
病
痛
を
払
い
消
す
た
め
に
世
に
来
た
の
だ
」と
述
べ
た
。ウ
ィ
リ
ア
ム
・

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
（W

illiam
G

odw
in

）
は
「
文
学
を
各
方
面
か
ら
見
る
と
、
人

間
の
王
国
と
動
物
の
王
国
の
間
に
大
ま
か
な
境
界
線
を
引
い
た
よ
う
な
も
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の
だ
」

と
述
べ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
、
シ
ャ
ル
ル
・
ノ
デ
ィ
エ
（Charles

(18)

N
odier

）
は
「
文
学
は
文
字
表
現
だ
」

と
述
べ
、
イ
ギ
リ
ス
の
作
家
、
ロ

(19)

バ
ー
ト
・
ウ
ィ
ル
モ
ッ
ト
（Robert

A
ris

W
illm

ott

）

は
「
文
学
は
錆
び
な
い

言
葉
だ
」

、
パ
ウ
ン
ド
（Ezra

Pound

）

は
「
偉
大
な
文
学
は
究
極
に
達

(20)

し
た
言
葉
で
あ
る
」
、
「
文
学
は
記
事
保
存
の
た
め
の
記
事
だ
」

と
述
べ

(21)

た
。
こ
れ
ら
の
説
は
、
全
て
が
一
定
の
理
を
有
す
る
が
、
文
学
と
は
何
か

と
い
う
問
題
の
答
え
を
ま
だ
明
か
し
た
も
の
は
な
い
。

文
学
と
は
歴
史
概
念
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
歴
史
の
変
遷
に
伴
っ
て

変
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
な
視
野
か
ら
文
学
を
検
討
す
れ

ば
、
ど
ん
な
作
品
が
文
学
に
属
す
る
か
、
ど
ん
な
作
品
が
文
学
に
属
さ
な

い
か
に
つ
い
て
は
、異
な
る
歴
史
時
期
ご
と
に
異
な
る
判
断
標
準
が
あ
る
。

虚
構
と
事
実
と
い
う
基
準
か
ら
文
学
史
上
の
文
学
作
品
が
判
断
さ
れ
た
こ

と
も
あ
る
。

世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、
ジ
ョ
ン
・

17

ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
（John

W
ebster

）
、
ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
（John

D
onne

）
、
ア
ン

ド
リ
ュ
ー
・
マ
ー
ベ
ル
（A

ndrew
M

arvell

）
、
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
（John

M
ilton

）
な
ど
の
作
品
の
ほ
か
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
（Francis

Bacon

）

の
散
文
、
ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
の
布
教
文
、
ジ
ョ
ン
・
バ
ニ
ヤ
ン
の
自
叙
伝
な

ど
も
、
文
学
に
含
ま
れ
て
い
た
。
テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル
ト
ン
の
指
摘
に
よ

れ
ば
、
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
（Thom

as
H

obbes

）
の
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』

（Leviathan

）
、『
英
国
内
戦
史
』（H

istory
of

the
Rebellion

and
Civil

W
ars

in

England

）
な
ど
も
文
学
に
包
括
さ
れ
て
い
た
。

世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
文
学

19

に
お
い
で
は
、
ラ
ム
（W

illis
Eugene

Lam
b

）
、
マ
コ
ー
リ
ー
（Thom

as
Babington

M
acaulay

）

作
品
も
文
学
に
属
し
て
い
た
。
一
方
、
今
日
の
文
学
の
検
討

で
常
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
（Jerem

y
Bentham

）
、

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
（Charles

RobertD
arw

in

）
、
ハ
ー

バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
（H

erbert
Spencer

）

の
作
品
は
文
学
に
は
属
さ
な

い
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、
文
学
と
は
何
か
と
い
う
問
題
は
す
で
に
生
じ
て

久
し
い
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

文
学
と
い
う
術
語
の
由
来
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
遡
る
。
プ
ラ
ト
ン
の

著
作
に
は
文
学
と
い
う
術
語
は
な
く
、
そ
れ
と
類
似
し
た
二
つ
の
術
語
、

「
詩
歌
」
と
「
詩
学
」
が
あ
る
。
詩
歌
は
現
在
の
意
味
で
の
文
学
、
詩
学

は
詩
歌
を
研
究
す
る
学
問
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
詩
歌
と
詩
学
は
古
代
ギ

リ
シ
ャ
に
お
け
る
最
初
の
文
学
研
究
の
用
語
と
い
う
わ
け
で
あ
っ
た
。
ウ

ェ
レ
ッ
ク
の
指
摘
に
よ
る
と
、
「
文
学
」
と
い
う
言
葉
が
詩
歌
に
と
っ
て

代
わ
っ
た
の
は
最
近
二
百
年
の
こ
と
だ
と
い
う
。

し
か
し
、
英
語
で
は

(22)

「
文
学
」
と
い
う
言
葉
は

世
紀
に
す
で
に
使
わ
れ
て
い
た
。
中
世
期
末

14

期
か
ら

世
紀
に
い
た
る
ま
で
、
文
学
は
人
間
の
知
識
教
養
を
指
し
て
い

19

た
。
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（Sam

uel
Johnson

）
が1755

年
に
完
成

し
た
二
巻
本
『
英
語
辞
典
』（The

D
ictionary

ofthe
English

Language

）
で
は
、

文
学
と
い
う
項
目
で
、
学
問
（learning

）

と
知
識
を
上
手
に
利
用
す
る
こ

と
と
解
説
し
て
い
る
。

現
在
の
英
語
辞
典
で
は
更
に
多
く
の
意
味
が
与

(23)

え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
』
は
、

「literature

」
と
い
う
言
葉
に
対
し
三
点
の
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
第

一
に
、
「
文
学
」
と
著
作
に
精
通
す
る
こ
と
；
人
文
知
識
；
文
学
素
養
。
こ

ん
に
ち
で
は
あ
ま
り
使
わ
な
い
。
第
二
に
、
文
学
作
品
；
文
学
家
の
職
業

ま
た
は
創
作
活
動
；
文
学
領
域
。
第
三
に
、

文
学
創
作
の
全
体
；
あ
る
国

a.

ま
た
は
あ
る
歴
史
時
期
に
創
作
さ
れ
た
作
品
、
あ
る
い
は
世
界
す
べ
て
の

創
作
。
狭
義
の
文
学
は
形
式
美
と
感
情
効
果
を
重
ん
じ
る
創
作
を
指
し
て
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い
る
。
例
え
ば
、
遊
び
文
学
。

特
定
の
テ
ー
マ
を
捉
え
る
創
作
と
著
作
。

b.

あ
ら
ゆ
る
形
式
の
印
刷
品
。

「literature

」
と
い
う
言
葉
は
、
文
学

c.

(24)

だ
け
を
指
す
の
で
は
な
い
。
『
コ
リ
ン
ズ
英
語
辞
典
』
で
は
、
文
学
に
関

し
て
六
つ
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
第
一
に
、
書
写
作
品
、
例
え
ば
詩
歌
、

小
説
、
エ
ッ
セ
イ
な
ど
。
特
に
、
文
体
表
現
お
よ
び
永
遠
な
共
同
主
題
を

特
徴
と
し
た
想
像
性
作
品
。
第
二
に
、
特
定
の
文
化
ま
た
は
、
民
族
が
書

い
た
物
の
集
合
体
。
第
三
に
、
特
定
の
類
型
や
主
題
に
つ
い
て
書
か
れ
た

り
印
刷
さ
れ
た
り
し
た
も
の
。
第
四
に
、
特
定
の
種
類
の
情
報
を
提
供
す

る
印
刷
物
。
例
え
ば
、
科
学
文
献
だ
。
例
え
ば
、sales

literature

（
販
売

カ
タ
ロ
グ
）。
第
五
に
、
作
家
の
技
能
や
専
門
性
。
第
六
に
、
過
去
の
使

い
方
：
学
問
。

全
体
的
に
見
る
と
、
現
在
の
英
語
辞
典
で
は
「
文
学
」

(25)

（literature

）
と
い
う
言
葉
語
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
一
つ
は
文
学
、

も
う
一
つ
は
文
献
で
あ
る
。
「literature

」
と
い
う
言
葉
は
、
文
学
だ
け

で
な
く
文
献
材
料
も
表
し
て
い
る
。
「literature

」
は
む
し
ろ
、
文
献
の

意
味
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。
以
下
に
幾
つ
か
の
例
を
挙
げ
る
。

第
一
に
、A

list
of

reference
of

the
essential

literature
on

a
topic

or
subject (

あ
る
主
題
あ
る
い
は
学
科
論
題
・
主
題
の
基
本
文
献
参
考
目

次
リ
ス
ト)

。
(26)

第
二
に
、The

sources
consistnotonly

of
various

dictionaries
but

also
of

w
orks

or
phrase

in
the

secondary
literature

on
M

iddle
English

(

資
料
出
典
は
、
各
種
の
辞
典
だ
け
で
な
く
中
英
語
の
二
次
文
献
著
作
に
あ
る

語
句
か
ら
な
っ
て
い
る)

。
(27)

第
三
に
、The

reader
w

illbe
directed

to
substantialdiscussions

of
the

w
ord

or
phrase

in
the

secondary
literature

on
M

iddle
English

(

読

者
に
中
世
紀
の
中
英
語
の
二
次
文
献
に
あ
る
文
字
と
語
句
に
関
す
る
重
要
な
議
論
に
誘

う)

。
(28)

第
四
に
、From

w
hat

w
e

can
gather

from
the

literature,
the

m
ethodology

has
been

tested
by

m
eans

of
the

creation
of

a
few

hundred
dictionary

entries
but

no
com

plete
dictionary

has
been

com
piled

using
this

m
ethodolog

(

我
々
の
集
め
ら
れ
る
限
り
の
文
献
か
ら
、
こ

の
方
法
論
は
す
で
に
何
百
個
の
辞
書
条
目
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
文
献
か

ら
推
察
す
る
と
、
こ
の
方
法
論
は
数
百
の
見
出
し
語
の
創
設
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
た
が
、

こ
の
方
法
論
を
用
い
て
編
纂
さ
れ
た
完
全
な
辞
書
は
ま
だ
な
い)

。
(29)

要
す
る
に
、
語
源
か
ら
み
れ
ば
、
「literature

」
と
い
う
語
は
動
態
的

で
、
歴
史
時
期
に
よ
っ
て
異
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

世
19

紀
以
降
、
「literature

」
と
い
う
語
は
主
に
文
学
全
体
を
指
す
よ
う
に
な

っ
た
。
無
論
、
文
献
と
い
う
意
味
も
現
在
ま
で
存
在
し
て
い
る
。

文
学
に
使
わ
れ
る
術
語
お
よ
び
文
学
術
語
の
意
味
も
、
文
学
事
実
の
発

展
に
し
た
が
っ
て
変
化
し
て
い
る
。
「literature

」
と
い
う
語
の
現
在
の

用
法
は
、

世
紀
以
前
の
使
わ
れ
方
と
は
大
い
に
異
な
り
、
す
で
に
詩
、

19

戯
曲
、
小
説
、
エ
ッ
セ
イ
や
、
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
理
論
と
批
評
の
術
語

と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
文
学
の
歴
史
か
ら
見
れ
ば
、
文
学
の
定
義
は
文

学
の
観
念
と
深
く
繋
が
っ
て
い
る
。
歴
史
時
期
に
よ
っ
て
異
な
る
文
学
観

念
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
学
定
義
も
異
な
る
。
こ
れ
は

人
類
文
明
の
発
展
が
文
学
に
反
映
さ
れ
た
特
徴
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
、
古
典
文
学
に
歴
史
、
哲
学
、
演
説
お
よ
び
科
学
著
作
も
包
括
さ
れ
て

い
た
。

世
紀
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
文
学
は
、
我
々
が
現
在
に
言

18

う
別
種
の
学
問
と
し
て
の
扱
う
哲
学
、
歴
史
な
ど
か
ら
完
全
に
は
脱
却
し
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て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
医
学
や
他
の
数
多
く
の
現
代
自
然
科
学
が
独

立
し
た
学
問
と
し
て
個
別
に
分
類
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
と
同
じ
こ
と
で

あ
る
。
中
国
の
先
秦
文
学
で
は
、
文
学
は
文
章
と
学
問
を
指
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
文
学
は
歴
史
、
哲
学
、
エ
ッ
セ
イ
な
ど
も
含
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
中
国
文
史
一
家
の
伝
統
で
も
あ
る
。

世
紀
以
前
、
中
国
の
文
学
観
念
は
西
洋
の
文
学
観
念
よ
り
単
純
で
あ

19
っ
た
。
そ
れ
は
、
中
国
の
文
学
現
象
が
西
洋
ほ
ど
複
雑
で
は
な
く
、
各
形

式
の
小
説
、
戯
曲
や
詩
が
ま
だ
発
展
途
上
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
中
国
の

文
学
観
念
に
哲
学
と
歴
史
が
包
括
さ
れ
て
い
た
の
は
、
当
時
の
中
国
文
学

の
現
実
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
の
た
め
で
あ
る
。

世
紀
以
降
、
様
々
な

20

文
学
形
式
が
急
速
に
発
展
し
て
き
て
、
文
学
と
哲
学
、
歴
史
は
徐
々
に
独

立
し
た
学
問
へ
と
な
っ
た
。
文
学
の
独
立
は
文
史
一
家
の
伝
統
的
文
学
観

点
を
変
え
つ
つ
、
中
国
の
文
学
批
評
と
理
論
の
構
築
に
も
深
い
影
響
を
与

え
た
。
中
国
の
文
学
発
展
史
で
は
、
歴
史
時
期
に
よ
っ
て
文
学
の
定
義
が

異
な
っ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
こ
ん
に
ち
、
歴
史
を
超
え
て
、
文
学
全
体
を
概
括
で
き
る

定
義
を
探
す
の
は
無
意
味
な
作
業
で
あ
る
。
文
学
の
観
念
と
文
学
の
定
義

を
結
ん
で
、
時
代
の
文
学
現
実
に
基
づ
い
て
文
学
と
は
何
か
と
い
う
問
題

を
考
え
れ
ば
、
一
つ
の
時
代
に
限
っ
て
相
対
的
な
定
義
が
下
せ
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
れ
は
、
文
学
が
絶
対
概
念
で
は
な
く
相
対
概
念
だ
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
時
期
と
倫
理
環
境
に
よ
っ
て
、
文
学
概
念
の
意
味

は
異
な
っ
て
く
る
。
文
学
の
初
段
階
で
は
、
一
切
の
文
字
が
文
学
と
さ
れ

て
い
た
。
西
洋
の
考
古
学
者
に
よ
っ
て
発
掘
さ
れ
た
不
完
全
な
文
字
記
録

は
、
そ
の
担
い
手
と
内
容
を
問
わ
ず
、
全
て
文
学
の
範
疇
に
含
ま
れ
た
。

人
類
文
明
の
進
展
に
つ
れ
て
、
文
字
は
簡
単
な
記
録
だ
け
で
な
く
詩
を
書

く
こ
と
に
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
叙

情
詩
と
史
詩
で
あ
る
。
そ
の
時
期
に
は
、
文
学
の
主
要
内
容
は
こ
の
よ
う

な
文
学
体
裁
を
指
し
て
い
た
。
後
に
悲
劇
と
喜
劇
、
歴
史
や
哲
学
お
よ
び

そ
の
他
の
作
品
が
誕
生
し
、
文
学
に
新
し
い
内
容
が
加
え
ら
れ
、
こ
れ
ら

の
テ
ク
ス
ト
も
全
て
文
学
に
属
す
よ
う
に
な
っ
た
。

文
学
の
形
式
と
内
容
が
ま
す
ま
す
豊
富
に
な
る
と
と
も
に
、
テ
ク
ス
ト

は
類
型
に
よ
っ
て
そ
の
形
式
が
一
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
始

め
た
。
こ
う
し
て
、
文
学
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
問
題
が
生
じ
て
き

た
。
す
な
わ
ち
、
異
な
る
類
型
、
形
式
の
テ
ク
ス
ト
を
ど
の
よ
う
に
分
け

る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
を
分
類
す
る
要
求
が
生
ま
れ
て

は
じ
め
て
、
人
々
は
共
通
の
特
徴
に
基
づ
い
て
テ
ク
ス
ト
を
分
類
し
は
じ

め
た
。
そ
の
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
性
質
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト

を
文
学
に
属
さ
せ
る
か
、
新
し
く
現
れ
た
文
学
以
外
の
類
型
、
例
え
ば
歴

史
や
哲
学
に
属
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
分
類
に
よ
っ
て
、
歴
史
、
哲
学
、

倫
理
学
な
ど
は
文
学
か
ら
独
立
し
、
一
つ
の
学
問
に
な
っ
た
。
そ
の
一
方

で
、
新
し
い
テ
ク
ス
ト
形
式
、
例
え
ば
小
説
が
文
学
に
現
れ
た
。
要
す
る

に
、
歴
史
時
期
に
合
わ
せ
て
、
文
学
概
念
は
常
に
変
化
す
る
。
文
学
概
念

は
歴
史
時
期
に
よ
っ
て
特
定
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
歴
史
に
あ
る
文
学

の
全
体
を
概
括
で
き
る
文
学
概
念
は
一
つ
も
な
い
。

文
学
概
念
は
、
文
学
観
念
が
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
世
界
各
国
の

文
学
観
念
の
形
成
に
は
時
間
差
が
あ
り
、
文
学
に
関
す
る
理
解
も
異
な
っ

て
い
る
。
例
え
ば
、
中
国
に
は
文
史
哲
一
家
と
い
う
伝
統
観
念
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
文
学
概
念
が
形
成
さ
れ
る
前
の
文
学
観
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
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て
、
中
国
の
古
典
文
学
に
は
詩
歌
の
ほ
か
、
哲
学
散
文
、
歴
史
記
録
な
ど

も
含
ま
れ
て
い
た
。
も
し
現
代
の
文
学
観
念
に
し
た
が
っ
て
中
国
の
古
典

文
学
を
定
義
す
る
な
ら
、
哲
学
散
文
、
歴
史
記
録
な
ど
は
文
学
か
ら
排
除

さ
れ
て
し
ま
い
、
中
国
の
古
典
文
学
は
極
め
て
乏
し
い
も
の
と
な
る
だ
ろ

う
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
は
、
最
初
の
文
学
観
念
は
詩
歌
に
関
す
る
も
の
の

み
で
、
後
に
戯
曲
、
哲
学
、
歴
史
な
ど
が
加
え
ら
れ
た
。
現
代
の
文
学
観

念
が
形
成
さ
れ
て
か
ら
は
、
哲
学
と
歴
史
な
ど
は
文
学
か
ら
分
離
さ
れ
、

独
立
し
た
学
問
と
な
っ
た
。
現
在
で
も
文
学
と
関
連
す
る
哲
学
や
歴
史
な

ど
の
著
作
も
あ
る
が
、
文
学
と
し
て
扱
う
こ
と
は
今
の
文
学
観
念
と
は
合

致
し
な
い
。
文
学
観
念
が
異
な
れ
ば
、
文
学
概
念
お
よ
び
定
義
も
異
な
る
。

文
学
の
形
態
が
歴
史
や
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
事
実
を
無
視
す
る

と
、
我
々
は
文
学
の
定
義
に
関
す
る
論
争
を
永
遠
に
続
け
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
実
際
に
、
文
学
の
定
義
に
関
し
て
、
国
内
外
で
も
定
説
が
な
く
、

そ
し
て
見
解
が
提
出
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
文
学
は
感
情
的
な
表
現
で

あ
る
。
文
学
は
現
実
世
界
へ
の
模
倣
と
再
現
で
あ
る
。
文
学
は
言
葉
か
ら

で
き
た
材
料
で
あ
る
。
文
学
は
直
感
と
本
能
欲
望
の
表
現
で
あ
る
。
文
学

は
一
種
の
芸
術
記
号
で
あ
る
。
文
学
は
一
種
の
社
会
意
識
形
態
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
事
実
上
、
全
員
が
認
め
る
科
学
的
な
文
学
定
義

を
持
た
な
い
と
言
え
る
。
歴
史
時
期
に
よ
っ
て
文
学
の
存
在
が
異
な
る
の

だ
か
ら
、
そ
れ
に
伴
う
文
学
観
念
、
そ
し
て
、
そ
の
文
学
概
念
と
文
学
定

義
も
異
な
る
の
で
あ
る
。

五
、
ま
と
め

文
学
の
観
念
は
歴
史
の
過
程
を
経
て
形
成
さ
れ
発
展
し
た
も
の
で
あ

る
。
異
な
る
倫
理
環
境
の
中
で
異
な
る
文
学
が
生
ま
れ
、
ま
た
異
な
る
文

学
観
念
が
発
生
し
た
。
だ
か
ら
、
学
術
思
潮
と
批
評
理
論
の
更
新
に
伴
い
、

文
学
倫
理
学
批
評
に
は
新
し
い
傾
向
が
見
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
文
学

と
言
語
学
、
哲
学
、
心
理
学
、
経
済
学
、
政
治
、
法
律
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

ー
科
学
、神
経
認
知
な
ど
の
異
な
る
分
野
と
を
結
び
つ
け
る
傾
向
で
あ
る
。

他
の
学
科
の
理
論
と
方
法
を
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
学
倫
理
学
批

評
は
そ
の
理
論
構
築
を
改
善
さ
せ
、
よ
り
深
い
発
展
を
促
進
す
る
の
で
あ

る
。
そ
う
い
う
過
程
に
お
い
て
は
、
日
本
学
者
か
ら
の
助
力
が
欠
け
て
は

い
け
な
い
の
だ
ろ
う
。

【
注
記
】

1.

倫
理
の
視
点
か
ら
文
学
を
分
析
す
る
こ
と
を
指
す
。

2.

孫
耀
煜
『
文
学
理
論
教
程
』
人
民
出
版
社
、
一
九
〇
〇
年
、
一
頁
。
ま
た
、
他
の

学
者
、
例
え
ば
李
衍
柱
（
『
文
学
理
論
基
礎
知
識
』
山
東
教
育
出
版
社
、
一
九
八
〇

年
、
三
頁
）
な
ど
も
、
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

3.

「
文
学
は
審
美
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
」
と
い
う
観
念
に
関
し
、『
文
学
原
理
発

展
論
』（
銭
中
文
、
中
国
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
一
〇
〇
～
一
四

六
頁
）
を
参
照
。

4.

劉
安
海
、
孫
文
憲
編
『
文
学
理
論
』
華
中
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
十

五
頁
。

5.

阎
嘉
編
『
文
学
理
論
基
礎
』
四
川
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
一
頁
。

6.

前
掲
注

に
同
じ
。

4

7.

歐
陽
友
権
『
文
学
原
理
』
南
方
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
一
四
頁
。
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8.

前
掲
注

に
同
じ
。

4

9.

張
長
青
『
文
学
理
論
教
程
』
湖
南
師
範
大
学
出
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文
字
だ
と
指
摘
し
て
い
る
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者
も
い
る
が
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定
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は
な
っ

て
い
な
い
。
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さ
れ
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文
資
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え
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文
化
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文
化
、
良
渚
文
化
時
期
と
し
て
発
見
さ
れ
た
陶
文
で
あ
る
。
紀
元
前4800

か

ら4300

年
の
間
に
生
ま
れ
た
半
坂
陶
文
は
、
最
初
に
出
土
さ
れ
た
陶
文
だ
と
認
定

さ
れ
て
い
る
。
現
在
発
見
さ
れ
た
陶
文
は
単
独
の
記
号
に
な
っ
て
い
て
、
ほ
と
ん

ど
識
別
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
陶
文
が
文
字
に
属
す
る
か
記
号
に
属
す
る
か
、

未
だ
に
激
し
い
論
争
が
あ
る
。
例
え
ば
、
裘
錫
圭
は
陶
文
を
「
記
号
」
と
し
て
い

る
。
郭
沫
若
は
「
文
字
の
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質
を
持
つ
記
号
」
と
考
え
て
い
る
。
于
省
吾
な
ど
の

学
者
は
文
字
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
現
在
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資
料
で
は
、
甲
骨
文
の
よ
う
な
数
個

の
文
字
か
ら
な
る
テ
ク
ス
ト
は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
現
在
に
発
見
さ
れ
た

文
字
が
記
事
の
文
字
に
属
す
る
か
表
意
記
号
に
当
た
る
か
、
こ
れ
も
な
お
不
明
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
陶
文
は
記
事
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
認
め
ら
れ
る
理
由
が
十

分
で
な
く
、
文
学
か
ら
排
除
さ
れ
た
。
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サ
ミ
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エ
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ン
ソ
ン
（Sam
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本
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英
語
辞
典
』（The

D
ictionary

of
the

English
Language

）
は
、
作
成
に

年
か
か
り
、1755

年
に

9

完
成
し
た
。
そ
の
後
の

150

年
の
間
、
こ
の
辞
書
は
最
も
評
判
の
よ
い
英
語
辞
典

と
し
て
使
わ
れ
た
が
、

世
紀
初
め
に
『
オ
ッ
ク
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フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
』
に
そ
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。
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ann,
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Jam
es,

G
regory.
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参
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。
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28.

詳
細
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an,
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を
参
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。
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【
付
記
】

本
論
文
は
、2

0
2
2

年
中
国
浙
江
省
哲
学
社
会
科
学
計
画
年
度
課
題
「
『
四
書
』
の
日
本
古

典
文
学
に
対
す
る
影
響
研
究
」
（2

2
N
D
J
C
0
0
1
Z

）
と
中
国
国
家
社
科
基
金
重
大
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
「
当
代
西
方
倫
理
批
評
文
献
の
整
理
・
翻
訳
・
研
究
」
（1

9
Z
D
A
2
9
2

）
の
助
成
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。

（
中
国
・
浙
江
大
学
外
国
語
学
院
副
研
究
員
）


