
ソ
シ
ュ
ー
ル
『
一
般
言
語
学
第
三
回
講
義
』
覚
書
（
二
）

線
条
性
の
空
間

黒

田

彰

小
稿
は
、
前
稿
「
ソ
シ
ュ
ー
ル
『
一
般
言
語
学
第
三
回
講
義
』
覚
書
｜
時

間
、
次
元
と
空
間
｜
」（
池
見
澄
隆
氏
編
『
冥
顕
論
｜
日
本
人
の
精
神
史
｜
』

法
蔵
館
、
平
成
24
年

所
収
）
に
続
く
も
の
で
、
そ
の
第
三
章
、
第
四
章

に
該
当
す
る
。
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
（
一
八
五
七
｜
一
九

一
三
）
は
生
前
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
大
学
に
お
い
て
三
回
の
一
般
言
語
学
講
義
を

行
っ
た
が
、
小
稿
は
、
そ
の
第
三
回
の
エ
ミ
ー
ル
・
コ
ン
ス
タ
ン
タ
ン
の
ノ

ー
ト
に
基
づ
い
て
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
学
説
に
お
け
る
、
時
間
と
空
間
の

問
題
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
稿
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
ラ
ン
グ

に
時
間
を
導
入
し
、
二
つ
の
言
語
学

通
時
言
語
学
と
共
時
言
語
学
を
立

て
よ
う
と
す
る
過
程
に
お
い
て
、
共
時
言
語
学
の
時
間
が
見
失
わ
れ
て
ゆ
く

謎
を
追
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
謎
と
、
彼
の
不
思
議
な
次
元
観

面
を
一
次

元
と
す
る
次
元
観
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
、
具
体
的
に
述
べ
た
。
小
稿
は
、

そ
れ
ら
の
問
題
の
根
本
に
あ
る
、
彼
の
時
間
の
観
念
が
、
線
条
性
に
由
来
す

る
こ
と
を
論
じ
よ
う
と
す
る
。
線
条
性
は
、
彼
の
言
語
学
説
の
中
で
、
言
語

記
号
の
第
一
原
理
と
さ
れ
る
、
恣
意
性
と
並
ん
で
、
第
二
原
理
と
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
線
条
性
は
ま
た
、
単
一
空
間
性
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
第
二
原
理

に
は
従
来
、
充
分
に
は
検
討
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
内
容
が
、
多
々
含
ま
れ
て

い
る
。
取
り
分
け
線
条
性
の
有
す
る
時
間
、
次
元
、
空
間
に
関
し
て
は
、
共

時
言
語
学
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
今
後
追
究
さ
れ
る
べ
き
テ
ー
マ
が
、
幾

つ
も
見
出
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
小
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
講
義
の
本
文
に

即
し
て
、
第
二
原
理
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
彼
の
時
間
の
観
念
に
迫
ろ
う

と
す
る
。
参
考
ま
で
に
、
前
稿
所
収
の
図
１
｜
図
12
、
参
考
図
１
｜
３
を
末

尾
に
掲
げ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

ソ
シ
ュ
ー
ル
、
一
般
言
語
学
講
義
、
共
時
言
語
学
、
通

時
言
語
学
、
恣
意
性
、
線
条
性
、
単
一
空
間
性

〔
抄

録
〕
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三

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
学
説
に
は
、
言
語
記
号
の
根
本
原
理
と
さ
れ
る
、
有
名
な

二
つ
の
原
理
が
あ
る
。
第
一
原
理
は
、
恣
意
性
、
第
二
原
理
は
、
線
条
性
と
名
付

け
ら
れ
、
言
語
が
時
間
を
必
須
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
第
一
原
理
か
ら
導
か
れ
て

い
る
（
図
五
）。
と
こ
ろ
が
、
講
義
に
「
時
間
」
が
導
入
さ
れ
（
新
第
四
章
）、
通

時
言
語
学
が
登
場
す
る
と
、
ど
う
い
う
訳
か
、
共
時
言
語
学
の
時
間
は
姿
を
隠
し

て
し
ま
う
（
図
七
以
下
）。
そ
こ
で
起
き
た
こ
と
を
知
る
に
は
、
そ
も
そ
も
言
語

に
対
し
、
時
間
を
必
須
と
し
た
二
つ
の
原
理
、
特
に
第
二
原
理
の
内
容
を
、
今
一

度
検
討
し
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
第
一
原
理
の
恣
意
性
は
、
言
語
記
号
に
お
け
る
、
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
と
概
念
、

即
ち
、
音
と
意
味
と
の
関
係
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
恣
意
性
こ
そ
は
ソ
シ
ュ

ー
ル
を
し
て
、

こ
の
真
理
は
、
ま
さ
し
く
最
上
級
の
も
の
で
す
。
様
々
な
出
来
事
が
ど
れ
ほ

ど
支
脈
で
し
か
な
い
か
、
こ
の
真
理
の
目
に
見
え
な
い
結
論
で
し
か
な
い
か

が
、
最
終
的
に
認
め
ら
れ
る
の
は
少
し
ず
つ
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
（
154
頁
）

と
ま
で
言
わ
し
め
た
程
の
原
理
で
、
幾
つ
も
の
重
要
な
問
題
が
実
際
、
そ
こ
か
ら

展
開
さ
れ
て
ゆ
く
。
だ
が
、
第
二
原
理
の
場
合
は
、
そ
の
規
定
す
る
対
象
が
聊
か

異
な
る
。
そ
れ
は
線
条
性
と
呼
ば
れ
、
一
方
の
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
の
み
を
対
象
と
し

た
、
原
理
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
『
ソ
シ
ュ
ー
ル
小

事
典
』
の
線
条状

）性
（lin

ea
rite

）
の
項
目
に
、

単
一＝

空
間
性
（u

n
i-sp

a
tia
lite

）
と
同
義
。
音
声
言
語
の
シ
ニ
フ
ィ
ア

ン
〔
音
〕
が
も
つ
一
次
元
性
、
一
方
向
性
（
非
可
逆
性
）
の
こ
と
（
292
頁
）

と
説
明
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
確
認
出
来
る
（
同
事
典
の
単
一
空
間
性

u
n
i-

sp
a
tia
lite

の
項
目
に
は
、「
言
語
記
号
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
も
つ
線
状
性
と
同

義
」

311
頁

と
あ
る
）。
即
ち
、
第
一
原
理
が
、
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
（
音
）
と
概
念

（
意
味
）
と
の
関
係
を
、
扱
う
原
理
で
あ
る
の
に
較
べ
、
第
二
原
理
は
、
聴
覚
イ

メ
ー
ジ
だ
け
を
対
象
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
概
念
と
の
関
係
を
扱
う
原
理
と
は
、

な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
或
る
種
の
不
釣
合
い
が
認
め

ら
れ
、
ふ
と
異
和
感
を
覚
え
る
が
、
果
し
て
第
二
原
理
は
、
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
の
み

を
対
象
と
し
、
そ
の
概
念
と
の
関
係
に
は
、
関
わ
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
こ
の
第
二
原
理
に
つ
い
て
、

そ
れ
﹇
訳
注：

こ
の
原
理
﹈
は
、
言ラン語グ
が
手
に
し
て
い
る
す
べ
て
の
手
段
を
支

配
し
て
い
る
条
件
の
一
つ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
（
157

頁
）

と
述
べ
て
い
る
（
東
京
大
学
出
版
会
版
「
こ
の
原
理
は
、
言
語
が
有
す
る
メ
カ
ニ

ズ
ム
す
べ
て
を
支
配
す
る
条
件
の
一
つ
を
表
し
て
い
ま
す
」

98
頁

）。
従
来
の

第
二
原
理
の
理
解
に
よ
っ
て
、
右
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
を
説
明
す
る
の
は
、
非
常

に
難
し
い
。
線
条
性
、
ま
た
、
単
一
空
間
性
の
称
を
以
っ
て
知
ら
れ
る
、
言
語
記

号
の
第
二
原
理
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
内
容
を
持
っ
た
原
理
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
学
説
に
お
け
る
時
間
、
次
元
及
び
、
空
間
の
意
味
を
確
認
す

べ
く
、
そ
の
第
二
原
理
の
内
容
に
関
し
、
こ
こ
で
第
三
回
講
義
の
ノ
ー
ト
に
立
ち

帰
っ
て
、
再
検
討
を
試
み
る
。

ま
ず
第
二
原
理
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
の
第
一
原
理
の
説
明
の
中
に
、
線
条
性

の
主
役
を
担
う
、
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
（
音
）
と
い
う
語
に
関
し
て
、
注
目
す
べ
き
次

の
よ
う
な
一
節
が
見
え
て
い
る15

）

。

二

ソ
シ
ュ
ー
ル
『
一
般
言
語
学
第
三
回
講
義
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覚
書
（
二
）（
黒
田

彰
）



こ
の
同
じ
視
点
か
ら
言
え
ば
、
お
そ
ら
く
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
用テル語ム
に
戻

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
と
い
う
の
も
、
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
れ
が

表
現
す
る
何
か
と
の
絆
を
い
つ
も
持
っ
て
い
ま
す
。
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
イ
マ

ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
訴
え
か
け
、
何
ら
か
の
喚
起
力
を
持
つ
似
姿
、
と
い
う
最

も
一
般
的
な
意
味
で
受
け
取
ら
れ
て
い
ま
す
。

後
に
な
っ
て
、
こ
の
イ
メ

ー
ジ
が
、
ま
さ
し
く
喚
起
さ
せ
る
力
、
と
な
る
の
を
私
た
ち
は
理
解
し
ま
す
。

ま
た
、
最
初
の
方
で
は
な
い
こ
の
事
実
ゆ
え
に
、
こ
の
言
い
方
を
私
た
ち
は

残
し
て
い
く
で
し
ょ
う

（
155
頁
）

聴
覚
イ
メ
ー
ジ
の
語
は
、
後
に
や
り
直
さ
れ
た
講
義
に
お
い
て
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

と
呼
び
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
右
の
一
節
は
、
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
（
音
）
が

概
念
（
意
味
）
を
「
喚
起
さ
せ
る
」
こ
と
を
言
う
も
の
で
、
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
の
働

き
に
言
及
す
る
点
、
第
二
原
理
の
線
条
性
の
機
能
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
注
目

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
第
二
原
理
の
内
容
を
、
ど
の
よ
う
に
述
べ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
第
二
章
の
そ
の
全
文
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る16

）

。

第
二
の
原
理
、
ま
た
は
第
二
の
基
本
的
な
真
理
。
言

語

ラングィスティック
記シー
号ニュ
（
記シー
号ニュ

に
使
わ
れ
て
い
る

像
イマージュ

）
は
、
あ
る
延
長
を
持
っ
て
い
て
、
こ
の
延
長
は
、

一
つ
の
次
元
の
中
だ
け
で
展
開
し
ま
す
。
こ
の
原
理
か
ら
数
多
く
の
応
用
が

生
ま
れ
て
来
る
の
で
す
。
そ
れ
は
明
白
で
す
。
文
の
中
で
諸
語モ
が
切
れ
る
の

は
、
こ
の
原
理
の
結
果
で
す
。
そ
れ
﹇
訳
注：

こ
の
原
理
﹈
は
、
言ラン語グ
が
手
に

し
て
い
る
す
べ
て
の
手
段
を
支
配
し
て
い
る
条
件
の
一
つ
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
が
生
じ
る
の
は
、
そ
れ
が
聴
覚
的
で
あ
る
（
線
の
次
元
、

一
次
元
で
し
か
な
い
時
間
の
中
で
展
開
し
て
い
る
）
か
ら
で
す
。
い
く
つ
も

の
次
元
で
複
雑
化
を
見
せ
る
記シー
号ニュ
の
種
類
（
例
え
ば
、
視
覚
の
記シー
号ニュ
）
に
対

し
て
、
聴
覚
の
記シー
号ニュ
は
、
た
だ
一
つ
の
線
上
で
表
象
さ
れ
る
空
間
の
中
で
し

か
複
雑
化
し
て
い
ま
せ
ん
。
記シー
号ニュ
の
す
べ
て
の
要
素
は
次
々
と
生
起
し
、
連

鎖
を
作
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
時
に
は
、
次
の
事ショ
柄ーズ
に
よ
っ
て
否
定

さ
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
あ
る
音シラ節ブ
を
強
調
す
る
場
合
等
、

に
で
す
。

様
々
な
記シー
号ニュ
の
諸
要
素
が
、
同
一
の
点
上
に
積
み
重
ね
ら
れ
て

い
く
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
錯
覚
に
過
ぎ
ま
せ
ん

。（
な
ぜ
な
ら
、
補
足
さ

れ
て
行
く
記シー
号ニュ
は
、
並
列
し
て
い
る
も
の
と
の
関
係
で
し
か
価
値
付
け
ら
れ

な
い
か
ら
で
す
）。

こ
の
特
徴
の
結
果
、
空
間
的
な
形フォ
態ルム
の
中
で
、
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
が
十
分
な

方
法
で
翻
訳
可
能
に
な
る
の
は
、
こ
の
翻
訳
が
選
ん
だ
線
条
の
お
蔭
、
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
る
の
は
、
線
条
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
結
局
の
と
こ

ろ
、
一
つ
の
次
元
し
か
存
在
し
な
い
か
ら
で
す
（
157
、
158
頁
）

右
の
、「
言
語
記
号
（
記
号
に
使
わ
れ
て
い
る
像
）」
は
、
言
葉
に
お
け
る
音

（
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
）
の
こ
と
で
、
音
は
、
長
さ
を
持
ち
、
一
次
元
的
に
伸
び
る
こ

と
が
出
来
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
所
謂
、
線
条
性
に
該
当
す
る
。
線
条
性

の
提
示
に
続
く
、「
こ
の
原
理
か
ら
」
以
下
に
述
べ
ら
れ
る
内
容
は
、
極
め
て
難

解
な
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
そ
こ
で
、

聴
覚
の
記シー
号ニュ
は
、
た
だ
一
つ
の
線
上
で
表
象
さ
れ
る
空
間
の
中
で
し
か
複
雑

化
し
て
い
ま
せ
ん
。
記シー
号ニュ
の
す
べ
て
の
要
素
は
次
々
と
生
起
し
、
連
鎖
を
作

っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す

と
さ
れ
る
事
柄
は
前
述
、
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
（
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
）
の
単
一
空
間
性
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（u
n
i-sp

a
tia
lite

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
当
た
り
、
そ
れ
は
「
線
条
性
と
同
義
」

（『
ソ
シ
ュ
ー
ル
小
事
典
』）
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
単
一
空
間
性
は
、
言

語
が
「
た
だ
一
つ
の
…
…
空
間
の
中
で
し
か
」
展
開
し
な
い
こ
と
を
言
い
、
一
度

に
一
つ
と
い
う
特
徴
を
持
つ
が
、
そ
こ
に
「
複
雑
化
し
て
い
ま
せ
ん
」
と
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
第
二
原
理
の
線
条
性
の
提
示
に
続
き
、「
こ
の
原
理
」
の

「
応
用
」
の
「
結
果
」
と
し
て
、
二
つ
の
重
要
な
事
柄
を
例
示
す
る
。
一
つ
は
、

文
の
中
で
諸
語モ
が
切
れ
る
の
は
、
こ
の
原
理
の
結
果
で
す

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、

こ
の
特
徴
の
結
果
、
空
間
的
な
形フォ
態ルム
の
中
で
、
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
が
十
分
な
方

法
で
翻
訳
可
能
に
な
る
の
は
、
こ
の
翻
訳
が
選
ん
だ
線
条
の
お
蔭
、
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
事
柄
は
所
謂
、
線
条
性
と
い
う
も
の
の
内
容

を
、
具
体
的
に
考
え
る
上
で
、
非
常
に
重
要
な
問
題
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
そ
の

こ
と
も
後
程
触
れ
よ
う
。
こ
こ
で
ま
ず
取
り
上
げ
て
み
た
い
の
は
、
単
一
空
間
性

の
問
題
で
あ
る
。

ソ
シ
ュ
ー
ル
は
前
掲
、
単
一
空
間
性
に
関
す
る
話
の
中
で
、「
聴
覚
の
記シー
号ニュ
は
、

た
だ
一
つ
の
線
上
で
表
象
さ
れ
る
空
間
の
中
で
し
か
複
雑
化
し
て
い
ま
せ
ん
」
と

述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
、

た
だ
一
つ
の
線
上
で
表
象
さ
れ
る
空
間
（
東
京
大
学
出
版
会
版
「
線
状
に
表

現
さ
れ
る
空
間
」）

と
は
一
体
、
ど
の
よ
う
な
空
間
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
そ
の
空
間
は
言
わ

ば
、
点
が
伸
び
た
線
の
空
間
だ
か
ら
、
そ
の
幅
は
点
つ
ま
り
零
で
あ
っ
て
、
そ
れ

は
所
謂
、
地
理
的
な
空
間
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
空
間
は
、
長
さ

（
延
長
、
広
が
り
）
を
持
つ
が
、
そ
の
長
さ
と
は
、「
聴
覚
的
で
あ
る
」
こ
と
の
説

明
と
し
て
、

線
の
次
元
、
一
次
元
で
し
か
な
い
時
間
の
中
で
展
開
し
て
い
る
（
東
京
大
学

出
版
会
版
「
時
間
と
と
も
に
広
が
り
、
線
状
の
次
元
、
た
だ
一
つ
の
次
元
し

か
持
た
な
い
か
ら
で
す
」）

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
時
間
が
空
間
と
し
て
表
象
さ
れ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
そ
の
空
間
は
、
二
次
元
の
面
と
し
て
の
広
が
り
を
持
た
ず
、
時

間
の
表
わ
れ
と
し
て
の
線
の
長
さ
（
延
長
、
広
が
り
）
の
み
を
持
つ
と
い
う
、
極

め
て
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
す
る
と
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言

語
学
説
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
時
間
に
つ
い
て
、
歴
史
的
時
間
と
共
時
言
語
学
の

時
間
と
の
二
つ
の
時
間
が
、
措
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
と
同
様
（
参

考
図
１
）、
空
間
に
関
し
て
も
や
は
り
、
地
理
的
空
間
と
共
時
言
語
学
の
空
間
と

い
う
、
二
つ
の
空
間
が
措
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
参
考
図
４
は
、
そ
の
こ

と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
例
え
ば
参
考
図
１
と
参
考
図
４
と
い
う
、

二
つ
の
図
に
お
け
る
、
t
共
時
言
語
学
の
時
間
と
s
そ
の
空
間
と
の
関
係
は
、
果

し
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
か
。
そ
の
共
時
言
語
学
の
時
間
と
は
、
そ
も
そ

も
今
、
此こ
処こ
と
い
う
実
存
的
性
格
を
有
す
る
、
話
す
主
体
の
時
間
で
あ
っ
た
こ
と

を
想
起
し
た
い
。
そ
し
て
、
話
す
主
体
が
「
話
す
」
時
間
と
は
、
正
し
く
音
（
聴

覚
イ
メ
ー
ジ
）
の
属
性
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
こ
に
考
え
併
せ
る
と
、
共

s
地
理
的
空
間

ｓ
空
間

参考図４

s
共
時
言
語
学
の
空
間

四
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時
言
語
学
の
時
間
と
は
即
ち
、
線
条
性
の
謂
い
に
外
な
ら
な
い
こ
と
に
気
付
く
。

従
っ
て
、
参
考
図
１
と
参
考
図
４
に
お
け
る
、
t
共
時
言
語
学
の
時
間
と
s
共
時

言
語
学
の
空
間
と
は
、
共
に
言
語
記
号
の
第
二
原
理
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
、
t

は
、
線
条
性
の
時
間
を
表
わ
し
、
s
は
、
線
条
性
の
空
間
（
単
一
空
間
性
）
を
表

わ
し
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
結
論
さ
れ
る
。
t
、
s
の
二
つ
は
、
同
じ
一
つ
の
も

の
の
、
異
な
る
呼
称
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

線
条
性
の
空
間
が
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語

学
説
を
考
え
る
上
で
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
参
考
図
３

に
お
け
る
時
間
２
は
、
図
12
に
お
け
る
奥
行
の
空
間
軸
に
時
間
を
重
ね
る
こ
と
で
、

共
時
言
語
学
の
時
間
の
在あり処か
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
図
12
の
奥
行
と
横

軸
は
本
来
、
二
次
元
の
面
と
し
て
の
、
地
理
的
空
間
を
表
わ
し
て
い
た
。
す
る
と
、

空
間
を
表
わ
す
奥
行
に
時
間
を
重
ね
る
こ
と
は
、
時
間
が
空
間
化
す
る
こ
と
即
ち
、

線
条
性
が
そ
こ
に
出
現
し
た
こ
と
に
な
る
。
参
考
図
３
の
時
間
１
は
、
通
時
言
語

学
の
時
間
な
の
で
当
然
奥
行
と
横
軸
に
よ
る
、
地
理
的
空
間
を
必
要
と
し
、
そ
の

空
間
は
、
通
時
言
語
学
に
属
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
空
間
は
ま
た
、
現
在
の

そ
れ
と
も
解
釈
さ
れ
る
か
ら
、
共
時
言
語
学
の
適
用
対
象
と
見
做
さ
れ
よ
う
。
そ

こ
で
、
共
時
言
語
学
の
時
間
を
、
奥
行
に
当
て
て
み
た
（
時
間
２
）。
さ
て
、
時

間
２
は
、
通
時
言
語
学
に
お
け
る
、
二
次
元
の
平
面
と
し
て
の
広
が
り
を
失
い
、

一
次
元
の
線
と
し
て
、
長
さ
の
み
を
持
つ
の
で
あ
る
。

ま
た
、
参
考
図
３
を
、
時
計
回
り
に
九
十
度
、
回
転
さ
せ
る
と
、
参
考
図
２
と

同
じ
図
形
と
な
る
こ
と
に
気
付
く
。
参
考
図
２
の
横
軸
は
、
同
時
代
性
の
軸
の
上

に
、
や
は
り
共
時
言
語
学
の
時
間
を
重
ね
て
、
そ
の
在
処
を
示
し
た
も
の
だ
が
、

参
考
図
３
に
倣
え
ば
、
線
条
性
が
同
じ
く
そ
こ
に
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま

り
そ
の
共
時
言
語
学
の
時
間
と
は
、
や
は
り
線
条
性
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

参
考
図
２
と
回
転
さ
せ
た
参
考
図
３
と
の
違
い
は
、
も
と
の
参
考
図
３
の
横
軸
が

消
え
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
図
７
原
図
の
同
時
代
性
の
軸
が
、

地
理
的
空
間
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
に
よ
る
が
、
必
要
で
あ
れ
ば
参
考
図
２
に
、

奥
行
の
軸
（
但
し
、
こ
ち
ら
向
き
）
を
加
え
る
こ
と
も
出
来
る
。
そ
れ
が
参
考
図

３
で
あ
る
。
も
し
参
考
図
２
の
横
軸
（
同
時
代
性
の
軸
）
が
、
共
時
言
語
学
の
時

間
即
ち
、
時
間
の
空
間
的
な
表
象
と
し
て
の
線
条
性
を
、
同
時
に
持
つ
も
の
と
す

る
な
ら
ば
、
参
考
図
２
を
通
じ
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
学
説
の
時
間
は
、
た
だ
一

つ
で
あ
り
、
通
時
言
語
学
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
歴
史
的
時
間
と
し
て
、
共
時
言

語
学
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
線
条
性
と
し
て
、
連
続
的
に
表
わ
れ
る
こ
と
な
ど
、

さ
ら
に
幾
つ
か
の
重
要
な
事
実
が
読
み
取
れ
る
。

新
第
四
章
「
静
態
言
語
学
」
の
「
前
提
と
す
べ
き
注
意
点
」
の
始
め
に
は
、
状エ

態タ
を
説
明
す
る
、
と
て
も
奇
妙
な
次
元
の
話
が
見
え
て
い
た
。
再
度
そ
の
一
節
を

示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
（
東
京
大
学
出
版
会
版
の
本
文
を
併
せ
掲
げ
る
）。

・
一
つ
の
状エ
態タ
に
つ
い
て
語
る
時
、
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
約
束
事
が
あ
り
ま

す
。
私
た
ち
が
状エ
態タ
と
呼
ぶ
も
の
の
境
目
は
、
も
ち
ろ
ん
、
不
鮮
明
で
す
。

こ
こ
で
は
、
次
の
よ
う
な
困
難
と
比
較
で
き
る
で
し
ょ
う
。
一
点
は
ど
ん
な

次
元
も
持
っ
て
い
な
い
。
点
で
構
成
さ
れ
て
い
る
一
本
の
線
は
、
一
つ
の
次

元
を
持
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
一
つ
の
面
は
一
つ
の
次
元
し
か
持
っ
て
い

な
い
の
で
、
そ
の
結
果
、
一
つ
の
立
体v

o
lu
m
e

は
、
面
で
は
構
成
で
き
な

い
の
で
す
。（
252
頁
）

・
状
態
に
つ
い
て
話
す
際
に
無
視
で
き
な
い
約
束
が
あ
り
ま
す
。
状
態
と
呼
ん

で
い
る
も
の
の
さ
ま
ざ
ま
な
境
界
は
必
然
的
に
不
正
確
で
す
。
こ
の
難
し
さ

五

佛
教
大
学
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は
次
の
も
の
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す：

点
に
は
次
元
が
あ
り
ま
せ
ん

が
、
点
か
ら
作
ら
れ
る
線
に
は
次
元
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
面
に
は
一

つ
し
か
次
元
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
174

、
面
を
組
み
合
わ
せ
て
も
立
体
を
作
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

〔
脚
注
〕
174

面
は
二
次
元

（
東
京
大
学
出
版
会
版
、
159
頁
）

ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
線
を
一
次
元
と
し
な
が
ら
、
平
面
も
同
じ
く
一
次
元
と
し
て
い

る
。
そ
の
平
面
に
つ
い
て
の
次
元
観
は
一
見
、
と
て
も
奇
妙
に
見
え
る
が
、
彼
の

言
う
、
線
の
次
元
し
か
持
た
な
い
平
面
と
は
一
体
、
何
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
共
時
言
語
学
の
時
間
は
、
状エ
態タ
に
も
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
一
つ

の
次
元
し
か
持
っ
て
い
な
い
」
平
面
は
、
共
時
言
語
学
の
時
間
、
即
ち
、
時
間
が

空
間
と
し
て
表
象
し
た
、
線
条
性
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、「
状エ
態タ
」
と
い
う
語
は
、
二
次
元
の
平
面
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。
そ
れ

が
強
ち
誤
り
で
も
な
い
こ
と
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
自
身
が
「
状エ
態タ
」
の
例
え
と
し
て
、

図
９
（
右
）、
図
10
（
左
）
の
二
つ
の
図
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
確
認
さ
れ

る
。
図
９
は
、
物
体
の
投
影
図
で
、

言ラン語グ
の
状エ
態タ
に
つ
い
て
論
じ
る
時
、
投
影
図
に
言
及
す
る
の
は
正
し
い
と
思

わ
れ
ま
す
（
247
頁
）

と
さ
れ
、
図
10
は
、
植
物
の
軸
の
縦
横
二
つ
の
断
面
図
で
、

水
平
の
切
断
面
と
同
じ
数
だ
け
、
話
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
状エ
態タ
が
あ

る
の
で
す
（
248
頁
）

と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
図
９
の
投
影
図
に
関
し
、

歴
史
的
現
実
、そ
れ
が
物
体
で
あ
り
、そ
の
物
体
に
対
し
て
、現
実
の
言

語

の

ラングィスティック

状エ
態タ
と
は
そ
の
投
影
図
で
す
。
投
影
図＝

共
時
的
な

サ
ン
ク
ロ
ニ
ッ
ク

現
実＝

一
定
の
平
面
上

に
投
影
さ
れ
た
通
時
的
な

ディアクロニック
現
実
の
様
相
、
を
知
る
の
は
、
物
体＝

通
時
的
な

ディアクロニック

現
実
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
247
頁
）

と
述
べ
て
、
状エ
態タ
を
投
影
図
と
し
た
上
で
、
そ
れ
を
「
一
定
の
平
面
」
と
呼
ん
で

い
る
か
ら
、
状エ
態タ
が
二
次
元
の
平
面
で
あ
る
こ
と
は
、
図
９
（
右
）
や
図
10

（
左
）
が
そ
う
で
あ
る
如
く
、
動
か
し
難
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、

二
次
元
の
平
面
と
し
て
の
状エ
態タ
は
、
例
え
ば
図
12
右
、
参
考
図
３
の
下
面
（
上

面
）
と
同
じ
も
の
に
な
り
（
図
10
左
と
同
形
の
図
は
、
一
部
三
章
78
頁
に
見
え

る
）、
地
理
的
空
間
と
な
っ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、
地
理
的
空
間
は
、
通
時
言

語
学
に
属
す
る
も
の
で
、
共
時
言
語
学
に
は
属
さ
な
い
（
参
考
図
４
）。
す
る
と
、

状エ
態タ
に
も
ど
う
や
ら
、
通
時
言
語
学
の
状エ
態タ
と
共
時
言
語
学
の
状エ
態タ
と
い
う
、
二

つ
の
状エ
態タ
が
あ
る
ら
し
い
こ
と
に
気
付
く
。
そ
う
で
あ
れ
ば
当
然
、
そ
れ
ら
を
同

一
視
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
二
つ
の
状エ
態タ
は
、
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
（
参
考
図
５
）。
こ
こ
で
、
二
つ
の
状エ
態タ
が
何
故
、
生
じ
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
の
か
、
そ
の
経
緯
を
辿
り
直
し
て
み
る
。

さ
て
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
ま
ず
、
旧
第
三
章
「
言ラン語グ
を
構
成
す
る
具
体
的
な
実

体

アンティテ

と
は
何
か
」
に
お
い
て
、

私
た
ち
が
、
言

語

の

ラングィスティック
実

体

アンティテ
を
前
に
す
る
た
め
の
最
初
の
条
件
、
そ
れ
は

あ
の
二
つ
の
要
素
の
結
合
が
、
今
こ
こ
に
出
現
し
て
存
続
し
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
で
す
（
160
頁
）

e
通
時
言
語
学
の
状エ
態タ

ｅ
状エ
態タ

参考図５

e
共
時
言
語
学
の
状エ
態タ
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と
述
べ
、
私
達
が
言
語
の
実
体
を
捉
え
る
た
め
の
、
第
一
条
件
を
示
し
て
い
た
が
、

そ
れ
は
ま
た
、
共
時
言
語
学
の
第
一
条
件
で
も
あ
る
。「
あ
の
二
つ
の
要
素
の
結

合
」
と
は
無
論
、
音
（
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
）
と
意
味
（
概
念
）
の
結
合
を
指
し
て
お

り
、
そ
の
結
合
は
さ
ら
に
、
前
章
に
提
示
さ
れ
た
、
言
語
記
号
の
二
つ
の
原
理
の

内
容
を
、
受
け
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
新
第
四
章
「
静
態
言
語
学
と
歴
史
言
語

学
。
言

語

学

ラングィスティック
の
二
重
性
」
は
、
時
間
が
導
入
さ
れ
、
図
７
｜
図
10
の
掲
げ
ら

れ
る
章
だ
が
、
図
７
、
図
８
を
示
し
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
二
つ
の
言
語
学
の
関
係

を
明
か
し
つ
つ
、「
こ
の
二
つ
の
秩
序
を
根
本
的
に
分
離
す
る
視
点
」
と
し
て
、

「
話
す
主
体
の
視
点
」
を
上
げ
、
そ
れ
が
共
時
言
語
学
の
視
点
で
あ
る
と
断
じ
て

い
る
。話

す
主
体
の
視
点
に
身
を
置
け
ば
、
時
間
の
下
で
一
続
き
に
な
っ
た
出
来
事

は
存
在
し
な
い
事ショ
柄ーズ
で
す
。
話
す
主
体
は
、
一
つ
の
状エ
態タ
を
前
に
し
て
い
る

の
で
す
。
同
様
に
、
言
語
学
者
が
こ
の
状エ
態タ
そ
れ
自
体
を
捉
え
る
た
め
に
は
、

通

時

的

ディアクロニック
で
あ
る
も
の
、
あ
る
状エ
態タ
を
時
間
の
中
で
生
ん
だ
も
の

を

、

白
紙
に
戻
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
起
源
を
黙
殺
す
る
視
点
に
よ
っ
て
し

か
、
話
す
主
体
の
意
識
の
中
に
入
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
す
…
…
固
定
さ

れ
、
限
定
さ
れ
た
一
点
に
置
か
れ
た
観
察
者
と
は
、
話
す
主
体
で
あ
り
、
あ

る
い
は
そ
の
立
場
に
な
っ
て
考
え
る
言
語
学
者
で
す
（
213
頁
）

同
時
に
、「
異
変
的
な
出
来
事
」
が
客
観
的
で
あ
る
の
に
対
し
、

（
私
た
ち
の
心
、
私
た
ち
の
能
力
に
属
し
て
い
る
）
主
観
的
な
出
来
事
が

﹇
訳
注：

一
方
に
、
静
態
的

スタティック
な
出
来
事
と
し
て
﹈
あ
り
ま
す
（
215
頁
）

と
述
べ
て
、
共
時
言
語
学
の
そ
れ
は
、
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
そ

れ
ら
に
よ
れ
ば
、
話
す
主
体
の
前
に
す
る
「
一
つ
の
状エ
態タ
」
即
ち
、
共
時
言
語
学

の
状エ
態タ
が
、
通
時
言
語
学
の
地
理
的
空
間
を
持
つ
筈
は
な
い
の
だ
が
、
ど
う
し
て

そ
の
状エ
態タ
が
、
二
次
元
の
平
面
を
持
つ
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
の
か
。
そ
の
理
由

を
知
る
鍵
は
、
図
９
、
図
10
を
説
明
し
た
、
新
第
四
章
の
終
わ
り
近
く
の
、
次
の

一
節
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

静
態
的
な

ス
タ
テ
ィ
ッ
ク

遠
近
法
が
、
話
す
主
体
と
言
語
学
者
に
同
時
に
関
わ
っ
て
い
る
の

に
気
付
く
の
が
大
切
で
す
。
静

態

スタティック
を
対
象
と
す
る
遠
近
法
は
、
話
す
大
衆

に
も
文
法
に
も
関
係
が
あ
り
ま
す
。
話
す
大
衆
に
と
っ
て
、
諸
語テル彙ム
が
現
れ

出
て
来
る
遠
近
法
、
そ
れ
は
現
実
で
す
。
亡
霊
で
も
影
で
も
あ
り
ま
せ
ん

（
249
頁
）

右
記
に
は
、
話
す
主
体
と
は
別
に
、
そ
れ
と
よ
く
似
た
、「
話
す
大
衆
」
と
い
う

も
の
が
登
場
す
る
。
こ
の
話
す
大
衆
（m

a
sse p

a
rla
n
te.

語
る
集
団
）
も
、
ソ

シ
ュ
ー
ル
の
言
語
学
説
の
重
要
な
概
念
の
一
つ
で
、
第
二
章
「
言
語
記
号
の
性

質
」
を
、「
記シー
号ニュ
の
体
系
と
し
て
の
言ラン語グ
」
と
変
更
し
た
後
に
挿
入
さ
れ
た
、
新

第
三
章
「
記シー
号ニュ
の
不
変
性
と
可
変
性
」
に
お
い
て
、

1)
事ショ
柄ーズ
の
定
義
。
言

葉

ランガージュ
の
中
で
、
言ラン語グ
は
言バロ
葉ール
か
ら
切
り
離
さ
れ
ま
し
た
。

言

葉

ランガージュ
か
ら
言バロ
葉ール
で
し
か
な
い
も
の
す
べ
て
を
差
し
引
い
た
時
、
残
り
は
ま

さ
し
く
言ラン語グ
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
、
心
理
的
な
用テル語ム
だ
け
を
含
む
も
の
に
な

り
ま
す
。
言ラン語グ＝

観イ
念デ
と
記シー
号ニュ
の
間
の
心
理
的
な
結
び
付
き
。
し
か
し
、

（
そ
の
実
在
の
一
部
分
し
か
含
ん
で
い
な
い
の
で
）、
こ
こ
に
は
社
会
的
な
実

在
以
外
の
も
の
、
非
実
在
的
な
言ラン語グ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
言ラン語グ
が
存
在
す
る

た
め
に
は
、
言ラン語グ
を
使
用
し
て
い
る
話
す
大
衆m

a
sse p

a
rla
n
te

が
必
要

で
す
。
言ラン語グ
と
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
、
集
団
の
心
の
中
に
す
で
に
し
て
住

み
着
い
て
い
る
も
の
で
す
（
201
頁
）
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と
定
義
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
右
を
見
る
と
、
話
す
大
衆
は
、
言ラン語グ
を
生
き

た
「
社
会
的
な
実
在
」
と
す
る
た
め
に
、
要
請
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
興
味
深
い
の
は
、
さ
ら
に
、

こ
の
定
義
で
も
、
社
会
的
実
在
は
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
歴
史
的

実
在
が
ま
だ
、
ま
っ
た
く
入
っ
て
い
ま
せ
ん
（
202
頁
）

と
し
て
、

し
か
し
、
時
間
と
い
う
要
因
の
外
側
で
、
時
間
の
た
だ
一
点
で
だ
け
言ラン語グ
の

出
来
事
を
考
え
る
時
に
は
、
社
会
的
集
団
の
中
に
現
れ
出
る
よ
う
な
外
的
実

在
が
生
じ
る
機
会
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
時
間
と
い
う
歴
史
的
実
在
が
、

こ
こ
に
介
入
し
ま
す
。
話
す
大
衆
の
い
な
い
時
間
を
取
り
出
し
て
み
て
も
、

お
そ
ら
く
は

（
変
化
の
）

ど
ん
な
外
的
な
結
果
も
な
い
で
し
ょ
う
。
時
間

を
持
た
な
い
話
す
大
衆
。
時
間
を
介
入
さ
せ
た
時
に
し
か
、
言ラン語グ
の
社
会
的

な
力
が
現
れ
な
い
の
を
見
た
ば
か
り
で
す
。

次
の
図
式
で
完
全
な
実
在
に

至
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
時
間
軸
を
付
け
加
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
す

（
202

頁
）

と
言
わ
れ
、
図
６
の
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
上
述
、
話
す
大
衆
に

次
い
で
、
言ラン語グ
を
「
歴
史
的
実
在
」
と
す
る
た
め
の
、「
時
間
」
の
概
念
が
要
請

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
間
が
歴
史
的
時
間
（
参
考
図
１
）
即
ち
、
通
時
言
語
学
の

時
間
（
参
考
図
２
）
に
外
な
ら
ず
、
そ
れ
に
対
し
、
共
時
言
語
学
の
時
間
が
別
途
、

措
定
さ
れ
よ
う
こ
と
は
、
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
さ
て
、
右
の
一
節
は
、
言ラン語グ
の

歴
史
的
実
在
性
が
、
通
時
言
語
学
の
時
間
即
ち
、
歴
史
的
時
間
を
要
請
し
、
同
時

に
そ
の
社
会
的
実
在
性
が
、
通
時
言
語
学
の
空
間
即
ち
、
地
理
的
空
間
（
参
考
図

４
）
を
要
請
す
る
、
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
上
述
の
話
す
大
衆
は
、

通
時
言
語
学
の
空
間
即
ち
、
地
理
的
空
間
の
成
立
要
件
に
、
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
話
す
大
衆
の
位
置
す
る
空
間
が
、
二
次
元
の
地
理

的
空
間
な
の
で
あ
り
、
そ
の
言
語
の
状エ
態タ
が
、
通
時
言
語
学
の
状エ
態タ
（
参
考
図

５
）
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
概
ね
共
時
言
語
学
の
時
間

（
参
考
図
１
。
線
条
性
の
そ
れ
）
を
始
め
と
し
て
、
話
す
主
体
の
属
す
る
空
間
、

即
ち
、
一
次
元
の
共
時
言
語
学
の
空
間
（
参
考
図
４
。
線
条
性
の
空
間
）
や
、
共

時
言
語
学
の
状エ
態タ
（
参
考
図
５
）
に
対
応
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
上
述
、
二
つ
の

状エ
態タ
が
生
じ
た
理
由
と
し
て
、
共
時
言
語
学
と
は
そ
の
状エ
態タ
を
異
に
す
る
、
通
時

言
語
学
の
立
て
ら
れ
た
こ
と
が
上
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
図
９
右
、
図
10
左
は
、
い

か
に
も
共
時
言
語
学
を
表
わ
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
ら
は
飽
く

ま
で
、
通
時
言
語
学
か
ら
見
た
共
時
言
語
学
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
、
注
意
す
べ
き

で
あ
る17

）

。
つ
ま
り
通
時
言
語
学
か
ら
見
た
共
時
言
語
学
が
、
共
時
言
語
学
そ
の
も

の
と
一
致
し
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
通
時
言
語
学
の
存
在
が
、
そ
れ
を
歪
め
て
い

な
い
保
証
は
、
何
処
に
も
な
い
。
実
際
、
図
９
右
、
図
10
左
が
、
共
時
言
語
学
の

一
次
元
の
平
面
（
線
条
性
の
空
間
）
を
、
二
次
元
の
平
面
と
し
て
描
き
出
し
て
い

る
こ
と
な
ど
は
、
典
型
的
な
そ
の
歪
み
が
、
二
つ
の
言
語
学
の
交
差
面
に
、
顔
を

出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

通
時
言
語
学
を
立
て
る
こ
と
が
、
そ
れ
か
ら
共
時
言
語
学
を
峻
別
し
、
追
究
す

る
上
で
、
必
要
不
可
欠
な
作
業
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、

二
つ
の
言
語
学
の
内
容
に
つ
い
て
、

言ラン語グ
の
共
時
的
な

サ
ン
ク
ロ
ニ
ッ
ク

出
来
事
な
の
か
、
そ
れ
と
も
通
時
的
な

ディアクロニック
出
来
事
を
研
究
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
〔
か
〕。（
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
は
二
つ
の
学
問

分
野
な
の
で
す
）。
こ
の
二
つ
の
路
線
を
混
同
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
（
237
頁
）

八

ソ
シ
ュ
ー
ル
『
一
般
言
語
学
第
三
回
講
義
』
覚
書
（
二
）（
黒
田

彰
）



と
述
べ
、
二
つ
の
言
語
学
の
内
容
を
、
混
同
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
警
告
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
は
、
新
第
四
章
の
一
方
の
タ
イ
ト
ル
、
静
態
言
語
学
（
共

時
言
語
学
）
の
内
容
に
関
し
、

大
雑
把
に
言
え
ば
、
両
者
の
対
立
は
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
静
態
言
語
学

は
、
集
団
的
な
（
も
っ
と
も
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
個

の

アンディヴィデュエル
意
識
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
て
い
ま
す

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
自
身
の
裡
に

ア

ン

ソ

ワ
言ラン語グ
を

持
っ
て
い
ま
す
）
同
じ
意
識
に
よ
っ
て
認
め

ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に

共
存
し
、
そ
し
て
体
系
を
形
成
し
て
い
る

諸
語テル彙ム
の
間
の

、
論
理
的
、

心
理
的
な
関
係
に
従
事
す
る
で
し
ょ
う
（
240
、
241
頁
）

と
説
明
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
そ
の
「
集
団
的
な
同
じ
意
識
に
よ
っ
て
認
め

ら

れ
て
い
る
か
の
よ
う
に

共
存
し
、
そ
し
て
体
系
を
形
成
し
て
い
る
」
と
さ
れ
る

箇
所
に
、
二
次
元
平
面
の
言
語
の
状エ
態タ
を
設
定
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
そ
こ
に

話
す
大
衆
を
想
定
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
そ
こ
に
想
定
さ
れ
る

の
は
、

）内
の
但
し
書
き
に
明
示
さ
れ
る
、
話
す
主
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

従
っ
て
、
そ
こ
に
設
定
さ
れ
る
状エ
態タ
は
、
一
次
元
の
平
面
（
線
条
性
の
空
間
）
と

な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
右
の
一
節
が
ラ
ン
グ
の
こ
と
を
、
述
べ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
に
気
付
け
ば
、
直
ち
に
理
解
出
来
る
（
図
６
）。

従
っ
て
、
図
９
、
図
10
を
説
明
し
た
前
掲
の
一
節
、

静
態
的
な

ス
タ
テ
ィ
ッ
ク

遠
近
法
が
、
話
す
主
体
と
言
語
学
者
に
同
時
に
関
わ
っ
て
い
る
の

に
気
付
く
の
が
大
切
で
す
。
静

態

スタティック
を
対
象
と
す
る
遠
近
法
は
、
話
す
大
衆

に
も
文
法
に
も
関
係
が
あ
り
ま
す
。
話
す
大
衆
に
と
っ
て
、
諸
語テル彙ム
が
現
れ

出
て
来
る
遠
近
法
、
そ
れ
は
現
実
で
す
。
亡
霊
で
も
影
で
も
あ
り
ま
せ
ん

（
249
頁
）

に
登
場
す
る
、
話
す
大
衆
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
静
態
言
語
学
（
共
時
言
語
学
）

に
属
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ラ
ン
グ
に
関
し
て
言
わ
れ
た
も
の
と
解
釈
す

べ
き
で
あ
る
（
図
６
）。

二
つ
の
言
語
学
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
相
当
の
困
難
を
齎
し
た
。
彼
は
、
二
つ
の

言
語
学
に
つ
い
て
、

通
時
的
な

ディアクロニック
出
来
事
の
全
体
と
共
時
的
な

サ
ン
ク
ロ
ニ
ッ
ク

出
来
事
の
全
体
を
、
同
じ
研
究
で
繫

ぎ
合
わ
せ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
〔
か
〕。

無
理
で
す

。
そ
れ
ら
は
、
異
な
る

秩
序
と
し
て
現
れ
出
て
い
ま
す
（
216
、
217
頁
）

と
述
べ
、
そ
れ
ら
を
「
繫
ぎ
合
わ
せ
」
る
こ
と
が
、
不
可
能
で
あ
る
と
断
じ
て
い

る
し
、
図
７
の
二
本
の
軸
に
関
し
、

二
つ
の
軸
を
分
離
さ
せ
る
以
外
に
、
純
粋
な
学
問
は
設
け
ら
れ
ま
せ
ん
（
207

頁
）

と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
直
観
す
る
一
方
、

こ
れ
ら
の
す
べ
て
は
、
絶
対
に
根
本
的
な
分
離
が
必
要
な
こ
と
を
、
お
そ
ら

く
ま
だ
納
得
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
214
頁
）

と
述
べ
て
、
そ
の
分
離
の
難
し
さ
に
つ
い
て
、
嘆
き
を
洩
ら
し
て
も
い
る
。
そ
れ

に
も
関
わ
ら
ず
、
新
第
四
章
の
終
わ
り
に
は
、
図
９
や
図
10
な
ど
に
用
い
た
遠
近

法
、
透
視
図
の
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

も
う
一
方
で
、
言
語
学
者
の
様
々
な
仕
事
を
、
遠
近
法
の
名
称
で
呼
ぶ
こ
と

も
可
能
で
す
。
通
時
的
な

ディアクロニック
遠
近
法
は
、
上
流
へ
遡
さかのぼ

っ
て
行
く
遠
近
法
と
、

下
流
に
下
っ
て
来
る
遠
近
法
と
に
区
別
で
き
る
で
し
ょ
う
。
同
じ
理
由
か
ら
、

や
は
り
ま
た
、
透
視
図
と
い
う
語モ
を
放
棄
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
249

頁
）
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右
に
よ
れ
ば
、
彼
は
、
二
つ
の
言
語
学
が
「
繫
ぎ
合
わ
せ
ら
れ
」
な
い
こ
と
を
知

り
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
一
つ
と
す
る
遠
近
法
、
透
視
図
を
、
最
後
ま
で
放
棄
す
る
こ

と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
明
ら
か
な
無
理
が
あ
り
、
何
処
か
に
問
題
が
噴
出

す
る
こ
と
を
、
避
け
る
術
は
な
い
。
右
の
一
節
は
、
次
の
如
く
結
ば
れ
る
。

事ショ
柄ーズ
は
通
時
的
な

ディアクロニック
透
視
図
の
中
や
共
時
的
な

サ
ン
ク
ロ
ニ
ッ
ク

透
視
図
の
中
に
存
在
し
て
い
て
、

そ
れ
ら
の
透
視
図
は
互
い
に
交
わ
る
垂
線
と
し
て
思
い
浮
か
べ
ら
れ
ま
す

（
249
頁
）

そ
の
矛
盾
は
、
二
つ
の
言
語
学
を
表
わ
す
線
、
面
で
言
え
ば
、
そ
れ
ら
の
交
差
点
、

交
差
面
に
集
中
し
て
現
わ
れ
る
。
例
え
ば
参
考
図
２
や
参
考
図
３
に
お
い
て
、
共

時
言
語
学
の
時
間
が
折
れ
曲
が
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
二
つ
の
言
語
学
の

関
係
は
、
原
則
と
し
て
、

言ラン語グ
を
構
成
し
て
い
る
い
く
つ
も
の
記シー
号ニュ
は
、
し
た
が
っ
て
、
同
時
に
二
つ

の
軸
に
従
う
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
（
215
頁
）

と
さ
れ
る
如
く
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
参
考
図
２
（
原
図
は
、
図
７
）、
参
考
図

３
（
図
12
）
は
正
し
く
、「
二
つ
の
軸
」
の
交
差
点
（
面
）
に
お
い
て
、
共
時
言

語
学
の
軸
（
横
軸
）
が
「
同
時
に
」、
通
時
言
語
学
の
軸
に
従
う
図
と
な
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
二
つ
の
言
語
学
は
、「
言ラン語グ
を
構
成
」
す
る
「
記シー
号ニュ
」
の
時
間
、

次
元
、
空
間
を
そ
れ
ぞ
れ
異
に
す
る
。
そ
の
表
わ
れ
が
、
例
え
ば
参
考
図
２
や
参

考
図
３
の
交
差
点
、
交
差
面
に
お
け
る
、
時
間
の
折
れ
曲
が
り
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
出
来
事
を
予
想
し
て
い
た
か
の
よ
う
な
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
自
身
に
よ

る
、
興
味
深
い
文
章
が
残
さ
れ
て
い
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
一
九
九
六
年
に
発

見
さ
れ
た
、「
言
語
の
二
重
の
本
質
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
草
稿
の
3b
「
言
語
学

と
音
韻
論

フォネティック
」（
仮
題
）
の
記
述
で
あ
る18

）

。

あ
ら
ゆ
る

言
語
学
的
識
別
の

捉
え
に
く
い

欠
点
は
、
あ
る
対
象
に

つ
い
て
あ﹅
る﹅
種﹅
の﹅
観﹅
点﹅
か﹅
ら﹅
語
る
と
き
に
、
人
は
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
上
記

の
観
点
の
裡
に
身
を
お
い
て
い
る
と
信
じ
込
む
こ
と
で
あ
る
。
十
中
八
九

ま
さ
に
そ
の
反
対
が
真

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
ご
く
単
純

な
理
由
に
よ
る
。
ま
さ
に
言
語
学
に
お
け
る
対﹅
象﹅
は
、

初
め
か
ら

存
在

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
は
い
な

い
と
い
う
こ
と
を
実
際
に
思
い
起
こ
し
て
お
こ
う
。
し
た
が
っ
て
あ
る
対
象

に
つ
い
て
語
る
こ
と
、
あ
る
対
象
を
名
付
け
る
こ
と
、

そ
れ
は

規
定
さ

れ
た
観
点
Ａ
に
依
拠
す
る
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

観
点

Ａ
に

し
た
が
っ
て
与
え
ら
れ
た

あ
る
種
の
対
象
を
名
付
け
た
後
で
は
、

そ
の
対
象
は
次
元
Ａ
に
お
い
て
し
か
絶
対
に
存
在
し
え
ず
、
次
元
Ａ
の
外
で

は
境
界
さ
え
画
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
元
Ａ
の

こ
の
対

象
が
Ｂ
に
し
た
が
っ
て
見
ら
れ
る
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
の
か
を

見
る
こ
と
は
（
あ
る
種
の
ケ
ー
ス
で
は
）
許
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ﹅
の﹅

時﹅
に﹅
人﹅
が﹅
身﹅
を﹅
置﹅
い﹅
て﹅
い﹅
る﹅
の﹅
は﹅
、
観﹅
点﹅
Ａ﹅
な﹅
の﹅
か﹅
そ﹅
れ﹅
と﹅
も﹅
観﹅
点﹅
Ｂ﹅
な﹅
の﹅

か﹅
。
通
常
は
、
観
点
Ｂ
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
返
答
が
な
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、
人
は
独
立
し
た
生
を
営
む
言
語
学
的
存
在
の
幻
想
に
一
度

な
ら
ず
屈
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
言
語
学
的
な
諸
真
理
の
な
か
で
も

捉
え
る
こ
と
が
も
っ
と
も
難
し
い
が
、
有
効
な
真
理
は
、
こ
の
時
に
人
は

反
対
に

観
点
Ａ
に

根
本
的
に

留
ま
り
続
け
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ

と
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
元
Ａ

の
用
語

を
使
用
し
て
い

る

と
い
う
た
だ
そ
の
事
に
拠
っ
て

そ
う
な
の
で
あ
る
。
仮
に
Ｂ
に
し
た

が
え
ば
次
元
Ａ
と
い
う
概
念
自
体
が
わ
れ
わ
れ
か
ら
逃
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ

一
〇

ソ
シ
ュ
ー
ル
『
一
般
言
語
学
第
三
回
講
義
』
覚
書
（
二
）（
黒
田

彰
）



う
か
ら
…
…
か
く
し
て
言
語
学
に
お
い
て
は
Ｂ
の
序
列
お
い
て
、
Ｂ
に
し
た

が
っ
て
で
は
な
く
、
Ａ
に
し
た
が
っ
て
存
在
す
る
対
象
ａ
を
考
察
し
続
け
て

い
る
。
ま
た
Ａ
の
序
列
に
お
い
て
、
Ａ
に
し
た
が
っ
て
で
は
な
く
、
Ｂ
に
し

た
が
っ
て
存
在
す
る
対
象
ｂ
を
考
察
し
続
け
て
い
る
。
各
々
の
序
列
に
対
し

て
実
際
対
象
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
必
要
を
人
は
覚
え
る
。
そ
し
て
そ
の
必

要
を
規
定
す
る
た
め
に
、
な
ん
ら
か
の
二
番
目
の
序
列
に
無
意
識
的
に
依
拠

す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
具
体
的
な
本

体

アンティテ
が
全
面
的
に
不
在
の
な
か
で
は
他

に
与
え
ら
れ
た
手
段
が
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
い
つ
も
文
法
学
者
あ

る
い
は
言
語
学
者
は
、
自
分
の
行
う
操
作
の
基
礎
と
し
て
役
立
つ
具
体
的

本

体

アンティテ
や
絶
対
的
本

体

アンティテ
と
し
て
、
前
章
で

考
え
出
し

た
ば
か
り
の
抽
象

的
で
関
係
的
な
本

体

アンティテ
を
わ
れ
わ
れ
に
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
途
方
も
な
い

悪
循
環
で
あ
り
、
こ
れ
を
断
つ
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
言
語
学
に
お
い
て
き

っ
ぱ
り
と
、「
事
実
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
「
観
点
」
の
議
論
を
対
置
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
言﹅
語﹅
事﹅
実﹅
の
ほ
ん
の
わ
ず
か
な

形
跡
す
ら
存
在

し
な
い

か
ら
で
あ
る
。
あ
る
観
点
を
あ
ら
か
じ
め
受
け

入
れ
な
け
れ
ば
、
言
語
事
実
を
認
め
る

あ
る
い
は
規
定
す
る

わ
ず
か
な

可
能
性
す
ら
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る

「
言
語
の
二
重
の
本
質
に
つ
い
て
」
は
、
一
八
九
一
年
に
書
か
れ
た
も
の
で19

）

、
右

の
記
述
は
、
言
語
学
の
観
点
の
問
題
を
論
じ
、
観
点
、
次
元
の
異
な
る
対
象
間
に
、

取
り
違
え
の
起
き
易
い
こ
と
が
、
明
快
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
対
象
ａ
を
通

時
言
語
学
、
対
象
ｂ
を
共
時
言
語
学
と
し
て
み
る
と
、
例
え
ば
参
考
図
２
や
参
考

図
３
の
交
差
点
、
交
差
面
で
起
き
て
い
る
こ
と
が
、
一
目
瞭
然
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

即
ち
、
参
考
図
２
や
参
考
図
３
に
お
い
て
は
、
共
時
言
語
学
ｂ
が
、
通
時
言
語
学

Ａ
の
観
点
、
次
元
に
従
っ
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
共
時
言
語
学
ｂ
は
、

通
時
言
語
学
の
「
次
元
Ａ
の
外
で
は
境
界
さ
え
画
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
」
に
化

し
て
し
ま
い
、
Ｂ
の
次
元
、
時
間
、
空
間
は
、
そ
の
行
き
場
を
失
う
。
参
考
図
２

や
参
考
図
３
の
時
間
の
折
れ
曲
が
り
は
、
そ
の
よ
う
な
出
来
事
を
表
わ
し
て
い
る
。

「
言
語
の
二
重
の
本
質
に
つ
い
て
」
に
は
、
よ
り
直
接
的
に
そ
の
こ
と
を
予
見
す

る
か
の
如
き
、
一
節
も
見
え
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
そ
の
９
「
は
し
が
き
」
の

一
部
で
あ
る20

）

わ
れ
わ
れ
が
主
張
す
る
こ
と
は

実
際
に
正
反
対
で
、

そ
れ
自
体
に
お
い

て
捉
え
ら
れ
た
各
言
語
状
態

に
関
す
る
科
学
的

研
究
が
存
在
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
研
究
は
歴
史
的
観
点
の
介
入
を
必
要
と
せ
ず
に
、
そ

れ
に
少
し
も
依
存
も
し
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
歴
史
的

な
観
点
と
概
念
の
白
紙
還
元
が
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
用
語
法
の

白
紙
還

元

と
同
様
に
、

体
系
的
に

な
さ
れ
る
こ
と
を

前
提

条
件
と
し
て

い
る

Ｔ
・
Ｓ
・
Ｖ
・
Ｐ

。
残
念
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
に
お
い

て
捉
え
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
言
語
状
態
の
各
々
の
た
め
に
事
実
を
言
い
表
す
仕

方
は
現
在
に
至
る
ま
で
、
著
し
く
経﹅
験﹅
的﹅
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
は
る
か
に

悪
い
こ
と
に
、

繰
り
返
す
が
、

歴
史
か
ら
ま
っ
た
く
独
立
し
て
機
能
し
て

い
る
体
系
の
中
に
歴
史
の
い
わ
ゆ
る
科
学
的
成
果
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
原
理
に
お
い
て
歪
め
ら
れ
て
い
る

さ
て
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
何
故
、
そ
の
よ
う
な
問
題
の
あ
る
遠
近
法
、
透
視
図
を

放
棄
し
な
か
っ
た
の
か
。
彼
が
一
般
言
語
学
或
い
は
、
そ
の
書
物
の
完
成
を
断
念

し
た
こ
と
は
、
有
名
な
事
実
で
あ
る
。
そ
の
原
因
の
一
つ
が
、
二
つ
の
言
語
学
を

関
連
付
け
る
遠
近
法
、
透
視
図
を
放
棄
す
る
こ
と
の
難
し
さ
、
そ
れ
ら
を
は
っ
き

一
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り
と
区
別
す
る
こ
と
の
難
し
さ
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
難
し
さ
に
つ

い
て
は
、
第
二
回
講
義
に
お
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
そ

の
リ
ー
ド
ラ
ン
ジ
ェ
の
ノ
ー
ト
の
一
節
で
あ
る
。

で
す
か
ら
、
言ラン語グ
は
時
間
と
共
に
あ
る
出
来
事
で
す
。
言ラン語グ
は
歴
史
を
持
っ

て
い
る
の
で
、

こ
れ
が
物
事
を
語
る
最
も
単
純
な
方
法
で
す

。
こ
の
事
実

は
と
て
も
単
純
に
思
え
る
の
で
す
が
、
言
語
学
の
初
期
に
お
い
て
、
あ
ま
り

に
も
多
く
の
錯
誤
に
陥
っ
た
の
は
、
歴
史
的
な
視
点
が
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
の
視
点
は
、
ま
た
別
の
行
き
過
ぎ
を
も
た
ら

し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
今
日
で
は
、
別
の
意
味
で
戦
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
言ラン語グ
と
は
、
時
間
の
関
係
と
は
ま
た
別
の
事
柄
な
の
で
す
。
言ラン語グ
の
歴

史
と
言ラン語グ
そ
の
も
の
と
の
区
別
、
そ
う
で
あ
っ
た
も
の
と
今
そ
う
で
あ
る
も

の
と
の
区
別
は
、
と
て
も
単
純
に
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、

両
者
の
関
係
は

と
て
も
深
く
て
、
辛
う
じ
て
区
別
で
き
る
く
ら
い
の
も
の
で
し
か
あ
り
ま
せ

ん

。
そ
こ
に
は
二
重
の
側
面
が
あ
り
、
解
き
ほ
ぐ
せ
な
い
縺
れ
が
あ
り
ま

す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
二
つ
の
側
面
を
分
け
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。
瞬

間
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
と
、
時
間
の
中
、

次
々
と
打
ち
続
く
時
代

の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
の
二
つ
を
で
す
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
面
は
、
異

な
る
二
つ
の
学
問
分
野
を
構
成
し
て
い
ま
す
。

一
つ
の
規
範
が
唱
え
ら
れ

る
時
に
は
﹇
訳
注：

そ
の
根
拠
を
歴
史
的
な
も
の
に
求
め
る
の
で
﹈
、
決
ま
っ
て
二

つ
の
視
点
が
混
同
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す

。
と
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、

時
間
の
中
を
進
ん
で
い
く
法
則
と
も
う
一
つ
の
静
態
的
な
も
の
と
を
区
別
す

る
こ
と
で
す
（
Ⅱ
18
、
19
頁
）

右
の
記
述
中
に
、「
言ラン語グ
の
歴
史
と
言ラン語グ
そ
の
も
の
と
の
区
別
、
そ
う
で
あ
っ
た

も
の
と
今
そ
う
で
あ
る
も
の
と
の
区
別
」
と
さ
れ
る
部
分
に
注
目
し
た
い
。
そ
こ

に
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
上
述
、
話
す
大
衆
と
時
間
と
の
付
け
加
え
ら
れ
た
、

言ラン語グ
と
は
区
別
さ
れ
る
、
も
う
一
つ
の
ラ
ン
グ
で
あ
る
（
但
し
、
も
う
一
つ
の
ラ

ン
グ
は
、
単
に
通
時
言
語
学
の
ラ
ン
グ
か
ら
、
話
す
大
衆
と
時
間
を
差
し
引
い
た

も
の
で
は
な
い
。
区
別
さ
れ
た
後
の
そ
れ
で
あ
り
、
例
え
ば
新
第
四
章
に
、「
通ディ

時
的
な

アクロニック
遠
近
法
で
は
、
一
連
の
出
来
事
は
、
そ
の
体
系
の
条
件
に
は
な
っ
て
も
、

体
系
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
」

224
頁

と
言
わ
れ
る
時
の
、
通
時

的
な
出
来
事
が
、
条
件
と
な
っ
て
い
る
体
系
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
）。
と
は
言

う
も
の
の
、
そ
の
続
き
に
は
、

両
者
の
関
係
は
と
て
も
深
く
て
、
辛
う
じ
て
区
別
で
き
る
く
ら
い
の
も
の

で
し
か
あ
り
ま
せ
ん

。
そ
こ
に
は
二
重
の
側
面
が
あ
り
、
解
き
ほ
ぐ
せ
な

い
縺
れ
が
あ
り
ま
す

と
あ
っ
て
、
両
者
の
区
別
の
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、「
言
語
の
二
重

の
本
質
に
つ
い
て
」
が
正
し
く
指
摘
す
る
所
の
、「
一
つ
の
規
範
」
の
下
で
「
二

つ
の
視
点
が
混
同
さ
れ
て
し
ま
」
う
と
い
う
、
出
来
事
の
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
、
改
め
て
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
彼
は
ま
た
、
第
二
回
講
義
に
お
い
て
そ
の

難
し
さ
に
関
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
次
に
掲
げ
る
の
も
、
リ
ー
ド
ラ
ン

ジ
ェ
の
ノ
ー
ト
の
一
節
で
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
共
時
態sy

n
ch
ro
n
ie

に
入
る
も
の
は
す
べ
て
、
連

辞

シンタグム
も

連
合
も
そ
の
歴
史
を
持
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で

し
ょ
う
か
。
単
な
る
音
声
的
な
も
の

フ
ォ
ネ
テ
ィ
ッ
ク

か
ら
抜
け
出
し
た
と
し
て
も
、
直
ち
に

そ
の
境
界
線
を
引
き
、
根
本
的
な
対
立
を
確
立
さ
せ
る
の
は
、
実
際
に
は
非

常
に
困
難
で
す
。
「
私
は
そ
の
困
難
を
隠
し
ま
せ
ん
」﹇
訳
注：

ゴ
ー
チ
エ
の

一
二

ソ
シ
ュ
ー
ル
『
一
般
言
語
学
第
三
回
講
義
』
覚
書
（
二
）（
黒
田

彰
）



ノ
ー
ト
﹈
。
そ
こ
に
一
般
的
な
区
分
の
最
も
困
難
な
点
が
あ
っ
て
、
「
通
時
的

な
も
の
と
共
時
的
な
も
の
か
ら
出
発
す
る
に
は
」﹇
訳
注：

ゴ
ー
チ
エ
の
ノ
ー

ト
﹈
、
細
心
の
注
意
を
払
わ
な
い
で
主
張
な
ど
出
来
な
い
の
で
す
（
Ⅱ
126
頁
）

そ
の
始
め
に
見
え
る
、「
共
時
態
に
入
る
も
の
は
す
べ
て
、
連

辞

シンダクム
も
連
合
も
そ
の

歴
史
を
持
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
」
る
と
い
う
言
葉
は
、
先
の
「
言ラン語グ

の
歴
史
と
言ラン語グ
そ
の
も
の
」
の
後
者
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
大
変
興
味
深
い
。

そ
れ
は
前
掲
草
稿
に
言
う
、
共
時
言
語
学
Ｂ
の
観
点
、
次
元
に
従
っ
て
考
察
す
る

時
、
垣
間
見
え
た
対
象
ｂ
の
姿
で
あ
ろ
う
が
、
彼
自
身
、
そ
の
言
葉
に
驚
い
た
ら

し
く
、
そ
の
区
別
が
「
実
際
に
は
非
常
に
困
難
で
」
あ
る
と
し
て
、

私
は
そ
の
困
難
を
隠
し
ま
せ
ん

と
告
白
し
、「
細
心
の
注
意
を
払
」
う
こ
と
を
条
件
に
、
当
面
は
や
は
り
、

通
時
的
な
も
の
と
共
時
的
な
も
の
か
ら
出
発
す
る

こ
と
を
選
択
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
が
や
が
て
、
例
え
ば
参
考
図
２
や
参
考
図
３

の
交
差
点
、
交
差
面
に
集
約
さ
れ
よ
う
こ
と
は
、
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ

し
て
、
彼
が
そ
れ
ら
を
未
だ
放
棄
し
な
か
っ
た
理
由
は
、
二
つ
の
言
語
学
の
関
係

を
は
っ
き
り
さ
せ
る
と
い
う
、
目
的
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
示

唆
す
る
記
述
も
、「
言
語
の
二
重
の
本
質
に
つ
い
て
」
に
見
え
る
。
次
に
掲
げ
る

の
は
、
そ
の
29h
「
言
語
学
の
中
心
的
対
象
」
の
一
部
で
あ
る21

）

。

現
状
で
は
、
言﹅
語﹅
〔
ラ﹅
ン﹅
グ﹅
〕
と﹅
言﹅
語﹅
の﹅
伝﹅
承﹅
〔
ト﹅
ラ﹅
ン﹅
ス﹅
ミ﹅
ッ﹅
シ﹅
ョ﹅
ン﹅
〕
と
の

間
に
あ
り
う
る
曖
昧
さ
を
ま
ず
は
確
認
し
な
け
れ
ば
、
言﹅
語﹅
〔
ラ﹅
ン﹅
グ﹅
〕
あ

る
い
は
言﹅
語﹅
〔
ラ﹅
ン﹅
ガ﹅
ー﹅
ジ﹅
ュ﹅
〕
と
い
う
語
を

口
に
す
る
こ
と
は

一
切

で
き

な
い

彼
は
、
第
三
回
講
義
の
時
点
に
お
い
て
も
そ
の
関
係
を
追
究
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

四

言
語
記
号
の
二
つ
の
原
理
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
う
時
間
、
次
元
、
空
間
と
密

接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
第
一
原
理
の
恣
意
性
は
、
そ
れ
に
基
づ
く
変

化
を
介
し
、
通
時
言
語
学
の
時
間
の
成
立
に
、
不
可
欠
の
も
の
と
な
っ
て
い
る

（
図
５
）。
そ
れ
に
対
し
、
共
時
言
語
学
の
時
間
、
次
元
、
空
間
の
成
り
立
ち
を
考

え
る
上
で
、
欠
か
せ
な
い
役
割
を
果
し
て
い
る
の
が
、
第
二
原
理
の
線
条
性
で
あ

る
。
ま
た
、
言
語
記
号
の
第
一
原
理
と
さ
れ
た
恣
意
性
が
、
そ
の
聴
覚
イ
メ
ー
ジ

（
音
）
と
概
念
（
意
味
）
を
規
定
す
る
、
原
理
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
二
原
理
の

線
条
性
は
、
そ
の
一
方
の
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
の
み
を
規
定
す
る
、
原
理
に
過
ぎ
な
い

点
、
二
つ
の
原
理
の
規
定
対
象
に
、
著
し
い
不
均
衡
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
前

述
し
た
。
同
じ
言
語
記
号
の
原
理
と
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
不
均
衡
が
生
じ

て
い
る
の
は
、
何
故
な
の
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
二
つ
の
原
理
が
二
度
、
講

義
さ
れ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
第
二
部
言
語
の
講
義

を
第
五
章
で
中
断
し
（
185
頁
）、
最
初
か
ら
の
や
り
直
し
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
言
語
記
号
の
二
つ
の
原
理
に
つ
い
て
も
、
再
度
の
講
義
が
試
み
ら
れ
、

初
度
の
講
義
に
お
い
て
、
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
、
概
念
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
を
、
シ

ニ
フ
ィ
ア
ン
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
言
い
改
め
る
な
ど
、
そ
の
内
容
に
は
、
大
き
な
変

更
が
加
え
ら
れ
る
。
取
り
分
け
、
第
二
原
理
の
内
容
に
は
、
多
大
な
る
変
更
が
齎

さ
れ
た
。
そ
の
二
つ
の
原
理
の
内
容
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る22

）

。

そ
し
て
、
（
言

語

ラングィスティック
記シー
号ニュ
に
関
す
る
二
つ
の
根
本
的
な
原
理
）
、
二
つ

の
根
本
的
な
真
理
を
こ
の
章
で
見
直
し
ま
す
。

1)
言

語

ラングィスティック
記シー
号ニュ
は
恣
意
アルビト

的レール
で
す
。
2)
言

語

ラングィスティック
記シー
号ニュ
は
延
長
を
持
ち
、
そ
の
延
長
は
一
つ
の
次
元

一
三

佛
教
大
学
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学
部
論
集

第
九
十
九
号
（
二
〇
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の
中
だ
け
で
展
開
し
ま
す

。

こ
の
二
つ
の
真
理
の
方
式
を
、
意シ
味ニ
すフ
るイ
もア
のンsign

ifian
t

、
意
味
さ
れ

シ

ニ

フ

る
も
の

イ

エ
sign

ifie

と
い
う
用
語
テ
ル
ム

を
使
っ
て
改
良
を
加
え
て
み
ま
す
。

こ
の
用テル語ム
の
変
更
を
説
明
す
れ
ば

、
要
す
る
に
記シー
号ニュ
の
体
系
の
内
側

に
入
っ
た
時
は
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
想
定
し
、

対
立
さ
せ

れ
ば

よ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
（
イ
メ
ー
ジ
と
概

念

コンセプト
の
対
立
は
ひ
と
ま

ず
脇
に
置
い
て
）
、
そ
れ
ら
﹇
訳
注：

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
﹈
を
向
か

い
合
せ
に
置
く
の
で
す
。

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は

（
聴
覚
的
）
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
は

（
概

念

的

コンセプチュエル
）

な

も
の
で
、
記シー
号ニュ
を
構
成
し
て
い
る
二
つ
の
要
素
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち

は
こ
う
言
い
ま
す
。

1)
言ラン語グ
の
中
で
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
シ
ニ
フ
ィ
エ
と

結
び
付
け
る
関
係
は
、
ま
っ
た
く
恣
意
的

アルビトレール
な
関
係
で
あ
る
、
と
。

そ
し
て
、
2)

言ラン語グ
の
中
で
、
聴
覚
的
性
質
で
あ
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
、

た
だ
時
間
の
中
だ
け
で
展
開
し
、
時
間
か
ら
借
り
受
け
た
次
の
よ
う
な
特
徴

を

持
ち
ま
す

。

a)
延
長
を
示
し
て
い
る
こ
と
。

b)
一
つ
の
次
元
の
中
で
し
か
形
を
な
さ
な
い
延
長
を
示
し
て
い
る
。

先
ほ
ど
ま
で
、
記シー
号ニュ
と
い
う
語モ
を
単
に
曖
昧
な
ま
ま
で
提
出
し
て
い
ま

し
た

（
187
、
188
頁
）

や
り
直
さ
れ
た
講
義
の
第
二
原
理
に
注
目
す
る
と
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
、
時
間
の

中
で
、
一
次
元
的
に
延
長
、
展
開
す
る
と
さ
れ
、
初
度
の
そ
れ
の
第
二
原
理
に
較

べ
て
、
頗
る
シ
ン
プ
ル
な
内
容
へ
と
、
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
即
ち
、

や
り
直
さ
れ
た
講
義
に
お
い
て
は
、
初
度
の
そ
れ
に
お
け
る
、
第
二
原
理
の
時
間

性
（
線
条
性
）
が
、
提
示
さ
れ
る
の
み
に
留
ま
り
、
自
余
の
事
柄
は
、
悉
く
削
除

さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、『
ソ
シ
ュ
ー
ル
小
事
典
』
を
始
め
と
す
る
、

線
条
性
の
理
解
の
殆
ど
は
、
や
り
直
さ
れ
た
講
義
に
お
い
て
示
さ
れ
る
、
第
二
原

理
の
内
容
に
即
し
た
も
の
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
二
度
に
亙
る
講
義
の
第
二

原
理
に
、
何
の
違
い
も
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
で
構
わ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
第
三
回

講
義
の
本
文
を
よ
く
見
る
と
、
前
後
二
つ
の
第
二
原
理
の
内
容
が
、
同
じ
も
の
と

は
断
じ
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
現
在
の
第
二
原
理
の
理
解
に
は
、

何
か
見
落
と
し
て
い
る
点
が
、
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
や
り
直
さ
れ
た
講
義
に

お
け
る
第
二
原
理
は
、
上
掲
の
如
く
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
、
最
初
の
講
義
で
述

べ
ら
れ
た
第
二
原
理
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
以

下
、
そ
の
最
初
の
講
義
の
折
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
、
第
二
原
理

の
内
容
を
、
本
文
に
基
づ
い
て
解
釈
し
、
再
現
し
て
み
た
い
。

最
初
の
講
義
で
述
べ
ら
れ
た
前
掲
、
言
語
記
号
の
第
二
原
理
の
本
文
は
、
三
つ

の
段
落
に
よ
っ
て
、
整
然
と
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
、
一
つ
目
の
段
落
を
改

め
て
示
す
な
ら
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
二
の
原
理
、
ま
た
は
第
二
の
基
本
的
な
真
理
。
言

語

ラングィスティック
記シー
号ニュ
（
記シー
号ニュ

に
使
わ
れ
て
い
る

像
イマージュ

）
は
、
あ
る
延
長
を
持
っ
て
い
て
、
こ
の
延
長
は
、

一
つ
の
次
元
の
中
だ
け
で
展
開
し
ま
す
。
こ
の
原
理
か
ら
数
多
く
の
応
用
が

生
ま
れ
て
来
る
の
で
す
。
そ
れ
は
明
白
で
す
。
文
の
中
で
諸
語モ
が
切
れ
る
の

は
、
こ
の
原
理
の
結
果
で
す
。
そ
れ
﹇
訳
注：

こ
の
原
理
﹈
は
、
言ラン語グ
が
手
に

し
て
い
る
す
べ
て
の
手
段
を
支
配
し
て
い
る
条
件
の
一
つ
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
を
表
し
て
い
ま
す

ま
ず
一
つ
目
の
段
落
は
所
謂
、
線
条
性

言
語
記
号
が
延
長
を
持
ち
、
一
次
元

一
四

ソ
シ
ュ
ー
ル
『
一
般
言
語
学
第
三
回
講
義
』
覚
書
（
二
）（
黒
田

彰
）



的
に
展
開
す
る
こ
と

を
提
示
す
る
。
次
い
で
、
第
二
原
理
は
、
数
多
く
応
用

さ
れ
、
言ラン語グ
の
持
つ
手
段
全
て
を
支
配
す
る
、
条
件
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
告
げ

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
分
か
り
易
い
実
例
が
、
唯
一
つ
だ
け
明
言
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
、「
こ
の
原
理
の
結
果
」
と
し
て
、

文
の
中
で
諸
語モ
が
切
れ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
文
は
、
極
め
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
、
従
来
の
線

条
性
理
解
に
対
し
、
最
初
の
疑
惑
を
惹
起
す
る
。
何
故
な
ら
、

文
の
中
で
諸
語モ
が
切
れ
る

こ
と
は
、
第
二
原
理
の
結
果
と
し
て
、
聴
講
生
に
無
理
な
く
理
解
出
来
る
筈
の
こ

と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
示
さ
れ
た
、
線
条
性
の
内
容
の
み
で
は
、

文
の
中
で
諸
語モ
が
切
れ
る

こ
と
は
、
絶
対
に
理
解
出
来
な
い
。
こ
こ
で
問
題
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
べ
く
、
ソ

シ
ュ
ー
ル
の
指
摘
し
て
い
る
事
柄
を
、
も
う
少
し
具
体
的
に
考
え
て
み
よ
う
。

言
語
記
号
の
二
つ
の
原
理
を
提
示
す
る
、
第
二
章
を
受
け
る
、
旧
第
三
章
に
、

パ
ロ
ー
ル
に
関
し
、

そ
れ
﹇
訳
注：

言パロ
葉ール
﹈
は
連
続
し
た
二
重
の
連
鎖
、
す
な
わ
ち
概

念

コンセプト
の
連
鎖

と
聴
覚
、
あ
る
い
は
音
の
響
き
の
連
鎖
に
よ
っ
て
描
く
こ
と
が
出
来
る
で
し

ょ
う
（
163
頁
）

と
し
て
、
掲
げ
ら
れ
た
図
が
あ
る
（
図
13
上
）。
そ
の
図
は
、

そ
の
中
で
前
も
っ
て
境
界
画
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。

私
が
言

語

の

ラングィスティック
単ユニ位テ
を
確
定
す
る
た
だ
一
つ
の
手
段
と
は
、
導
入
さ
れ
た

区
分
と
概

念

コンセプト
が
本
当
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
を
、
絶
え
ず
点
検
す
る
こ
と

な
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
実
際
に
、
一
連
の
言パロ
葉ール
の
様
々
な
連
鎖
を
比
較

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
163
頁
）

と
説
明
さ
れ
る
も
の
で
、
上
の
波
線
が
、

概
念
（
意
味
）
の
連
鎖
、
下
の
直
線
が
、

聴
覚
、
音
の
響
き
の
連
鎖
を
表
わ
し
て
い

る
。
図
13
上
の
図
は
、
パ
ロ
ー
ル
に
お
け

る
、「
連
続
し
た
二
重
の
連
鎖
」
を
示
す

も
の
だ
が
、

そ
の
中
で
前
も
っ
て
境
界
画
定
さ
れ

て
い
る
も
の
は
、
何
も
あ
り
ま
せ
ん

と
さ
れ
る
、
当
図
の
下
の
直
線
こ
そ
は
、

正
し
く
第
二
原
理
の
線
条
性
を
、
一
次
元
的
に
図
示
し
た
も
の
と
見
做
す
こ
と
が

出
来
る
。
興
味
深
い
の
は
、
当
図
に
先
立
っ
て
、

私
た
ち
が
区
切
っ
た
時
、
単ユニ位テ
の
名
称
は
、
実

体

アンティテ
の
名
称
と
置
き
換
え
ら

れ
る
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
が
最
初
に
置
か
れ
た
状
況
下
で
は
、
区
切
れ
る
も

の
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
幸
運
に
も
、
こ
こ
に
そ
の
状
況
が
出
現

し
ま
す
。
そ
の
状
況
と
は
、
聴
覚
の
響
き
が
、
た
だ
一
つ
の
次
元
の
中
で
展

開
さ
れ
る
と
い
う
、
私
た
ち
が
立
て
直
し
た
条
件
で
す
。
そ
の
結
果
、
紙
と

ハ
サ
ミ
を
与
え
ら
れ
て
切
り
分
け
る
よ
う
に
誘
わ
れ
る
人
、
そ
ん
な
立
場
に

は
私
は
い
ま
せ
ん
が
、
切
る
よ
り
他
に
な
い
一
本
の
糸
を
差
し
出
さ
れ
た
よ

う
な
も
の
で
す
。
区
切
り
は
、
同
一
線
上
に
多
く
の
連
鎖
の
環
を
形
成
す
る

で
し
ょ
う
（
162
頁
）

と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

私
た
ち
が
最
初
に
置
か
れ
た
状
況
下
で
は
、
区
切
れ
る
も
の
は
何
も
あ
り
ま 図13
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せ
ん
で
し
た
が
、
幸
運
に
も
、
こ
こ
に
そ
の
状
況
が
出
現
し
ま
す

と
し
て
、
区
切
り
を
可
能
と
す
る
、
状
況
の
出
現
が
明
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
状
況
と
は
、
聴
覚
の
響
き
が
、
た
だ
一
つ
の
次
元
の
中
で
展
開
さ
れ
る

と
い
う
、
私
た
ち
が
立
て
直
し
た
条
件
で
す

と
言
う
、
続
き
の
一
文
か
ら
知
ら
れ
る
如
く
、
区
切
り
を
可
能
と
す
る
状
況
と
は
、

前
章
に
お
い
て
、
第
二
原
理
の
線
条
性
が
提
示
さ
れ
た
状
況
を
、
指
す
も
の
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
加
え
て
、
注
意
す
べ
き
は
、
最
後
に
、

そ
の
結
果
…
…
区
切
り
は
、
同
一
線
上
に
多
く
の
連
鎖
の
環
を
形
成
す
る
で

し
ょ
う

と
明
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
第
二
原
理
の
線
条
性
は
、
結
果
と
し

て
区
切
り
を
生
じ
さ
せ
る
、
主
因
で
あ
る
こ
と
が
、
前
章
に
お
け
る
と
同
様
、
次

の
旧
第
三
章
に
お
い
て
も
、
明
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
て
、
重
要
な
の

は
、
そ
の
少
し
後
に
、

そ
れ
な
く
し
て
は
切
片
を
区
切
れ
な
い
も
の
と
し
て
の
概

念

コンセプト
、
そ
の
概

念

コンセプト

と
分
離
不
可
能
な
音
の
響
き
の
切
片
と
で
、
ど
ん
な
単ユニ位テ
も
構
成
さ
れ
て
い

ま
す
（
167
頁
）

と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
右
の
一
文
に
よ
っ
て
、
最
初
の
講
義
で
述
べ
ら

れ
た
、
第
二
原
理
の
問
題
の
在
処
を
、
は
っ
き
り
と
照
ら
し
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

即
ち
、
そ
の
一
文
は
、
例
え
ば
図
13
上
の
連
鎖
に
お
い
て
、
語
の
区
切
り
を
可
能

と
す
る
の
が
、
概
念
（
意
味
）
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
、
端
的
に
指
摘
し
た
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
文
に
言
う
、
文
か
ら
語
を
区
切
る
の
は
、
概
念
（
意

味
）
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
前
述
、
第
二
原
理
の
説
明
に
言
う
、

文
の
中
で
諸
語モ
が
切
れ
る
の
は
、
こ
の
原
理
の
結
果
で
す

な
ど
に
考
え
併
せ
る
と
、
第
二
原
理
と
概
念
（
意
味
）
と
の
関
係
が
、
殆
ど
疑
う

余
地
の
な
い
も
の
と
し
て
、
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
二
原
理

の
線
条
性
が
、
や
は
り
第
一
原
理
の
恣
意
性
と
同
様
に
、
ど
の
よ
う
な
形
に
せ
よ
、

聴
覚
イ
メ
ー
ジ
（
音
）
と
概
念
（
意
味
）
と
の
関
係
を
、
言
う
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
を
、
強
く
示
唆
す
る
。
す
る
と
、
第
二
原
理
は
、
一
体
ど
の
よ
う

に
し
て
、
概
念
（
意
味
）
と
関
わ
り
得
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
当
面
の
検
討

課
題
と
な
っ
て
来
る
。

一
つ
目
の
段
落
も
、
決
し
て
分
か
り
易
い
も
の
で
は
な
い
が
、
一
つ
目
の
段
落

に
較
べ
、
難
解
を
極
め
る
の
が
、
二
つ
目
の
段
落
と
言
え
る
。
そ
の
本
文
を
、
改

め
て
示
す
な
ら
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
が
生
じ
る
の
は
、
そ
れ
が
聴
覚
的
で
あ
る
（
線
の
次
元
、
一

次
元
で
し
か
な
い
時
間
の
中
で
展
開
し
て
い
る
）
か
ら
で
す
。
いａ

く
つ
も
の

次
元
で
複
雑
化
を
見
せ
る
記シー
号ニュ
の
種
類
（
例
え
ば
、
視
覚
の
記シー
号ニュ
）
に
対
し

て
、
聴ｂ

覚
の
記シー
号ニュ
は
、
た
だ
一
つ
の
線
上
で
表
象
さ
れ
る
空
間
の
中
で
し
か

複
雑
化
し
て
い
ま
せ
ん
。
記シー
号ニュ
の
す
べ
て
の
要
素
は
次
々
と
生
起
し
連
鎖
を

作
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
時ｃ

に
は
、
次
の
事ショ
柄ーズ
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ

る
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
あ
る
音シラ節ブ
を
強
調
す
る
場
合
等
、
に

で
す
。

様
々
な
記シー
号ニュ
の
諸
要
素
が
、
同
一
の
点
上
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い

く
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
錯
覚
に
過
ぎ
ま
せ
ん

。（
な
ぜ
な
ら
、
補
足
さ
れ

て
行
く
記シー
号ニュ
は
、
並
列
し
て
い
る
も
の
と
の
関
係
で
し
か
価
値
付
け
ら
れ
な

い
か
ら
で
す
）

問
題
は
ま
ず
、

・
こ
う
し
た
こ
と
が
生
じ
る
の
は
、
そ
れ
が
聴
覚
的
で
あ
る
（
線
の
次
元
、
一

一
六

ソ
シ
ュ
ー
ル
『
一
般
言
語
学
第
三
回
講
義
』
覚
書
（
二
）（
黒
田

彰
）



次
元
で
し
か
な
い
時
間
の
中
で
展
開
し
て
い
る
）
か
ら
で
す
。

・
こ
の
原
理
か
ら
、
言
語
が
聴
覚
的
で
あ
る
こ
と
が
導
か
れ
ま
す
（
時
間
と
と

も
に
広
が
り
、
線
状
の
次
元
、
た
だ
一
つ
の
次
元
し
か
持
た
な
い
か
ら
で

す
）（
東
京
大
学
出
版
会
版
）

と
さ
れ
る
一
文
の
、
解
釈
の
仕
方
に
お
い
て
生
じ
る
。
右
の
一
文
は
、
第
二
原
理

が
、「
聴
覚
的
で
あ
る
」
こ
と
に
関
す
る
説
明
だ
が
、
さ
て
、
そ
れ
は
、
第
二
原

理
そ
の
も
の
の
話
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
の
「
応
用
」
な
い
し
、

「
結
果
」
に
過
ぎ
な
い
話
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
が
非
常
に
重
要
な
の
は
、

も
し
右
の
一
文
が
、
第
二
原
理
そ
の
も
の
の
話
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
最
初
の

講
義
に
お
け
る
、
第
二
原
理
の
内
容
が
、
二
度
目
の
そ
れ
と
は
、
大
き
く
異
な
る

も
の
に
な
っ
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
原
理
の
こ
れ
ま
で
の
理
解
に

対
し
、
大
き
な
修
正
を
迫
る
こ
と
に
な
る
、
可
能
性
が
高
い
。

右
の
一
文
は
、
第
二
原
理
そ
の
も
の
、
或
い
は
、
線
条
性
に
つ
い
て
、
述
べ
た

も
の
で
あ
る23

）

（
エ
デ
ィ
ッ
ト
・
パ
ル
ク
版
に
拠
る
）。
す
る
と
、
そ
こ
に
、

こ
う
し
た
こ
と
が
生
じ
る
の
は

と
あ
る
の
は
、
前
の
一
つ
目
の
段
落
に
、

文
の
中
で
諸
語モ
が
切
れ
る

と
さ
れ
る
こ
と
を
始
め
と
す
る
、

言ラン語グ
が
手
に
し
て
い
る
す
べ
て
の
手
段
を
支
配
し
て
い
る
条
件
の
一
つ

が
、
第
二
原
理
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
を
受
け
る
も
の
で
、
従
っ
て
、
右
の
一
文

は
、
言
語
記
号
が
、

聴
覚
的
で
あ
る
（
線
の
次
元
、
一
次
元
で
し
か
な
い
時
間
の
中
で
展
開
し
て

い
る
）

こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
、「
こ
う
し
た
こ
と
が
生
じ
る
」
結
果
と
な
る
こ
と
を
、

指
摘
し
た
も
の
と
解
釈
出
来
る
。
右
の
一
文
は
、
言
語
記
号
が
、
聴
覚
的
な
特
質

を
持
ち
、
そ
の
特
質
に
基
づ
く
線
条
性
に
よ
っ
て
、
掌
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と

を
、
言
う
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
且
つ
、
右
の
一
文
は
、
二
つ
目
の
段
落
の
書
き

出
し
に
当
た
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
れ
が
、
第
二
原
理
の

「
応
用
」
な
い
し
、「
結
果
」
の
話
で
は
な
い
と
す
る
と
、
二
つ
目
の
段
落
は
、
ソ

シ
ュ
ー
ル
に
よ
る
、
第
二
原
理
の
話
の
続
き
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、

二
つ
目
の
段
落
は
、
そ
の
全
体
が
、
第
二
原
理
の
話
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
の
重
要
さ
は
、
二
回
に
亙
っ
た
第
二
原
理
の
話
の
内
容
を
比
較
し
て

み
る
と
、
直
ぐ
に
分
か
る
。
二
回
目
の
第
二
原
理
の
内
容
は
、
一
回
目
の
第
二
原

理
の
提
示
の
中
に
、
そ
の
全
て
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
、
第
二
原

理
の
二
回
目
の
話
を
し
た
時
、
所
謂
線
条
性
の
提
示
以
外
、
様
々
な
事
柄
を
削
除

す
る
に
至
っ
た
状
況
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
現
在
の
線
条
性
の
理
解

が
、
専
ら
そ
の
二
回
目
の
話
に
基
づ
く
こ
と
も
、
既
述
の
如
く
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
よ
る
、
第
二
原
理
の
内
容
の
説
明
は
、
始
め
の
段
落
に
お
け

る
線
条
性
の
提
示
で
、
終
わ
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
第
二
原
理
の
説
明
は
、
二

つ
目
の
段
落
に
入
っ
て
も
ま
だ
続
い
て
い
る
。
そ
こ
に
は
従
来
、
殆
ど
顧
ら
れ
た

こ
と
の
な
い
、
第
二
原
理
の
真
の
姿
を
示
す
、
貴
重
な
手
掛
か
り
が
、
未
だ
に
埋

れ
た
ま
ま
、
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

当
段
落
の
冒
頭
、
右
の
一
文
の
後
を
、
ａ
、
ｂ
、
ｃ
の
三
つ
に
分
け
る
。
ａ
は
、

い
く
つ
も
の
次
元
で
複
雑
化
を
見
せ
る
記シー
号ニュ
の
種
類
（
例
え
ば
、
視
覚
の
記シー

号ニュ
）
に
対
し
て

と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
、
視
覚
記
号
が
登
場
す
る
。
視
覚
記
号
は
、
一
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つ
の
画
面
に
多
く
の
も
の
を
描
く
、
絵
画
と
似
た
性
質
を
持
ち
（「
い
く
つ
も
の

次
元
」
の
こ
と
は
、
後
述
）、
一
つ
の
空
間
に
同
時
的
に
、
多
く
の
も
の
を
あ
ら

し
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
を
、
多
数
空
間
性
（m

u
ltisp

a
tia
lite.

多
層
空

間
性
と
も
）
と
呼
ぶ
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、「
旧
項
目
」
と
仮
題
さ
れ
る
、
草
稿

（M
s.fr.

3951／
15

）
の
三
三
一
八
・
五
に
お
い
て
、

項
目

セ
ー
ム
の
概
念
を
も
っ
と
正
し
く
捉
え
る
手
だ
て
と
し
て
、
人
は
多

数

空
間
的
な
セ
ー
ム
の
例
を
求
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
意
味
で
、
ご

く
自
然
に
話
を
始
め
る
な
ら
、
私
は
寓﹅
意﹅
画﹅
な
ど
を
こ
の
名
で
呼
ぶ
こ
と
が

で
き
よ
う
。
描
か
れ
た
事
物
が
、
も
の
ご
と
の
意
味
性
に
関
わ
る
限
り
ど
の

よ
う
な
絵
で
も
こ
の
名
称
で
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
絵
が
、
左
か
ら

始
ま
っ
て
右
で
終
わ
る
な
ど
と
言
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る24

）

（
セ
ー
ム
は
、
記
号
の
意
。
寓
意
画
な
の
で
、
絵
の
下
に
メ
ッ
セ

ー
ジ
が
あ
る
こ
と
、
及
び
、「
左
か
ら
始
ま
っ
て
右
で
終
わ
る
」
言
語
記
号
が
、

「
描
か
れ
た
事
物
が
も
の
ご
と
の
意
味
性
に
関
わ
る
」
点
で
、
寓
意
画
に
対
比
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
で
触
れ
る
）。

ｂ
は
、

聴
覚
の
記シー
号ニュ
は
、
た
だ
一
つ
の
線
上
で
表
象
さ
れ
る
空
間
の
中
で
し
か
複
雑

化
し
て
い
ま
せ
ん
。
記シー
号ニュ
の
す
べ
て
の
要
素
は
次
々
と
生
起
し
、
連
鎖
を
作

っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す

と
あ
り
、
ａ
の
視
覚
記
号
の
多
数
空
間
性
に
対
し
、
聴
覚
記
号
つ
ま
り
、
言
語
記

号
の
単
一
空
間
性
の
こ
と
（
線
条
性
）
が
述
べ
ら
れ
る
。
ｂ
に
お
い
て
ま
ず
問
題

と
な
る
の
は
、
聴
覚
記
号
が
「
複
雑
化
し
て
い
」
る
（
東
京
大
学
出
版
会
版
「
複

雑
さ
し
か
持
て
ま
せ
ん
」）
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
複
雑
化
は
、

区
切
り
を
前
提
と
し
、
そ
れ
で
は
、
区
切
り
が
、
既
に
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
区
切
り
は
一
体
、
何
処
か
ら
生
ま
れ
た

の
か
。
こ
こ
で
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
二
重
分
節
と
呼
ば
れ
る
、
言

語
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
（
Ａ
・
マ
ル
テ
ィ
ネ
に
よ
る
と
さ
れ
る
）。
二
重
分
節
は
、

例
え
ば
文
が
語
に
分
か
れ
、
語
が
ま
た
、
音
節
（
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
音フォ
素ネム
を
単
位

と
す
る
）
に
分
か
れ
る
と
い
う
、
言
語
シ
ス
テ
ム
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
言

語
記
号
は
、
二
種
類
の
区
切
り

語
と
語
の
区
切
り
と
、
音
節
と
音
節
の
区
切

り

を
持
つ
が
、
問
題
の
区
切
り
は
、
そ
の
ど
ち
ら
な
の
か
。
ま
ず
、

記シー
号ニュ
の
す
べ
て
の
要
素
は
次
々
と
生
起
し
、
連
鎖
を
作
っ
て
い
く

と
あ
る
の
で
、
そ
の
区
切
り
は
、
音
節
と
語
の
両
方
の
そ
れ
に
、
適
用
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
ｃ
を
見
る
と
、「
例
え
ば
、
あ
る
音シラ節ブ
を
強
調
す
る

場
合
」
と
い
う
、
例
が
引
か
れ
る
か
ら
、
当
段
に
お
い
て
は
、
語
の
区
切
り
で
な

く
、
語
を
成
立
さ
せ
る
単
位
と
し
て
の
音
節
の
区
切
り
を
、
言
う
も
の
と
す
べ
き

で
あ
る
。
す
る
と
、
ｂ
は
、「
記
号
の
す
べ
て
の
要
素
」
即
ち
、
文
、
語
な
ど
、

言
語
記
号
に
お
け
る
、
全
て
の
区
切
り
に
言
及
し
つ
つ
当
面
、
そ
の
最
小
単
位
で

あ
る
音
節
の
区
切
り
を
、
論
じ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
音
節
に
は
意

味
が
な
い
の
で
、
区
切
り
は
、
自
動
的
に
生
じ
る
こ
と
に
な
る
（
実
は
、
そ
れ
が

体
系
で
あ
り

新
第
五
章

、
共
存
に
よ
っ
て
価
値
化
さ
れ

新
第
六
章

、
差
異

化
し
て
い
る
た
め
）。
何
の
断
わ
り
も
な
く
、
ｂ
に
区
切
り
が
出
現
す
る
の
は
、

お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
が
、
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
さ
て
、
ｂ
の
、

た
だ
一
つ
の
線
上
で
表
象
さ
れ
る
空
間

が
、
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
（
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
）
の
単
一
空
間
性
を
指
し
、
そ
れ
が
線
条

性
の
別
称
で
あ
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
。
次
い
で
、

一
八

ソ
シ
ュ
ー
ル
『
一
般
言
語
学
第
三
回
講
義
』
覚
書
（
二
）（
黒
田

彰
）



記シー
号ニュ
の
す
べ
て
の
要
素
は
次
々
と
生
起
し
、
連
鎖
を
作
っ
て
い
く

と
あ
る
の
は
、
単
一
空
間
性
が
、
言
語
記
号
の
全
て
の
要
素
、
即
ち
、
音
節
、
語
、

文
な
ど
全
て
を
貫
き
、
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
故
に
、
ｂ
は
、
音

節
一
つ
一
つ
が
、
単
一
空
間
性
を
持
っ
て
「
生
起
し
、
連
鎖
を
作
っ
て
い
く
」
様

を
述
べ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
や
が
て
、
語
の
生
成
へ
と
向
か
う
。
す

る
と
、
第
二
原
理
は
、
語
に
お
け
る
、
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
の
成
立
を
扱
う
、
原
理
で

あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ｂ
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
音
節
が
、

た
だ
一
つ
の
線
上
で
表
象
さ
れ
る
空
間
の
中
で
し
か
複
雑
化
し
て
い
ま
せ
ん

と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
時
間
が
空
間
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
音
節

も
単
一
空
間
化
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
音
節
の
複
雑
化
即
ち
、
生
起
や
連
鎖

が
形
作
る
の
は
、
単
一
空
間
化
し
た
音
節
の
、
一
列
に
並
ん
だ
も
の
と
な
る
。
こ

の
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
、
次
の
ｃ
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

ｃ
は
、

時
に
は
、
次
の
事ショ
柄ーズ
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
例
え

ば
、
あ
る
音シラ節ブ
を
強
調
す
る
場
合
等
、
に
で
す
。

様
々
な
記シー
号ニュ
の
諸
要
素

が
、
同
一
の
点
上
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
錯
覚
に

過
ぎ
ま
せ
ん

。（
な
ぜ
な
ら
、
補
足
さ
れ
て
行
く
記シー
号ニュ
は
、
並
列
し
て
い
る

も
の
と
の
関
係
で
し
か
価
値
付
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
）

と
あ
る
も
の
だ
が
、
そ
の
内
容
は
、
難
解
を
極
め
る
。
幸
い
な
こ
と
に
、
ソ
シ
ュ

ー
ル
は
、
第
二
回
講
義
に
お
い
て
も
、
ｃ
と
ほ
ぼ
同
じ
話
を
し
て
い
る
。
ｃ
を
理

解
す
る
上
で
、
不
可
欠
の
資
料
な
の
で
、
リ
ー
ド
ラ
ン
ジ
ェ
の
ノ
ー
ト
に
よ
っ
て
、

そ
の
本
文
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る25

）

。

同
一
性

イダンティテ
に
手
を
着
け
る
前
に
、
放
っ
て
お
い
た
諸
単ユニ位テ
の
方
に
戻
り
ま
し

ょ
う

。
言
語
的
な
記シー
号ニュ
の
物
質
的
な
道
具
の
面
で
、
人
間
の
声
、

声
音
器

官
の
産
物

と
い
う
特
徴
は
決
定
的
な
の
で
し
ょ
う
か
。
い
い
え
、
違
い
ま

す
。
し
か
し
、
十
分
に

浮
き
彫
り

に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
音
声
と
い
う

素
材
の
重
要
な
特
徴
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
の
で
す
。
聴
覚
の
連
鎖
と
し
て
私

た
ち
に
現
わ
れ
て
く
る
の
は
、
一
つ
の
次
元
し
か
持
た
な
い
と
い
う
時
間
的

な
特
徴
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
す
ぐ
に
も
た
ら
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
線
条
的
な

特
徴
だ
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

言バロ
葉ール
の
連
鎖
は
、
必
然
的
に

線
条
と
し
て

私
た
ち
に
現
わ
れ
、

そ
こ
で
生
じ
る
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
す
べ
て
の
関
係

に
対
し
て

、

そ
れ
は

途
轍
も
な
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
（
母
音

間
の
相
違

ア
ク
セ
ン
ト
の
）

質
的
な
相
違
は
、
連
続
的
に
し
か
現
わ

れ
ま
せ
ん
。
ア
ク
セ
ン
ト
の
あ
る
母
音
と
な
い
母
音
を
同
時
に
持
つ
こ
と
な

ど
出
来
ま
せ
ん
。
音
楽
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
が
そ
も
そ
も
線
条
を

形
作
っ
て
い
る
の
で
す
。
言ラン語グ
の
外
に
身
を
置
け
ば
、
他
の
記シー
号ニュ
は
同
じ
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
視
覚
の
器
官
を
対
象
と
す
る
も
の
は
、
生
起
す
る
多
数
の

記シー
号ニュ
を
同
時
に
受
け
入
れ
ら
れ
ま
す
。
芯
に
な
る
一
般
的
な
記シー
号ニュ
と
そ
の
上

に
投
影
さ
れ
た
他
の
も
の
と
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
方
向

と
あ
ら
ゆ
る
組
み
合
わ
せ
が
、

可
能
で
す
。
同
時
性
ゆ
え
に
可
能
な
こ
と

の
す
べ
て
が
、
そ
の
記シー
号ニュ
の
体シス
系テム
の
中
で
、
私
の
意
の
ま
ま
に
な
り
ま
す

。

音
声
の
素
材
は
、
い
つ
も
同
じ
方
向
に
し
か
な
く
、
二
つ
の
記シー
号ニュ
の
同
時
性

を
認
め
ま
せ
ん
。
「
で
す
か
ら
、
聴
覚
記シー
号ニュ
と
視
覚
記シー
号ニュ
を
一
緒
く
た
に
し

な
い
こ
と
が
重
要
で
す
」﹇
訳
注：

ゴ
ー
チ
エ
の
ノ
ー
ト
﹈
。
記シー
号ニュ
に
つ
い
て
語

ろ
う
と
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
視
覚
記シー
号ニュ
を
考
え
て
し
ま
い
、
記シー
号ニュ
の
分
割
は
と

て
も
簡
単
で
、
精
神
の
操
作
を
必
要
と
し
な
い
、
と
い
う
誤
っ
た
考
え
に
陥

一
九
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っ
て
し
ま
う
の
で
す
（
Ⅱ
47
頁
）

ｃ
は
前
述
、
ｂ
に
お
け
る
、
空
間
化
し
た
音
節
の
並
列
を
、
否
定
す
る
か
に
見

え
る
例
が
一
つ
、
上
げ
ら
れ
る
所
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
例
が
即
ち
、「
あ

る
音シラ節ブ
を
強
調
す
る
場
合
」、
つ
ま
り
語
中
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
、
次
に
、
そ
の
在

処
を
知
る
方
法
と
し
て

様
々
な
記シー
号ニュ
の
諸
要
素
が
、
同
一
の
点
上
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く

と
考
え
る
こ
と
が
、
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
右
の
一
文
は
、
ど
う
い
う
こ

と
か
を
示
す
の
が
、
リ
ー
ド
ラ
ン
ジ
ェ
（
パ
ト
ワ
）
の
ノ
ー
ト
の
、
次
の
部
分
で

あ
る
。（

母
音
間
の
相
違

ア
ク
セ
ン
ト
の
）

質
的
な
相
違
は
、
連
続
的
に
し

か
現
わ
れ
ま
せ
ん
。
ア
ク
セ
ン
ト
の
あ
る
母
音
と
な
い
母
音
を
同
時
に
持
つ

こ
と
な
ど
出
来
ま
せ
ん
。
音
楽
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
が
そ
も
そ
も

線
条
を
形
作
っ
て
い
る
の
で
す
…
…
音
声
の
素
材
は
、
い
つ
も
同
じ
方
向
に

し
か
な
く
、
二
つ
の
記シー
号ニュ
の
同
時
性
を
認
め
ま
せ
ん
（
パ
ト
ワ
の
ノ
ー
ト

「
例
え
ば
、
一
つ
の
母
音
か
ら
も
う
一
つ
の
母
音
へ
の
質
的
な
差
異
は
、
連

続
的
に
現
わ
れ
る
し
か
な
い
。
音
楽
の
よ
う
に
す
べ
て
が
線
条
を
形
成
し
て

い
る
」）

リ
ー
ド
ラ
ン
ジ
ェ
（
パ
ト
ワ
）
の
ノ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
右
の
一
文
は
、
音
節
の
聴

取
の
こ
と
を
、
述
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ｃ
に
お
い
て

は
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
在
処
を
、
知
る
た
め
の
方
法
と
考
え
ら
れ
た
、
右
の
一
文
が
、

「
錯
覚
に
過
」
ぎ
な
い
と
し
て
斥
け
ら
れ
、
代
わ
っ
て
、
そ
の
在
処
が
知
ら
れ
る

の
は
、補

足
さ
れ
て
行
く
記シー
号ニュ
は
、
並
列
し
て
い
る
も
の
と
の
関
係
で
し
か
価
値
付

け
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
（
末
文
）

と
さ
れ
て
い
る
。「
補
足
さ
れ
て
行
く
記シー
号ニュ
」
が
、
ア
ク
セ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
の

末
文
と
深
く
関
連
す
る
の
は
、
リ
ー
ド
ラ
ン
ジ
ェ
（
パ
ト
ワ
）
の
ノ
ー
ト
の
、
次

の
箇
所
で
あ
る
。

視
覚
の
器
官
を
対
象
と
す
る
も
の
は
、
生
起
す
る
多
数
の
記シー
号ニュ
を
同
時
に
受

け
入
れ
ら
れ
ま
す
。
芯
に
な
る
一
般
的
な
記シー
号ニュ
と
そ
の
上
に
投
影
さ
れ
た
他

の
も
の
と
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
方
向
と
あ
ら
ゆ
る
組
み

合
わ
せ
が
、

可
能
で
す
。
同
時
性
ゆ
え
に
可
能
な
こ
と
の
す
べ
て
が
、
そ

の
記シー
号ニュ
の
体シス
系テム
の
中
で
、
私
の
意
の
ま
ま
に
な
り
ま
す

。（
パ
ト
ワ
の
ノ
ー

ト
「
例
え
ば
、
視
覚
に
訴
え
か
け
る
も
の
は
、
同
時
に
生
起
す
る
多
く
の
記シー

号ニュ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
、
線
条
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
が

可
能
で
、
記シー
号ニュ
で
あ
っ
て
も
積
み
重
ね
る
こ
と
が
出
来
る
」）

さ
て
、
右
の
一
文
及
び
、
上
記
末
文
の
内
容
を
、
よ
り
具
体
的
に
示
す
資
料
と
し

て
、「
旧
項
目
」
と
仮
題
さ
れ
る
、
幾
つ
か
の
項
目
群
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
そ
の

中
の
三
三
一
八
・
三
、
四
、
六
、
三
三
一
六
・
二
の
四
つ
の
本
文
を
、
併
せ
て
示

せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る26

）

（
㈠
｜
㈣
の
通
し
番
号
を
付
す
）。

㈠
三三一八
三
項
目

言
語
的
セ
ー
ム
は
、
単﹅
一﹅

空﹅
間﹅
的﹅
セ﹅
ー﹅
ム﹅
の
一
般
的

な
種
族
に
属
す
る
。
聴
覚
的
な
伝
達
に
基
づ
く
セ
ー
ム
は
、
ど
れ
も
み
な
必

ず
こ
こ
に
属
す
る
。
し
か
し
、
重
要
な
の
は
、
聴
覚
的
伝
達
で
は
な
い
。
単

一
空
間
性
な
の
で
あ
る
。

㈡
三三一八
四
項
目

罠
。

語
な
ど
を
表
す
の
に
、

の
よ
う
に
並
置
さ
れ
た
視
覚
的
標
識
を
使
う
の

二
〇

ソ
シ
ュ
ー
ル
『
一
般
言
語
学
第
三
回
講
義
』
覚
書
（
二
）（
黒
田

彰
）



は
、
ま
っ
た
く
正
当
だ
。
た
だ
し
、
そ
の
標
識
は
際
限
な
い
並
置
に
お
い
て

成
り
た
つ
だ
ろ
う
が
、
た
と
え
ば
、
１

、
２

、
…
…
と
い
う
よ
う
に

順
々
に
掲
げ
て
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
の
場
合
は
、
二
つ
の
次
元
の
観
念
が

混
同
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
し
く

は
、
視
覚
的
セ
ー
ム
が
も
ち

う
る
同
時
性
（
あ
る
い
は
非

単
一
空
間
性
）
の
例
で
あ
る
。

も
っ
と

も
こ
の
セ
ー
ム
自
体
、
そ
の
よ
う
に
構
成
要
素
に
分
解
で
き
る
な
ら
。

㈢
三三一八
六
語
の
継
起
す
る
音
的
要
素
を
本
当
に
表
す
な
ら
、
映
写
幕
が

必
要
だ
ろ
う
。
幻
灯
が
映
し
出
す
色
彩
の
継﹅
起﹅
が
、
そ
こ
に
次
々
と
浮
か
び

あ
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
誤
り
に
な
る
。
そ
う
し

た
色
彩
の
継
起
を
唯
一
つ
の
印
象
に
再
生
す
る
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
不

可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
理
由
に
よ
り
、
映
写
幕
の
右
か
ら
左
、
ま
た
は

左
か
ら
右
へ
と
空﹅
間﹅
的﹅
に﹅
ま
る
ご
と
書
か
れ
て
い
る
語
が
、
わ
れ
わ
れ
に
は

最
良
の
表
示
に
な
る
。

と
は
い
え
、
語
は
そ
れ
で
も
な
お
時
間
的
な
の
で

あ
る
が
。

聴
覚
的
な
セ
ー
ム
の
大
部
分
は
、
視
覚
形
態
よ
り
一
〇
〇
倍
も

容
易
な
聴
覚
形
態
の
記
憶
作
用
に
基
づ
い
て
い
る
。

㈣
三三一六
二
音
声
記
号
の
心
理
化
に
つ
い
て
。

A

幻
灯
で
同
じ
映
写
盤
に
次
々
と
以
下
の
よ
う
に
映
し
出
し
た
と
し
よ

う
。緑

の
映
写
盤

黄
色
い
〃

黒
い

〃

青
い

〃

青
い

〃
（
再
度
）

赤
い

〃

紫
の

〃

こ
う
し
た
記
号
全
部
を
ひ﹅
と﹅
つ﹅
な﹅
が﹅
り﹅
に﹅
、
あ
る
い
は
一﹅
つ﹅
の﹅
全﹅
体﹅
を﹅
な﹅

す﹅
再
成
可
能
な
継
起
と
し
て
想
い
描
く
の
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
ろ
う
。

こ
の
後
﹇

﹈。
と
こ
ろ
で
、
語
の
特
殊
性
は
再
生
可
能
な
セ
ー
ム
だ

と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
但
し
、
そ
れ
は
、
継
起
す
る
音
節
に
基
づ
い
て
い

る
の
で
あ
る
が
。

B

こ
れ
ら
の
色
の
輪
郭
を
、
今
度
は
継﹅
起﹅
さ
せ
る
の
で
は
な
し
に
並﹅
置﹅

さ
せ
て
み
よ
う
。

こ
こ
に
四
角
く
緑
、
黄
、
黒
と
置
く
、
左
側
に
緑
、
つ

ぎ
に
黄
色
…
…
と
き
て
右
側
ま
で
並
べ
る
。

こ
の
場
合
は
、
図
像
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
誰
に
も
再
成
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
再
生

し
う
る
も
の
に
な
り
は
じ
め
て
い
る
、
図
像
に
な
り
は
じ
め
て
い
る
図
像
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

C

だ
か
ら
、
視﹅
覚﹅
的﹅
図
像
が

図
像
に
な
る

に
は
、
時
間
的
連
続
の

原
理
は
放
棄
し
て
、﹇
空
間
的
継
起
﹈
に
訴
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
「
項
目
」
は
、
い
ず
れ
も
面
白
く
、
興
味
は
尽
き
る
こ
と
が
な

い
が
、
こ
こ
で
は
、
右
の
一
文
及
び
、
末
文
に
、

・
様
々
な
記シー
号ニュ
の
諸
要
素
が
、
同
一
の
点
上
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く

・
補
足
さ
れ
て
行
く
記シー
号ニュ
は
、
並
列
し
て
い
る
も
の
と
の
関
係
で
し
か
価
値
付

け
ら
れ
な
い

と
さ
れ
る
、
両
文
と
の
関
連
に
限
っ
て
、
四
つ
の
項
目
を
参
照
す
る
こ
と
と
し
、
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両
文
の
内
容
を
考
察
す
る
。
さ
て
、
㈠
に
、
聴
覚
的
伝
達
よ
り
、
単
一
空
間
性
の

方
が
重
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
全
て
の
項
目
及
び
、
後
者
を
通
し
て
、
言
え
る
こ

と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
聴
覚
的
伝
達
と
は
、
㈣
Ａ
の
「
継
起
す
る
音
節
」
の
伝

達
の
こ
と
で
、
リ
ー
ド
ラ
ン
ジ
ェ
（
パ
ト
ワ
）
の
ノ
ー
ト
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

人
の
口
か
ら
耳
へ
伝
わ
る
生
理
的
、
物
理
的
な
音
声
を
指
す
こ
と
に
、
注
意
す
べ

き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
、
㈣
の
タ
イ
ト
ル
「
音
声
記
号
の
心
理
化
」
以
前

の
過
程
に
お
け
る
話
で
あ
っ
て
、
そ
の
過
程
で
は
、「
継
起
す
る
音
節
」
即
ち
、

累
積
す
る
音
節
（「
同
一
の
点
上
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
」
音
節
）
が
、
次
々

と
鼓
膜
を
打
つ
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
㈠
｜
㈣
に
お
け
る
、「
継
起
」
は
、「
時

間
的
連
続
」（
㈣
）
の
こ
と
で
、
前
掲
両
文
の
前
者
に
当
た
り
、「
並
置
」
は
、

「
空
間
的
継
起
」（
㈣
）
に
同
じ
く
、
後
者
の
並
列
（
末
文
）
に
該
当
す
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
同
時
に
、
㈣
に
「
音
節
」、
㈢
に
「
語
の
継
起
す
る
要
素
」
な
ど

と
あ
る
所
か
ら
、
㈠
｜
㈣
が
、
第
二
原
理
の
説
明
と
同
様
に
、
音
節
を
め
ぐ
る
話

で
あ
る
こ
と
も
分
か
る
。
さ
ら
に
㈣
の
タ
イ
ト
ル
「
音
声
記
号
の
心
理
化
に
つ
い

て
」
に
よ
り
、
並
置
、
並
列
、
空
間
的
継
起
が
、「
心
理
化
」
後
の
過
程
、
即
ち
、

耳
か
ら
脳
（
或
い
は
、
脳
か
ら
口
）
と
い
う
、
例
え
ば
図
11
の
、「
心
理
的
な
部

分
」（
138
、
139
頁
）
に
お
け
る
、
出
来
事
で
あ
る
こ
と
も
、
自
ず
と
明
ら
か
で
あ

る
。一

、
二
付
言
す
る
と
、
㈡
に
お
い
て
、

ま
さ
し
く

は
、
視
覚
的
セ
ー
ム
が
も
ち
う
る
同
時
性
（
あ
る
い
は
、
非

単
一
空
間
性
）
の
例
で
あ
る

と
あ
る
の
は
、
最
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
、
視
覚
記
号
の
多
数
空
間
性
を
言
う
が

（
但
し
、
構
成
要
素
に
分
解
出
来
る
、
と
い
う
条
件
が
付
く
）、
そ
れ
が
非
単
一

空
間
性
と
も
言
わ
れ
、
同
時
性
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
空
間
的
継
起
、
並
列

の
そ
れ
自
体
に
は
、
時
間
の
概
念
が
な
い
こ
と
に
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
例
が
前
述
、
㈡
に
続
く
、
三
三
一
八
・
五
の
項
目
に
上
げ
ら
れ
る
、
寓
意
画

で
あ
っ
て
、
そ
の
画
面
の
下
に
累
積
し
た
（
或
い
は
、
画
面
が
上
に
積
み
重
な
っ

た
）、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
存
在
に
は
、
時
間
を
必
要
と
し
な
い
。
ま
た
、
寓
意
画
の

「
描
か
れ
た
事
物
が
、
も
の
ご
と
の
意
味
性
に
関
わ
る
限
り
」
と
、
そ
の
言
語
記

号
と
の
類
似
が
言
わ
れ
、
寓
意
画
が
、「
左
か
ら
始
ま
っ
て
右
で
終
わ
る
な
ど
と

言
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
、
言
語
記
号
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
（
文
字
）
と
の

相
違
も
指
摘
さ
れ
る
が
、
そ
の
相
違
が
、
同
じ
多
数
空
間
性
を
持
つ
も
の
で
あ
り

な
が
ら
、
描
か
れ
る
事
物
に
、
決
ま
っ
た
順
序
の
な
い
絵
画
（
寓
意
画
）
と
、
書

く
順
序
の
あ
る
文
字
と
の
相
違
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
故
に
、
㈢

の
、

こ
の
理
由
に
よ
り
、
映
写
幕
の
右
か
ら
左
、
ま
た
は
左
か
ら
右
へ
と
空﹅
間﹅
的﹅

に﹅
ま
る
ご
と
書
か
れ
て
い
る
語
が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
最
良
の
表
示
に
な
る
。

と
は
い
え
、
語
は
そ
れ
で
も
な
お
時
間
的
な
の
で
あ
る
が

も
、
同
じ
話
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
く
、

聴
覚
的
な
セ
ー
ム
の
大
部
分
は
、
視
覚
形
態
よ
り
一
〇
〇
倍
も
容
易
な
聴
覚

形
態
の
記
憶
作
用
に
基
づ
い
て
い
る

は
前
述
、
二
重
分
節
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
第
二
原
理
の
説
明
に
お
け
る
、
二
つ
目
の
段
落
は
、
リ
ー
ド
ラ

ン
ジ
ェ
（
パ
ト
ワ
）
の
ノ
ー
ト
及
び
、
幾
つ
か
の
「
旧
項
目
」
草
稿
と
、
照
ら
し

合
わ
せ
て
み
る
と
、
そ
の
内
容
が
、
漸
く
判
然
と
す
る
。
ま
ず
ａ
は
、
視
覚
記
号

が
多
数
空
間
性
を
持
つ
こ
と
、
取
り
分
け
、
同
時
的
に
積
み
重
な
る
よ
う
な
（
リ

二
二

ソ
シ
ュ
ー
ル
『
一
般
言
語
学
第
三
回
講
義
』
覚
書
（
二
）（
黒
田

彰
）



ー
ド
ラ
ン
ジ
ェ

パ
ト
ワ

の
ノ
ー
ト
）
空
間
的
継
起
を
、
特
徴
と
す
る
こ
と
が

述
べ
ら
れ
る
（
時
間
性
は
な
い
）。
次
に
、
ｂ
は
、
視
覚
記
号
に
対
す
る
、
聴
覚

記
号
の
特
徴
が
述
べ
ら
れ
る
。
聴
覚
記
号
は
、
単
一
空
間
性
を
持
ち
、
殊
に
心
理

的
過
程
に
お
い
て
は
、
空
間
化
し
た
各
音
節
が
連
続
し
な
が
ら
、
次
々
と
並
列
化

す
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
、
と
述
べ
る
。
最
後
に
、
ｃ
は
、
恰
も
そ
の
聴
覚
記
号

の
特
徴
を
、
否
定
す
る
か
に
見
え
る
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
認
知
法
の
例
が
、
最
初
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
通
常
、
そ
の
認
知
法
は
、
同
一
の
点
上
に
積
み
重
な
る

こ
と
、
即
ち
、
時
間
的
連
続
と
い
う
、
聴
覚
記
号
の
特
徴
に
よ
っ
て
、
ア
ク
セ
ン

ト
の
在
処
を
、
知
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
考
え
勝
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
ソ
シ
ュ

ー
ル
は
、
錯
覚
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
そ
の
考
え
を
斥
け
て
い
る
。
そ
の
理
由
と

し
て
は
、
ま
ず
言
語
の
伝
達
に
お
け
る
、
二
つ
の
過
程
、
即
ち
、
口
か
ら
耳
へ
の

生
理
的
、
物
理
的
な
音
声
の
過
程
と
、
耳
か
ら
脳
（
或
い
は
、
脳
か
ら
口
）
へ
と

い
う
、
心
理
的
な
音
（
音
節
）
の
過
程
の
存
在
が
上
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
物
理

的
な
音
声
は
、
聴
覚
記
号
の
特
徴
と
す
る
、
同
一
の
点
上
へ
の
積
み
重
ね
、
即
ち
、

時
間
的
連
続
を
ま
た
、
特
徴
と
し
て
い
る
。
も
う
一
方
の
心
理
的
な
音
（
音
節
）

は
、
視
覚
記
号
の
特
徴
と
す
る
並
列
性
、
即
ち
、
空
間
的
継
起
を
、
特
徴
と
し
て

い
る
。
さ
て
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
心
理
的
な
音
（
音
節
）
の
過
程
の
話

で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
物
理
的
な
音
声
の
過
程
と
取
り
違
え
て
し
ま
う
。

そ
の
結
果
、
実
は
視
覚
記
号
的
な
特
徴
が
、
聴
覚
記
号
の
特
徴
と
錯
覚
さ
れ
る
、

と
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
聴
覚
記
号
の

二
つ
の
過
程
に
お
け
る
、
記
号
性
の
違
い
で
あ
る
。
さ
て
、
リ
ー
ド
ラ
ン
ジ
ェ

（
パ
ト
ワ
）
の
ノ
ー
ト
に
も
、
聴
覚
記
号
と
視
覚
記
号
の
取
り
違
え
の
話
が
、
最

後
に
出
て
来
て
、
こ
れ
が
非
常
に
紛
ら
わ
し
い
。
視
覚
記
号
は
必
ず
、
言
語
に
よ

る
意
味
（
指
示
内
容
）
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
赤
信
号
の
「
止
ま
れ
」
が
そ
れ

で
あ
る
。
リ
ー
ド
ラ
ン
ジ
ェ
（
パ
ト
ワ
）
の
ノ
ー
ト
で
は
、
そ
の
こ
と
を
「
積
み

重
ね
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
、
ｃ
に
言
う
、
生
理
的
、
物
理
的
音
声
の
「
積
み
重

ね
」
と
そ
れ
と
を
、
混
同
し
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
リ

ー
ド
ラ
ン
ジ
ェ
（
パ
ト
ワ
）
の
ノ
ー
ト
の
指
摘
す
る
、
両
記
号
間
の
取
り
違
え
は
、

聴
覚
記
号
の
音
（
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
）
と
意
味
（
概
念
）
の
関
係
を
、
視
覚
記
号
の

絵
と
意
味
（
指
示
内
容
）
の
関
係
で
捉
え
る
と
い
う
、
誤
り
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
も
、
ｃ
の
「
錯
覚
」
と
よ
く
似
て
は
い
る
が
、
全
く
別
の
事
柄
な
の
で
、

混
同
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、
二
つ
目
の
段
落
の
要
点
を
上
げ
た
。
用
語
も
錯
綜
し
、
積
み
重
ね
と
並

列
、
単
一
空
間
性
と
多
数
空
間
性
の
関
係
な
ど
、
敢
え
て
言
及
を
避
け
た
事
柄
も

一
、
二
に
留
ま
ら
な
い
。
ま
た
機
会
を
改
め
て
、
そ
れ
ら
を
纏
め
直
し
、
意
味

（
概
念
）
を
迎
え
入
れ
る
原
理
と
し
て
の
、
第
二
原
理
の
素
描
を
試
み
た
い
。

〔
注
〕

15
）東
京
大
学
出
版
会
版
の
本
文
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
、
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
言
葉
も
見
直
し
た
方
が
よ
い
で
し

ょ
う
。
と
い
う
の
も
、
イ
メ
ー
ジ
は
常
に
そ
れ
が
表
現
す
る
も
の
と
結
び
つ

い
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
こ
こ
で
は
、
イ
メ
ー
ジ
は
、
想
像
力
に
働
き

か
け
て
何
か
を
呼
び
起
こ
す
作
用
の
あ
る
も
の
と
い
う
、
最
も
一
般
的
な
意

味
で
使
わ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。
の
ち
に
、
イ
メ
ー
ジ
が
ま
さ
し
く
「
呼
び

起
こ
す
も
の
」
に
な
る
こ
と
を
見
る
で
し
ょ
う
。
最
良
の
表
現
で
は
な
い
と

は
い
え
、
こ
の
、
呼
び
起
こ
す
も
の
と
い
う
点
が
ゆ
え
に
、
こ
の
表
現
を
と

っ
て
お
く
こ
と
に
し
ま
す
（
97
頁
）
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16
）東
京
大
学
出
版
会
版
の
本
文
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
二
の
原
理
す
な
わ
ち
第
二
に
重
要
な
事
実
。
言
語
記
号
（
記
号
の
役
割

を
果
た
す
イ
メ
ー
ジ
）
に
は
広
が
り
が
あ
り
、
そ
の
広
が
り
は
一
次
元
的
な

も
の
に
限
ら
れ
ま
す
。
こ
の
原
理
は
さ
ま
ざ
ま
に
応
用
さ
れ
ま
す
。
こ
の
原

理
は
一
目
瞭
然
で
す
。
文
を
語
に
切
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の
原
理
の

お
か
げ
で
す
。
こ
の
原
理
は
、
言
語
が
有
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
す
べ
て
を
支
配

す
る
条
件
の
一
つ
を
表
し
て
い
ま
す
。

こ
の
原
理
か
ら
、
言
語
が
聴
覚
的
で
あ
る
こ
と
が
導
か
れ
ま
す
（
時
間
と

と
も
に
広
が
り
、
線
状
の
次
元
、
た
だ
一
つ
の
次
元
し
か
持
た
な
い
か
ら
で

す
）。
別
の
種
類
の
記
号
（
た
と
え
ば
視
覚
記
号
）
に
は
複
数
の
次
元
に
わ

た
り
複
雑
な
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
聴
覚
記
号
は
線
状
に

表
現
さ
れ
る
空
間
の
複
雑
さ
し
か
持
て
ま
せ
ん
。
記
号
の
す
べ
て
の
要
素
は

一
つ
ず
つ
続
き
、
鎖
を
な
し
ま
す
。
と
き
ど
き
、
こ
の
原
理
は
否
定
さ
れ
る

か
に
見
え
ま
す
。
た
と
え
ば
、
あ
る
音
節
が
強
勢
さ
れ
る
と
き
で
す
。
異
な

る
記
号
の
要
素
が
同
じ
場
所
に
累
積
す
る
よ
う
に
み
え
ま
す
が
、
こ
れ
は
幻

想
で
す
。（
実
際
は
、
強
勢
に
よ
る
記
号
の
補
足
は
、
並
置
さ
れ
る
も
の
と

の
関
係
で
の
み
機
能
し
ま
す
。）

こ
の
原
理
の
も
う
一
つ
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
空
間
的
な
か

た
ち
に
し
か
る
べ
く
翻
訳
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
線
と
し

て
表
現
さ
れ
ま
す
。
一
次
元
し
か
存
在
し
な
い
か
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
線
状

な
の
で
す
（
98
、
99
頁
）

17
）例
え
ば
図
９
右
の
投
影
図
は
、

当
然
、
投
影
図
は
対
象
か
ら
は
独
立
せ
ず
、
逆
に
、
直
接
に
依
存
し
て
い
ま

す
（
246
頁
）

と
言
わ
れ
、
図
10
左
の
水
平
の
断
面
図
は
、

一
方
は
、
他
方
に
依
存
し
て
い
ま
す
。
水
平
の
断
面
は
、
垂
直
方
向
の
中
に

あ
る
も
の
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
ま
す
（
248
頁
）

な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

18
）松
澤
和
宏
氏
訳
『
自
筆
草
稿
『
言
語
の
科
学
』』（
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ソ
シ

ュ
ー
ル
「
一
般
言
語
学
」
著
作
集
Ⅰ
、
岩
波
書
店
、
平
成
25
年
）
Ⅰ
3b
（
16
｜
19

頁
）
に
拠
る
。

19
）川
本

氏
「
ソ
シ
ュ
ー
ル
研
究
の
未
来
｜
「
幻
の
書
物
」
に
文
献
学
か
ら
迫
る

上
、
中
、
下

」（『
言
語
』
36
・
１
、
２
、
３
、
平
成
19
年
１
、
２
、
３
月
）

20
）松
澤
氏
注

18
）前
掲
書
Ⅰ
９
（
61
頁
）
に
拠
る
。

21
）松
澤
氏
注

18
）前
掲
書
Ⅰ
29h
（
142
頁
）
に
拠
る
。

22
）東
京
大
学
出
版
会
版
の
本
文
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
２
章
で
は
二
つ
の
基
礎
的
な
事
実
（
言
語
記
号
に
関
す
る
二
つ
の
基
礎
的

な
原
理
）
を
指
摘
し
ま
し
た
。：

1)
言
語
記
号
は
恣
意
的
で
あ
る
、
2)
言
語

記
号
は
広
が
り
を
持
ち
、
そ
れ
は
一
次
元
の
方
向
に
限
定
さ
れ
る
。

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
﹇sig

n
ifia

n
t

﹈
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
﹇sig

n
ifie

﹈
と
い
う
用

語
を
用
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
事
実
を
よ
り
よ
く
定
式
化
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
用
語
を
変
更
し
た
理
由：

記
号
シ
ス
テ
ム
の
内
部
で
、
シ
ニ

フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
対
置
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
す
。（
イ
メ
ー

ジ
と
概
念
と
い
う
異
な
る
面
を
そ
の
ま
ま
）
互
い
に
つ
き
あ
わ
せ
て
置
く
た

め
で
す
。

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
（
聴
覚
的
な
も
の
）
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
（
概
念
的
な
も
の
）

は
、
記
号
を
構
成
す
る
二
つ
の
要
素
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

1)
言
語
に
お
い
て
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
結
合
は
、
完
全
に
恣

意
的
で
す
。

2)
言
語
に
お
い
て
は
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
本
質
は
聴
覚
上
の
も
の
で
、
時

間
の
中
で
だ
け
展
開
さ
れ
、
時
間
か
ら
借
り
受
け
た
次
の
特
徴
を
持
っ
て
い

ま
す：a)

広
が
る
特
徴

b)
た
だ
一
次
元
の
方
向
の
み
に
広
が
る
特
徴

以
前
は
単
に
記
号
﹇sig

n
e

﹈
と
い
う
語
を
用
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
不

明
瞭
で
し
た
（
118
頁
）

23
）東
京
大
学
出
版
会
版
の
、

こ
の
原
理
か
ら
、
言
語
が
聴
覚
的
で
あ
る
こ
と
が
導
か
れ
ま
す

は
、
誤
訳
と
判
断
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
言
語
記
号
が
聴
覚
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

二
四

ソ
シ
ュ
ー
ル
『
一
般
言
語
学
第
三
回
講
義
』
覚
書
（
二
）（
黒
田

彰
）



第
二
原
理
の
線
条
性
が
導
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

エ
デ
ィ
ッ
ト
・
パ
ル
ク
版
の
訳
が
正
し
い
。

24
）松
澤
氏
注

18
）前
掲
書
Ⅱ
二
（
178
、
179
頁
）
に
拠
る
。
ま
た
、
前
田
英
樹
氏
『
沈

黙
す
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
』（
書
肆
山
田
、
平
成
元
年

講
談
社
学
術
文
庫
一
九
九
八

に
再
録

）
断
章
に
は
、「
旧
項
目
」
の
抄
訳
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

25
）参
考
ま
で
に
、
第
二
回
講
義
パ
ト
ワ
の
ノ
ー
ト
の
一
節
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で

あ
る
（
前
掲
註

２
）エ
デ
ィ
ッ
ト
・
パ
ル
ク
版
に
拠
る
。
以
下
も
同
じ
）。

記シー
号ニュ
の
物
質
的
な
道
具
の
面
で
、
声
音
器
官
の
産
物
で
あ
る
こ
と
は
決
定
的

な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
音
声
と
い
う
素
材
の
主
要
な
特
徴
は
、

言パロ
葉ール
の
連
鎖
と
し
て
私
た
ち
に
姿
を
見
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
直
ち
に
、

線
条
的
と
呼
ば
れ
る
一
つ
の
次
元
し
か
持
た
な
い
時
間
的
な
特
徴
を
も
た
ら

す
。
例
え
ば
、
一
つ
の
母
音
か
ら
も
う
一
つ
の
母
音
へ
の
質
的
な
差
異
は
、

連
続
的
に
現
わ
れ
る
し
か
な
い
。
音
楽
の
よ
う
に
す
べ
て
が
線
条
を
形
成
し

て
い
る
。
他
の
記シー
号ニュ
の
種
類
に
と
っ
て
は

言ラン語グ
の
外
で
は

同
じ
で

は
な
い
。
例
え
ば
、
視
覚
に
訴
え
か
け
る
も
の
は
、
同
時
に
生
起
す
る
多
く

の
記シー
号ニュ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
、
線
条
か
ら
抜
け
出
る
こ

と
が
可
能
で
、
記シー
号ニュ
で
あ
っ
て
も
積
み
重
ね
る
こ
と
が
出
来
る
。
言ラン語グ
も
こ

の
種
の
視
覚
的
な
記シー
号ニュ
に
見
ら
れ
が
ち
で
、
そ
の
時
に
、
記シー
号ニュ
の
間
の
分
割

が
非
常
に
簡
単
だ
と
、
間
違
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
対
象
を
考
え
る
時
に
、
語モ

を
対
象
そ
れ
自
体
だ
と
看
做
し
て
し
ま
う
（
Ⅱ
213
頁
）

26
）松
澤
氏
注

18
）前
掲
書
Ⅱ
二
（
178
、
179
、
175
頁
）
に
拠
る
。

〔
付
記
〕

小
稿
は
、
平
成
26
年
度
佛
教
大
学
特
別
研
究
奨
励
費
Ａ
に
よ
る
成
果
の
一
部

で
あ
る
。

く
ろ
だ

あ
き
ら

日
本
文
学
科
）

二
〇
一
四
年
十
一
月
十
三
日
受
理

二
五

佛
教
大
学

文
学
部
論
集

第
九
十
九
号
（
二
〇
一
五
年
三
月
）
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図６

二
六

ソ
シ
ュ
ー
ル
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般
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語
学
第
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田

彰
）



参
考
図
１

参考図２

参考図３

図11

図12

二
七

佛
教
大
学

文
学
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集

第
九
十
九
号
（
二
〇
一
五
年
三
月
）


