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１６１

論
に
つ
い
て
検
討
し
、

（
｜
）

察
し
た
い
。

い
か
に
次
世
代
へ
自
ら
の
わ
ざ
を
継
承
す
る
か
は
、
い
か
に
観
客
に
優
れ
た
芸
を
披
露
す
る
か
と
同
じ
く
ら
い
ｌ
あ
る
い
は
そ
れ
以

上
に
ｌ
能
楽
に
と
っ
て
最
重
要
の
課
題
で
あ
り
続
け
た
。
し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
能
楽
師
か
ら
能
楽
師
へ
と
わ
ざ
は
ど
の
よ
う
に
し

て
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
継
承
の
方
法
は
時
代
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
は
、

従
来
の
能
楽
研
究
に
お
い
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
本
稿
で
私
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
分
野
を
開
拓
す
る
た
め
の
方
法

論
に
つ
い
て
検
討
し
、
従
来
の
文
献
資
料
分
析
中
心
の
演
出
史
研
究
と
接
点
を
持
つ
新
た
な
学
際
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
に
つ
い
て
考

「
わ
ざ
」
と
い
う
言
葉
は
多
義
的
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
身
体
を
ど
う
動
か
す
か
に
つ
い
て
の
技
能
的
知
識
」
と
い
う
意
味
で
用
い
る
（
謡

や
嚇
子
な
ど
音
楽
面
で
の
技
術
は
ひ
と
ま
ず
含
め
な
い
）
。
「
技
芸
」
「
身
体
技
法
」
「
ス
キ
ル
」
「
達
成
す
べ
き
動
き
」
な
ど
と
言
い
換
え

る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
能
楽
の
場
合
、
そ
れ
は
慣
習
的
に
「
型
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
現
在
の
能
楽
の
「
型
」
が
、
形
式
化
さ
れ
た

わ
ざ
継
承
の
学
を
構
想
す
る

能
楽
の
わ
ざ

ｌ
能
楽
の
技
法
を
中
心
と
す
る
学
際
的
な
研
究
の
た
め
に
Ｉ横
山
太

郎
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所
作
単
元
の
組
み
合
わ
せ
で
で
き
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
横
道
萬
里
雄
の
構

造
・
技
法
研
究
が
多
く
を
解
明
し
た
（
横
道
一
九
八
七
）
。
し
か
し
、
能
楽
の
実
演
と
継
承
の
実
際
に
即
し
て
見
て
み
る
と
、
個
々
の
型

の
内
部
、
型
と
型
の
境
目
、
あ
る
い
は
型
と
し
て
同
定
さ
れ
て
い
な
い
微
細
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
未
だ
学
問
的
な
言
葉
で
記
述
さ
れ
て

お
お
や
け
に
な
っ
て
い
な
い
、
様
々
な
わ
ざ
が
存
在
し
て
い
る
。
能
楽
に
お
い
て
「
わ
ざ
」
と
は
、
し
た
が
っ
て
、
単
に
個
々
の
型
と
そ

の
組
み
合
わ
せ
（
サ
シ
コ
ミ
、
ヒ
ラ
キ
、
左
右
と
い
っ
た
手
順
）
を
記
憶
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
記
述
困
難
な

水
準
に
こ
そ
わ
ざ
の
真
髄
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
世
阿
弥
の
伝
書
も
ま
た
、
こ
う
し
た
水
準
に
お
け
る
わ
ざ
を
掴
ま
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
と
え
ば
金
春
禅
竹
に
相
伝
し
た
「
拾
玉
得
花
」
に
お
い
て
「
舞
袖
の
一
指
、
足
踏
の
－
響
に
も
、
序
破
急
あ
り
。
是
は
、

筆
作
に
不
し
及
。
口
伝
有
り
」
と
語
る
と
き
、
世
阿
弥
は
「
腕
を
上
げ
た
り
足
を
下
ろ
し
た
り
す
る
わ
ず
か
な
時
間
の
な
か
で
、
そ
の
速

度
や
重
み
の
変
化
は
序
破
急
の
リ
ズ
ム
で
展
開
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
う
す
れ
ば
結
果
と
し
て
美
し
い
袖
の
動
き
や
足
踏
み
の
音
が

実
現
す
る
の
だ
」
と
い
う
技
能
的
知
識
（
わ
ざ
）
の
伝
達
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
わ
ざ
自
体
（
手
足
を
序
破
急
で
動
か
す
と
い
う
こ
と
が

具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
）
は
、
書
き
記
す
こ
と
は
困
難
だ
け
れ
ど
も
、
口
伝
の
場
で
と
も
に
身
体
を
動
か
し
な
が
ら
口
頭
で
説

明
す
る
な
ら
ば
、
伝
達
可
能
だ
と
彼
は
考
え
て
い
る
（
そ
れ
に
し
て
も
、
世
阿
弥
は
禅
竹
の
腕
の
上
げ
下
ろ
し
を
目
の
前
に
し
な
が
ら

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
指
導
を
し
た
だ
ろ
う
か
？
）
。

こ
の
よ
う
に
、
わ
ざ
は
師
弟
の
当
事
者
同
士
の
間
で
は
お
お
む
ね
う
ま
く
伝
わ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
い
っ
た
い
何
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
の
か
、
い
か
に
し
て
そ
の
伝
達
が
可
能
で
あ
る
の
か
を
客
観
的
に
記
述
し
よ
う
と
す
る
と
、
と
た
ん
に
困
難
に
突
き
当
た
る
。
し
か
し
、

近
年
の
人
類
学
、
社
会
学
、
そ
の
他
諸
学
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
研
究
は
、
人
が
技
能
的
知
識
を
獲
得
し
た
り
伝
達
し
た
り
す
る

プ
ロ
セ
ス
を
ミ
ク
ロ
の
レ
ベ
ル
で
観
察
・
分
析
す
る
手
法
に
お
い
て
、
ま
た
知
識
概
念
そ
の
も
の
の
理
論
的
精
級
化
に
よ
っ
て
、
わ
ざ
の
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わ
ざ
言
語

第
一
に
、
教
育
哲
学
の
分
野
に
お
け
る
生
田
久
美
子
の
記
念
碑
的
著
作
。
わ
ざ
」
か
ら
知
る
』
（
生
田
一
九
八
七
）
と
、
そ
こ
か
ら
展

開
し
た
一
連
の
「
わ
ざ
言
語
」
研
究
を
あ
げ
る
（
生
田
・
北
村
一
一
○
一
｜
等
）
。
本
稿
が
ひ
ら
が
な
表
記
に
よ
る
「
わ
ざ
」
と
い
う
言
葉

を
用
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
生
田
の
研
究
に
拠
っ
て
い
る
。

わ
ざ
言
語
と
は
、
師
が
弟
子
に
わ
ざ
を
伝
え
る
際
に
用
い
る
、
比
愉
的
な
感
覚
の
表
現
を
通
し
て
直
観
的
に
行
為
の
発
現
を
う
な
が
す

（
要
す
る
に
上
手
に
何
か
を
さ
せ
る
）
言
葉
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
特
定
の
手
の
動
き
を
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
「
手
を
右
上
四
五
度
の
角
度

に
上
げ
て
」
と
い
う
ふ
う
に
客
観
的
・
形
式
的
に
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
「
天
か
ら
舞
い
降
り
て
く
る
雪
を
受
け
る
よ
う
に
」
と
伝
え

る
の
が
わ
ざ
言
語
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
比
愉
的
な
言
葉
は
、
教
え
る
側
と
教
え
ら
れ
る
側
と
が
居
合
わ
せ
る
そ
の
場
の
関
係
の
な
か
で

こ
そ
う
ま
く
機
能
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
場
を
離
れ
て
一
般
化
す
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、
客
観
的
な
言
葉
で
は
表
現
し
に
く
い
微
妙
な

動
作
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
含
め
て
効
果
的
に
わ
ざ
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

生
田
の
わ
ざ
言
語
論
は
、
客
観
的
に
形
式
化
可
能
な
命
題
的
知
識
百
・
コ
目
、
昏
胃
を
伝
え
る
の
と
は
異
な
っ
た
、
技
能
的
知
識

百
・
三
長
ケ
・
言
（
あ
る
い
は
暗
黙
知
）
の
独
特
の
継
承
方
法
と
し
て
、
直
観
的
に
運
動
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
比
噛
的
一
一
一
一
口
語
に
着
目
し
、

継
承
プ
ロ
セ
ス
を
学
問
的
に
取
り
扱
う
可
能
性
を
ひ
ろ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
成
果
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
能
楽
に
お
け
る
わ
ざ
の
継
承

に
新
た
な
光
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

以
下
、
そ
う
し
た
研
究
の
う
ち
、
日
本
の
伝
統
芸
能
に
関
連
を
持
つ
三
つ
の
研
究
を
あ
げ
、
そ
こ
か
ら
能
楽
の
わ
ざ
継
承
を
考
え
る
う

（一一）

轌
え
で
ど
の
よ
う
な
方
法
上
の
示
唆
が
得
ら
れ
る
か
を
述
べ
る
。

従
来
の
研
究
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て
、
モ
ノ
を
受
け
渡
す
よ
』
２

体
の
組
織
の
中
に
あ
る
の
だ
。

状
況
的
学
習
論

次
に
、
ジ
ー
ン
レ
イ
ヴ
と
エ
テ
ィ
エ
ン
三
ウ
ェ
ン
ガ
ー
が
「
状
況
に
埋
め
込
ま
れ
た
学
習
ｌ
正
統
的
周
辺
参
加
」
一
言
陣

言
①
ロ
、
円
』
毛
］
）
で
示
し
た
状
況
的
学
習
論
を
あ
げ
る
。
彼
ら
は
、
仕
立
屋
、
肉
加
工
職
人
な
ど
の
生
産
業
者
を
対
象
に
、
徒
弟
制
的
技

能
学
習
を
分
析
し
た
。
そ
こ
で
示
さ
れ
た
の
は
、
教
師
が
丁
寧
に
教
え
て
く
れ
る
学
校
で
の
知
識
習
得
と
は
異
な
っ
た
、
わ
ざ
の
習
得
の

プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
徒
弟
制
的
な
共
同
体
に
お
い
て
は
、
師
や
先
輩
が
自
分
の
技
能
を
教
え
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
学
習
者
は
、
共

同
体
の
組
織
に
徐
々
に
参
加
す
る
こ
と
を
通
じ
て
わ
ざ
を
身
に
つ
け
る
。
そ
こ
で
学
習
さ
れ
る
わ
ざ
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
よ
う
に
そ
れ
自

体
で
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
わ
ざ
を
実
践
す
る
人
々
の
共
同
体
の
な
か
で
、
常
に
あ
る
特
定
の
状
況
に
埋
め
込
ま
れ
て
存
在

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
分
析
は
、
わ
ざ
の
理
解
に
大
き
な
転
換
を
迫
る
。
わ
ざ
は
、
個
人
の
頭
の
中
に
モ
ノ
の
よ
う
に
し
て
存
在
し
て
い

て
、
モ
ノ
を
受
け
渡
す
よ
う
に
し
て
教
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
教
授
者
や
学
習
者
が
そ
の
一
部
で
あ
る
よ
う
な
実
践
共
同

か
つ
そ
れ
が
有
効
に
機
能
す
る
た
め
の
条
件
を
徒
弟
制
的
芸
道
の
稽
古
の
中
に
見
出
し
た
。
た
と
え
ば
一
見
不
合
理
に
見
え
る
内
弟
子
の

修
行
は
、
師
弟
問
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
共
通
の
文
脈
を
作
り
、
弟
子
が
わ
ざ
言
語
を
理
解
す
る
た
め
の
基
盤
と
な
る
。
生
田
は
そ

れ
を
「
世
界
へ
の
潜
入
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
よ
う
に
、
わ
ざ
に
対
し
て
師
弟
間
で
交
わ
さ
れ
る
特
殊
な
言
葉
遣
い
を
通
じ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す

る
こ
と
や
、
そ
う
し
た
言
語
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
師
弟
を
取
り
巻
く
世
界
の
あ
り
方
と
リ
ン
ク
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
は
、
能
楽

の
わ
ざ
の
継
承
を
研
究
す
る
う
え
で
も
非
常
に
有
効
な
手
法
と
な
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
見
方
ｌ
少
し
お
お
げ
さ
に
い
う
な
ら
、
わ
ざ
の
新
た
な
存
在
論
ｌ
は
、
能
楽
研
究
に
対
し
て
も
大
き
な
含
意
を
持
つ
だ

ろ
う
。
「
型
」
も
ま
た
、
個
人
の
頭
の
な
か
か
ら
個
人
の
頭
の
な
か
へ
と
受
け
渡
さ
れ
る
と
い
う
モ
デ
ル
よ
り
は
、
流
儀
や
家
の
な
か
に
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会
話
・
行
為
分
析
と
身
体
化
の
人
類
学

最
後
に
、
会
話
・
行
為
分
析
と
身
体
化
の
人
類
学
を
あ
げ
る
。
身
体
化
の
日
す
＆
旨
の
日
は
、
上
述
し
た
認
知
科
学
と
哲
学
の
関
わ
り

の
な
か
で
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
言
葉
で
、
心
の
は
た
ら
き
に
お
け
る
身
体
の
役
割
を
意
味
す
る
。
し
ば
し
ば
、
心
を
外
界
の
表

象
の
処
理
装
置
と
し
て
理
解
す
る
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
認
知
科
学
の
考
え
方
を
批
判
す
る
文
脈
で
語
ら
れ
る
（
反
表
象
主
義
）
。
人
類
学
者

存
在
し
て
い
て
個
々
人
が
そ
れ
に
ア
ク
セ
ス
し
て
い
る
と
い
う
モ
デ
ル
で
捉
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
師
は
あ
ら
か
じ
め

わ
ざ
を
所
有
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
弟
子
へ
そ
れ
を
伝
え
よ
う
と
す
る
と
き
（
師
弟
の
実
践
共
同
体
が
生
起
す
る
と
き
）
に
、
は
じ
め
て

わ
ざ
が
わ
ざ
と
し
て
存
在
し
始
め
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
仮
に
そ
う
な
ら
、
流
儀
や
師
弟
関
係
の
性
格
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
わ
ざ
の
内
実

を
考
え
る
と
い
っ
た
こ
と
も
研
究
の
視
野
に
入
っ
て
く
る
。

レ
イ
ヴ
＆
ウ
ェ
ン
ガ
ー
の
仕
事
は
、
一
九
八
○
年
代
か
ら
進
展
し
た
認
知
科
学
と
哲
学
、
人
類
学
等
の
批
判
的
な
交
渉
の
な
か
で
、
知

識
や
学
習
に
お
け
る
身
体
性
の
役
割
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
動
向
の
重
要
な
一
部
を
な
す
。
こ
う
し
た
動
向
を
い
ち
早
く
日
本
の

芸
能
研
究
の
文
脈
に
取
り
込
ん
で
、
人
類
学
者
の
福
島
真
人
ら
は
「
身
体
の
構
築
学
」
に
結
実
す
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
展
開
し
た

（
福
島
一
九
九
五
）
。
こ
の
大
部
の
著
作
を
少
々
荒
っ
ぽ
く
ま
と
め
る
と
、
レ
イ
ヴ
＆
ウ
ェ
ン
ガ
ー
と
生
田
久
美
子
の
仕
事
を
接
続
し
つ

つ
、
両
者
を
乗
り
こ
え
よ
う
と
す
る
試
み
だ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
こ
で
は
、
わ
ざ
を
共
同
体
内
部
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
で
捉
え

る
こ
と
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
、
観
客
や
市
場
と
い
っ
た
共
同
体
の
外
部
だ
と
か
、
メ
デ
ィ
ア
技
術
の
よ
う
な
物
質
的
条
件
の
影
響
を
考
慮

に
入
れ
る
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
に
は
、
能
楽
の
学
習
過
程
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
し
て
先
駆
的
な
意
義
を
有
す

る
、
藤
田
隆
則
の
論
文
が
含
ま
れ
て
い
る
（
藤
田
一
九
九
五
）
。
『
身
体
の
構
築
学
』
の
刊
行
か
ら
二
十
年
が
経
っ
た
が
、
そ
の
イ
ン
パ
ク

ト
を
受
け
止
め
た
能
楽
研
究
は
未
だ
実
現
し
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
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の
菅
原
和
孝
を
中
心
に
、
こ
う
し
た
身
体
化
の
考
え
方
に
よ
り
な
が
ら
会
話
や
行
為
を
通
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
分
析
を
お
こ
な

う
研
究
が
、
芸
能
伝
承
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
（
菅
原
一
一
○
○
七
、
二
○
一
○
、
一
一
○
一
一
一
一
）
。

菅
原
ら
に
限
ら
ず
、
人
々
が
生
き
る
現
場
を
扱
う
諸
研
究
（
質
的
研
究
、
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
、
相
互
行
為

分
析
等
々
）
は
、
会
話
や
行
為
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
微
視
的
に
観
察
・
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
当
人
同
士
も
気
づ
か
な

い
水
準
で
何
が
生
じ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
手
法
を
発
達
さ
せ
て
き
た
。
菅
原
は
こ
う
し
た
分
析
を
通
じ
、
人
か
ら
人
へ
意
味
や

わ
ざ
が
伝
わ
る
こ
と
を
、
〈
片
方
の
頭
の
中
か
ら
も
う
片
方
の
頭
の
中
へ
と
あ
る
表
象
が
受
け
渡
さ
れ
る
こ
と
〉
と
し
て
で
は
な
く
、
〈
互

い
の
身
体
が
と
も
に
模
倣
し
た
り
応
答
し
た
り
す
る
こ
と
の
な
か
で
間
身
体
的
に
意
味
や
わ
ざ
が
成
立
す
る
こ
と
〉
と
し
て
解
釈
す
る
。

そ
こ
で
は
、
前
述
し
た
認
知
科
学
（
批
判
）
の
動
向
も
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
メ
ル
ロ
Ⅱ
ポ
ン
テ
ィ
の
身
体
の
現
象
学
を
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
人
類
学
と
し
て
再
生
す
る
試
み
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

単
純
に
言
っ
て
、
こ
う
し
た
ミ
ク
ロ
の
レ
ベ
ル
に
注
目
す
る
分
析
手
法
が
、
能
楽
の
稽
古
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
て
適
用
さ

れ
る
な
ら
、
そ
こ
か
ら
は
大
き
な
成
果
が
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
状
況
的
学
習
論
と
同
様
に
、
わ
ざ
を
個
人
で
は
な
く
個
人
間
の

関
係
の
中
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
見
方
は
、
能
楽
の
わ
ざ
の
理
解
に
も
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
。
わ
ざ
が
間
身
体
的
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
次
元
に
あ
る
と
す
る
な
ら
、
た
と
え
ば
師
の
身
体
と
弟
子
の
身
体
の
関
係
次
第
で
わ
ざ
自
体
が
変
わ
っ
て
い
く
と
い
っ

た
仮
説
に
基
づ
く
研
究
が
可
能
だ
ろ
う
。

技
能
的
知
識
で
あ
る
わ
ざ
を
伝
え
る
こ
と
と
、
客
観
的
に
形
式
化
さ
れ
た
命
題
的
知
識
を
伝
え
る
こ
と
の
違
い
は
、
私
た
ち
が
日
常
的

に
経
験
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ゴ
ル
フ
の
ス
イ
ン
グ
を
教
え
る
際
に
、
体
の
動
き
を
こ
ま
ご
ま
と
客
観
的
に
説
明
す
る
と
動

わ
ざ
継
承
の
学
問
的
意
義
と
課
題
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き
が
ぎ
こ
ち
な
く
な
る
が
「
チ
ャ
ー
シ
ュ
ー
メ
ン
で
振
れ
」
と
告
げ
る
と
う
ま
く
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
っ
た
程
度
の
こ
と
は
多
く

（一一一）

の
人
が
経
験
し
て
い
る
は
ず
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
師
弟
が
特
定
の
文
脈
や
状
況
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
な
か
で
は
、
直
観
的
に
イ
メ
ー
ジ

を
喚
起
さ
せ
る
よ
う
な
方
法
や
、
あ
る
い
は
い
っ
そ
教
え
ず
に
模
倣
や
観
察
を
通
じ
て
自
ら
「
わ
ざ
を
盗
む
」
よ
う
に
差
し
向
け
る
方
法

が
、
し
ば
し
ば
有
効
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
わ
ざ
言
語
、
状
況
的
学
習
、
間
身
体
的
模
倣
・
応
答
な
ど
、
従
来
の
研
究
が
注
目
し
て
き

た
わ
ざ
継
承
の
方
法
に
共
通
し
て
い
る
。

し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
そ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
だ
。
そ
の
よ
う
な
方
法
で
は
、
わ
ざ
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
や
ロ
ボ
ッ
ト
に
は
伝
わ
ら

な
い
。
「
腕
を
斜
め
四
五
度
上
に
あ
げ
る
」
の
よ
う
な
客
観
的
に
形
式
化
さ
れ
た
（
誰
に
と
っ
て
も
同
じ
意
味
が
引
き
出
さ
れ
る
）
命
題
知

に
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
学
校
教
育
で
も
、
従
来
そ
の
よ
う
な
知
識
観
で
学
習
者
で
あ
る
子
ど
も
に
知
識
を
伝
え
て
き
た
。
そ
も
そ
も
、

近
代
科
学
で
は
「
知
」
と
は
ｌ
な
に
か
が
わ
か
る
、
な
に
か
が
で
き
る
と
は
Ｉ
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
か
ら
だ
．
そ
の
よ
う

な
知
識
観
か
ら
す
る
と
、
人
間
の
技
能
的
知
識
が
暗
黙
的
に
習
得
さ
れ
る
こ
と
は
、
不
思
議
な
、
学
問
的
に
探
求
す
べ
き
現
象
で
あ
る
。

人
類
学
、
社
会
学
、
教
育
学
、
心
理
学
、
民
俗
学
、
経
営
学
、
運
動
科
学
、
ロ
ポ
ッ
ト
エ
学
や
人
工
知
能
研
究
な
ど
、
様
々
な
分
野
が
わ

ざ
の
継
承
に
関
連
す
る
問
題
を
取
り
扱
う
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

わ
ざ
継
承
を
め
ぐ
る
従
来
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
系
の
研
究
に
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
課
題
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
ま

ず
、
こ
れ
ま
で
は
技
能
的
知
識
に
特
有
の
点
の
み
を
強
調
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
見
不
合
理
で
あ
る
か
に
見
え
る
（
た
と

え
ば
わ
ざ
に
直
接
関
係
の
な
い
お
茶
く
み
や
雑
巾
が
け
を
さ
せ
る
よ
う
な
）
徒
弟
制
的
シ
ス
テ
ム
が
実
は
そ
れ
な
り
の
合
理
性
を
持
つ
こ

と
や
、
記
号
（
言
葉
、
記
譜
、
写
真
、
映
像
）
に
よ
る
客
観
的
形
式
化
を
あ
え
て
用
い
な
い
直
観
的
・
間
身
体
的
な
伝
え
方
が
優
れ
て
い
る

こ
と
が
専
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
徒
弟
制
以
外
の
シ
ス
テ
ム
（
た
と
え
ば
学
校
）
や
、
記
号
に
よ
る
わ
ざ
の
客
観
的
形
式
化
は
、

そ
れ
自
体
が
わ
ざ
の
継
承
と
い
う
「
不
思
議
」
を
め
ぐ
る
重
要
な
テ
ー
マ
で
は
な
い
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
ま
で
は
、
技
能
的
知
識
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今
後
の
わ
ざ
継
承
の
学
は
、
ど
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
先
に
あ
げ
た
課
題
を
ふ
ま
え
、
第
一
に
わ
ざ
を
記
述
・
記

録
す
る
メ
デ
ィ
ア
、
第
二
に
わ
ざ
を
継
承
す
る
師
弟
が
所
属
す
る
共
同
体
に
焦
点
を
あ
て
て
素
描
し
て
み
る
。
い
ず
れ
に
も
共
通
す
る
の

を
客
観
的
に
形
式
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
（
た
と
え
ば
能
の
型
付
の
よ
う
な
記
譜
）
が
わ
ざ
の
継
承
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す

の
か
に
は
、
十
分
な
関
心
を
払
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

い
ま
ひ
と
つ
の
課
題
は
、
「
歴
史
的
変
化
」
が
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
こ
で
参
照
し
て
い
る
諸
研
究
が
現
在
進

行
形
の
事
象
を
観
察
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
系
の
学
問
で
あ
る
以
上
、
仕
方
の
な
い
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
方
法
上

の
制
約
以
上
に
、
私
た
ち
は
技
能
的
知
識
の
継
承
の
さ
れ
方
を
昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
も
の
と
し
て
思
い
描
き
が
ち
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
で
能
楽
師
の
親
子
の
稽
古
場
面
が
映
さ
れ
、
『
風
姿
花
伝
」
の
一
節
を
紹
介
し
つ
つ
「
能
楽
は
口
伝
え
で
伝
承

さ
れ
ま
す
」
と
い
っ
た
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
聞
い
た
な
ら
、
多
く
の
視
聴
者
は
ま
る
で
世
阿
弥
の
頃
か
ら
同
じ
よ
う
な
稽
古
風
景
が
続
い
て

い
る
か
と
思
う
だ
ろ
う
。
よ
り
一
般
的
に
言
っ
て
、
私
た
ち
は
わ
ざ
の
継
承
の
よ
う
な
民
俗
学
的
・
人
類
学
的
現
象
に
歴
史
は
な
い
（
昔

か
ら
変
わ
ら
な
い
）
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
能
楽
の
わ
ざ
継
承
に
関
与
す
る
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
（
行
為
の
担
い
手
）
は
、

室
町
時
代
以
降
ど
れ
だ
け
変
化
し
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
専
業
猿
楽
座
の
内
部
だ
け
の
時
代
か
ら
、
パ
ト
ロ
ン
的
素
人
と
し
て
の
武
士
、
そ

し
て
学
生
や
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
女
性
た
ち
へ
。
仮
に
そ
こ
で
の
わ
ざ
の
継
承
の
さ
れ
方
が
常
に
徒
弟
制
的
だ
っ
た
り
、
状
況
に
埋
め
込
ま

れ
た
直
観
的
な
方
法
だ
っ
た
と
し
て
も
（
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
け
れ
ど
も
）
、
そ
の
「
徒
弟
制
的
」
の
内
実
が
現
在
観
察
さ
れ
る
よ

う
な
あ
り
方
の
ま
ま
固
定
さ
れ
て
き
た
と
考
え
る
方
が
不
自
然
だ
ろ
う
。
当
然
想
定
さ
れ
る
べ
き
、
わ
ざ
継
承
の
さ
れ
方
の
歴
史
的
変
化

は
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
視
野
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

今
後
の
問
い
ｌ
メ
デ
ィ
ア
と
共
同
体
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共
同
体

こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
言
葉
や
記
譜
や
ビ
デ
オ
な
ど
の
記
録
メ
デ
ィ
ア
は
わ
ざ
の
本
質
を
伝
え
き
れ
な
い
（
だ
か
ら
こ
そ
わ

ざ
の
継
承
の
現
場
に
対
す
る
微
視
的
な
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
が
要
請
さ
れ
る
）
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
わ
ざ
継
承
に
お
い
て
メ

デ
ィ
ア
が
重
要
な
役
割
を
果
た
さ
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
．
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
の
出
現
は
、
わ
ざ
の
継
承
の
方
法
を
Ｉ
ひ
い

て
は
わ
ざ
そ
の
も
の
を
ｌ
変
化
さ
せ
る
力
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
．
五
線
譜
は
音
楽
の
本
質
を
伝
え
き
れ
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど

も
、
五
線
譜
が
出
現
し
て
か
ら
の
西
洋
音
楽
が
ど
れ
だ
け
変
貌
を
遂
げ
た
こ
と
か
。
能
の
型
付
は
能
の
演
技
の
本
質
を
表
現
し
き
れ
な
い

だ
ろ
う
が
、
型
付
が
出
現
し
た
あ
と
の
能
の
演
技
も
ま
た
、
そ
れ
以
前
の
能
の
演
技
と
は
同
じ
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
記
録
メ
デ
ィ
ア
は
単
に
対
象
を
記
録
す
る
だ
け
で
な
く
、
記
録
す
る
対
象
を
変
え
る
力
を
持
つ
と
い
う
視
点
に
立
つ
な

ら
ば
、
わ
ざ
を
記
録
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
歴
史
的
変
遷
の
研
究
を
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
的
調
査
の
成
果
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
、
わ
ざ
継
承

の
研
究
に
と
っ
て
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
な
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
は
ず
だ
。
た
と
え
ば
能
楽
を
含
む
現
在
の
さ
ま
ざ
ま
な
わ
ざ
継
承
の
現
場

の
調
査
を
通
じ
て
「
記
譜
（
型
付
）
や
記
録
メ
デ
ィ
ア
は
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
稽
古
で
利
用
さ
れ
て
い
る
の
か
」
「
わ
ざ
が
記
録
さ
れ
る

こ
と
は
、
わ
ざ
の
継
承
の
さ
れ
方
に
ど
う
影
響
す
る
の
か
」
「
そ
の
影
響
は
、
言
葉
、
記
譜
、
映
像
、
ビ
デ
オ
、
Ｃ
Ｇ
で
ど
う
違
う
の

か
」
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
理
論
的
知
見
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
過
去
の
メ
デ
ィ
ア
の
歴
史
的
変
遷
（
た
と
え
ば
近
世
初
期
の
型
付
の
出

現
と
そ
の
後
の
精
細
化
）
に
あ
て
は
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
当
時
に
あ
っ
て
型
付
は
わ
ざ
の
あ
り
方
を
ど
う
変
え
た
か
」
と
い
っ
た
問
題

を
探
求
す
る
可
能
性
が
ひ
ら
か
れ
る
だ
ろ
う
。

は
、
歴
史
的
視
点
を
導
入
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。

メ
デ
ィ
ア

徒
弟
制
的
・
暗
黙
知
的
な
わ
ざ
継
承
の
場
と
し
て
、
生
活
世
界
を
共
有
す
る
よ
う
な
伝
統
的
共
同
体
は
、
理
想
的
な
モ
デ
ル
と
い
え
る
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（
本
当
に
そ
れ
が
「
伝
統
的
」
な
の
か
は
ひ
と
ま
ず
措
く
）
。
そ
こ
で
の
一
見
非
合
理
な
伝
承
シ
ス
テ
ム
は
、
か
つ
て
は
封
建
的
と
い
っ
て

批
判
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
上
述
し
た
諸
研
究
は
む
し
ろ
そ
こ
に
合
理
性
を
見
出
し
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
徒
弟
制

や
そ
こ
で
の
「
合
理
性
」
自
体
が
、
と
き
ど
き
の
歴
史
的
条
件
の
中
で
変
容
し
て
い
な
い
と
は
限
ら
な
い
。
「
最
近
の
弟
子
は
怒
っ
た
ら

す
ぐ
や
る
気
を
な
く
す
」
と
い
っ
た
し
ば
し
ば
聞
か
れ
る
語
り
は
、
徒
弟
制
が
そ
れ
自
体
変
容
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
で

の
合
理
的
な
わ
ざ
継
承
の
さ
れ
方
も
ま
た
変
容
す
る
（
た
と
え
ば
怒
る
こ
と
は
合
理
的
で
は
な
く
な
る
）
と
い
う
こ
と
を
端
的
に
示
す
。
一

方
で
、
徒
弟
制
と
単
純
に
対
置
さ
れ
、
一
般
化
さ
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
基
づ
く
わ
ざ
の
学
習
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
が
ち
な

学
校
の
よ
う
な
近
代
的
な
組
織
に
つ
い
て
も
、
そ
の
組
織
の
あ
り
方
が
変
動
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
わ
ざ
の
継
承
方
法
が
変
化
す
る
可

能
性
や
、
実
際
に
は
徒
弟
制
的
な
要
素
が
潜
在
し
て
い
る
可
能
性
が
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
た
と
え
ば
「
共
同
体
の
中
で
の
わ
ざ
の
教
え
方
は
百
年
前
と
五
十
年
前
と
今
と
で
ど
う
変
わ
っ
て
き
た
の
か
」

「
稽
古
以
外
の
世
界
を
と
も
に
し
な
い
教
授
者
と
学
習
者
が
稽
古
を
し
て
い
る
と
き
に
立
ち
上
が
る
共
同
体
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
」

「
芸
能
が
学
校
で
教
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
学
校
組
織
が
変
化
す
る
こ
と
で
、
わ
ざ
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
の
か
」
「
能
楽
の

わ
ざ
が
素
人
弟
子
に
教
授
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
わ
ざ
継
承
の
あ
り
方
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
か
」
と

い
っ
た
問
い
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
実
験
・
観
察
等
に
よ
る
、
わ
ざ
継
承
の
現
場
に
対
す
る
研
究
は
、
社
会
学
、
人
類
学
、
民
俗
学
、
経
営
学
、
ス

ポ
ー
ツ
科
学
、
生
態
心
理
学
等
に
お
い
て
進
展
し
て
き
た
。
一
方
で
、
芸
能
史
（
演
劇
史
、
舞
踊
史
）
研
究
は
わ
ざ
の
継
承
に
関
わ
る
過
去

の
文
献
資
料
を
蓄
積
し
て
い
る
。
本
稿
が
提
唱
す
る
新
た
な
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
ジ
ャ
ン
ル
を
横
断
し
な
が
ら
歴
史
研
究
の
手
法
と

結
び
ｌ
わ
ざ
継
承
の
学
に
お
け
る
能
楽
研
究
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フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
的
研
究
の
手
法
を
交
叉
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
だ
。
そ
れ
は
「
歴
史
的
視
点
を
内
包
し
た
わ
ざ
継
承
の
現
場
研
究
」

で
あ
り
、
「
現
場
研
究
の
視
点
を
内
包
し
た
わ
ざ
継
承
の
歴
史
研
究
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
学
際
的
な
試
み
に
お
い
て
、
能
楽
と
い
う
分

野
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
う
る
だ
ろ
う
か
。

能
楽
研
究
に
は
他
の
ジ
ャ
ン
ル
や
学
問
に
は
な
い
、
特
権
的
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
恵
ま
れ
た
条
件
が
あ
る
。
第
一
に
、
伝
書
や
型
付

と
い
っ
た
、
わ
ざ
継
承
の
当
事
者
が
書
き
残
し
た
文
献
資
料
の
膨
大
な
蓄
積
が
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、
継
承
さ
れ
続
け
て
き
た
わ
ざ
を
現

に
生
き
て
担
う
能
楽
師
た
ち
が
い
る
こ
と
。
多
く
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
対
象
は
歴
史
資
料
を
欠
き
、
逆
に
歴
史
研
究
の
対
象
は
現
在

ま
で
の
直
接
の
伝
承
が
途
絶
え
て
い
る
（
た
と
え
ば
西
洋
の
宮
廷
舞
踏
は
多
く
の
舞
踊
譜
や
文
献
を
持
つ
が
、
現
在
は
そ
こ
か
ら
復
元
さ

れ
た
も
の
が
踊
ら
れ
て
い
る
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
能
楽
は
い
わ
ば
「
生
き
た
歴
史
」
で
あ
り
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら
明
ら
か
に
さ

れ
る
現
在
の
わ
ざ
継
承
に
関
す
る
知
見
と
、
歴
史
資
料
か
ら
推
定
さ
れ
る
過
去
の
わ
ざ
継
承
に
関
す
る
知
見
と
を
、
相
互
に
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
な
数
少
な
い
対
象
の
一
つ
と
い
え
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
の
能
楽
研
究
の
先
達
が
、
能
楽
師
と
の

間
に
信
頼
関
係
を
築
い
て
き
た
た
め
に
、
概
し
て
能
楽
師
が
研
究
に
対
し
て
協
力
的
で
あ
る
こ
と
も
、
大
き
な
財
産
で
あ
る
。
以
上
の
よ

う
な
「
賛
沢
な
」
状
況
を
活
用
し
た
技
法
研
究
は
、
よ
う
や
く
そ
の
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
う
し
た
研
究
の
進
展
は
、
他
分

野
の
研
究
に
も
役
立
つ
知
見
を
生
み
だ
し
、
わ
ざ
継
承
の
学
へ
大
い
に
貢
献
す
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
本
稿
で
扱
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
二
つ
の
論
点
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
ま
で
、
定
量
的
な
研
究
、
つ
ま
り

身
体
動
作
の
計
測
に
基
づ
く
科
学
的
な
分
析
に
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
既
存
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
「
わ
か
っ
て
い
る
人
に
は
わ
か
っ
て

い
る
結
果
し
か
出
な
い
」
と
い
う
冷
淡
な
反
応
が
（
特
に
能
の
技
法
に
通
じ
た
人
か
ら
は
）
多
い
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
分
野
も
エ

（
四
）

ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
や
質
的
研
究
と
の
接
〈
ロ
に
よ
っ
て
大
き
く
進
展
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
う
。

も
う
一
つ
、
本
稿
は
人
類
学
と
の
対
話
を
一
つ
の
柱
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
近
の
人
類
学
に
お
け
る
、
文
化
と
自
然
（
人



１７２

生
田
久
美
子
一
九
八
七
、
「
わ
ざ
」
か
ら
知
る
」
東
京
大
学
出
版
会
（
改
訂
版
二
○
○
七
）
。

生
田
久
美
子
北
村
勝
朗
編
箸
二
○
二
、
「
わ
ざ
言
語
ｌ
感
覚
の
共
有
を
通
し
て
の
「
学
び
」
へ
一
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
．

春
日
直
樹
、
二
○
｜
「
「
現
実
批
判
の
人
類
学
ｌ
新
世
代
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
へ
」
世
界
思
想
社
．

現
代
思
想
、
二
○
一
六
、
『
現
代
思
想
３
月
臨
時
増
刊
号
人
類
学
の
ゆ
く
え
」
四
四
（
五
）
。

倉
島
哲
二
○
○
七
、
「
身
体
技
法
と
社
会
学
的
認
識
」
世
界
思
想
社
。

菅
原
和
孝
編
二
○
○
七
、
「
身
体
資
源
の
共
有
』
弘
文
堂
。

菅
原
和
孝
二
○
一
○
、
「
こ
と
ば
と
身
体
ｌ
「
言
語
の
手
前
」
の
人
類
学
」
、
講
談
社
．

（
五
）

間
と
非
人
間
）
を
フ
ラ
ッ
ト
に
扱
う
傾
向
に
も
触
れ
て
い
な
い
。
ラ
ト
ゥ
ー
ル
、
デ
ス
コ
ー
フ
、
ス
ト
ラ
ザ
ー
ン
ら
の
仕
事
が
わ
ざ
の
継
承

と
い
っ
た
芸
能
的
事
象
に
対
し
て
持
つ
含
意
に
つ
い
て
、
私
自
身
が
十
分
に
消
化
し
切
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
た
と
え
ば
能
面
、
足

袋
、
装
束
と
い
っ
た
モ
ノ
た
ち
を
、
わ
ざ
継
承
を
成
立
さ
せ
る
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
役
者
と
フ
ラ
ッ
ト
に
扱
う
と
い
っ
た
方
向
が
予
想

さ
れ
る
が
（
実
際
に
能
楽
以
外
の
民
族
誌
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
）
、
安
易
に
利
用
す
る
な
ら
、
単
に
「
能
面
」
と
い
う
語
を

論
文
中
で
目
的
語
か
ら
主
語
に
移
動
し
た
だ
け
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
だ
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
木
綿
の
足
袋
と
滑
ら
か
な
床
と

い
う
物
質
的
条
件
の
成
立
な
し
に
、
今
の
よ
う
な
ハ
コ
ビ
の
わ
ざ
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
ざ
に
と
っ
て
モ
ノ
が
重
要
な
ア
ク
タ
ー
（
行
為

者
）
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。
役
者
が
歩
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
鼓
の
音
、
地
謡
の
声
、
物
語
、
床
と
足
袋
、
観
客
の
ま
な
ざ
し
、
役

者
の
脳
、
ハ
コ
ビ
の
わ
ざ
と
い
っ
た
ア
ク
タ
ー
の
集
合
体
が
そ
の
役
を
歩
か
せ
て
い
る
、
と
い
っ
た
現
象
記
述
も
魅
力
的
で
は
あ
る
。
今

後
の
検
討
課
題
と
し
て
結
び
に
か
え
た
い
。
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ェ
ク
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．
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収
．

茂
呂
雄
一
一
二
○
○
｜
、
『
実
践
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
』
金
子
書
房
。

横
道
萬
里
雄
一
九
八
七
、
『
岩
波
講
座
能
・
狂
言
〈
４
〉
能
の
構
造
と
技
法
』
岩
波
書
店
。

ぽ
ぐ
①
］
８
：
三
雲
亘
順
の
【
・
国
の
目
の
］
雪
・
め
一
言
菖
唇
・
蔓
晨
博
噴
薑
暑
専
曇
言
菖
寄
壽
菅
斡
三
Ｏ
四
目
三
月
の
ご
己
ぐ
の
届
冒

卑
の
の
の
．
（
ジ
ー
ン
・
レ
イ
ヴ
、
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ウ
ェ
ン
ガ
ー
、
佐
伯
胖
訳
、
福
島
真
人
解
説
一
九
九
一
一
一
、
『
状
況
に
埋
め
込
ま
れ

た
学
習
Ｉ
正
統
的
周
辺
参
加
」
産
業
図
書
）
．

菅
原
和
孝
編
二
○
二
「
「
身
体
化
の
人
類
学
ｌ
認
知
記
罎
言
語
他
者
」
世
界
思
想
社
．

田
辺
繁
竜
松
田
素
二
編
二
○
○
一
「
「
日
常
的
実
践
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
Ｉ
語
り
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
世
界

思
想
社
。
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（
四
）
こ
う
し
た
研
究
の
可
能
性
を
示
し
た
例
と
し
て
、
Ｃ
Ｇ
に
よ
る
型
付
の
解
析
を
演
者
の
暗
黙
知
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
山
中
玲
子
ら
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
げ
ら
れ
る
。
科
学
研
究
費
助
成
事
業
「
３
Ｄ
Ｃ
Ｇ
所
作
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
基
づ
く
能
の
「
型
付
」
資
料
未
記
述
部
分
の
解

明
」
（
研
究
課
題
番
号
二
一
六
五
一
一
○
一
一
一
一
一
）
。

（
五
）
こ
こ
で
も
、
い
ち
い
ち
の
研
究
を
あ
げ
る
余
裕
は
な
く
、
ま
た
そ
の
意
味
も
な
い
の
で
、
ひ
と
ま
ず
以
下
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
る
。
春
日

一
一
○
一
一
、
現
代
思
想
二
○
一
六
。

（
三
）
ゴ
ル
フ
ス
イ
ン
グ
に
お
け
る
「
チ
ャ
ー
シ
ュ
ー
メ
ン
」
は
、
ち
ぱ
て
つ
や
の
漫
画
『
明
日
天
気
に
な
あ
れ
』
（
講
談
社
、
一
九
八
一
～
’
九

九
二
が
生
み
だ
し
た
も
の
だ
。
そ
れ
が
実
際
に
有
効
な
わ
ざ
伝
達
の
方
法
な
の
か
は
と
も
か
く
、
こ
の
掛
け
声
が
人
口
に
臆
灸
し
て
い
る
の

は
確
か
だ
ろ
う
。
そ
の
事
実
は
少
な
く
と
も
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
こ
う
し
た
わ
ざ
言
語
の
描
写
が
多
く
の
人
の
実
感
（
客
観
的
説
明
よ
り
も

直
観
的
掛
け
声
の
方
が
う
ま
く
い
く
と
い
う
実
感
）
に
合
致
し
た
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。
蛇
足
だ
が
、
チ
ャ
ー
シ
ュ
ー
メ
ン
は
序
破
急
に
似
て

（
三
こ
れ
ら
の
日
本
の
芸
能
に
関
連
を
持
つ
研
究
の
さ
ら
に
ル
ー
ツ
に
は
、
身
体
行
為
と
知
識
形
成
を
め
ぐ
る
多
く
の
研
究
が
あ
る
（
モ
ー
ス
、

ブ
ル
デ
ュ
ー
、
ラ
イ
ル
、
ハ
ワ
ー
ド
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
、
ヴ
ィ
ゴ
ッ
キ
ー
、
ガ
ー
フ
ィ
ン
ケ
ル
、
ゴ
ッ
フ
マ
ン
、
ギ
ブ
ソ
ン
、
レ
イ
プ
＆
ウ
ェ
ン

ガ
ー
な
ど
）
。
こ
こ
で
い
ち
い
ち
に
言
及
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
福
島
一
九
九
五
、
倉
島
一
一
○
○
七
、
菅
原
二
○
一
一
一
一
等
に
要
領
よ
く
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
本
稿
に
関
連
す
る
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
先
行
研
究
と
し
て
田
辺
・
松
田
一
一
○
○
一
一
、
茂
呂
二
○
○
一
な
ど
を

参
照
し
た
。

い
な
い
だ
ろ
う
か
？


