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は
じ
め
に

　
「
教
え
る
こ
と
は
学
ぶ
こ
と
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
ま
す
。

哲
学
科
で
の
一
九
年
、
こ
の
言
葉
を
実
感
す
る
日
々
で
し
た
。
学

生
、
院
生
、
同
僚
の
皆
さ
ん
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
間
、
学
部
演
習
と
講
義
で
は
ニ
ー
チ
ェ
と
現
代
思
想
、
大
学

院
演
習
で
は
、
ガ
ダ
マ
ー
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
カ
ン
ト
『
判
断
力
批

判
』
を
取
り
上
げ
、
研
究
は
レ
ッ
シ
ン
グ
、
ヘ
ル
ダ
ー
、
カ
ン
ト
と

い
っ
た
一
八
世
紀
ド
イ
ツ
の
思
想
・
哲
学
や
和
辻
哲
郎
に
取
り
組
ん

で
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
は
ど
う
つ
な
が
る
の
か
。
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
歩
も
う

と
す
る
の
か
。
今
日
は
そ
の
一
端
を
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
し
今
回
は
、
カ
ン
ト
を
軸
に
し
て
そ
れ
を
同
時
代
の
レ
ッ
シ

ン
グ
と
の
広
が
り
の
な
か
で
考
え
て
み
た
い
。
時
間
の
関
係
で
ヘ
ル

ダ
ー
は
省
略
し
、
和
辻
は
簡
単
に
触
れ
る
に
と
ど
め
ま
す（

（
（

。

　

カ
ン
ト
研
究
は
、
カ
ン
ト
ひ
と
す
じ
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
多
い
か

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
カ
ン
ト
を
同
時
代
の
広
が
り
の

な
か
に
置
い
て
み
た
い
。
広
が
り
と
い
っ
て
も
、
カ
ン
ト
か
ら
ド
イ

ツ
観
念
論
・
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
と
い
う
広
が
り
の
な
か
に
置
く
こ
と
も
可

能
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
カ
ン
ト
の
克

服
と
い
う
物
語
に
落
と
し
込
ま
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
う
で
は
な

く
、
カ
ン
ト
を
同
時
代
の
広
が
り
の
な
か
に
置
い
て
、
同
時
代
の
思

広
が
り
の
な
か
の
カ
ン
ト
哲
学

　
　

―
レ
ッ
シ
ン
グ
、
ヘ
ル
ダ
ー
、
和
辻
哲
郎
―

笠　
　

原　
　

賢　
　

介
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想
家
た
ち
と
相
互
に
照
射
す
る
こ
と
で
カ
ン
ト
の
奥
行
、
魅
力
、
問

題
点
を
浮
き
彫
り
に
し
て
み
た
い
。

　

同
時
代
と
い
う
と
、
啓
蒙
の
時
代
と
な
り
ま
す
。
啓
蒙
の
時
代
を

一
七
世
紀
末
か
ら
フ
ラ
ン
ス
革
命
勃
発
の
一
七
八
九
年
ま
で
と
す
る

な
ら
、
一
七
二
四
年
か
ら
一
八
〇
四
年
ま
で
生
き
た
カ
ン
ト
は
ほ
ぼ

そ
れ
と
重
な
り
ま
す
。『
純
粋
理
性
批
判
』
の
出
版
は
一
七
八
一
年

で
す
が
、
著
作
活
動
は
一
七
四
〇
年
代
末
か
ら
で
す
。
カ
ン
ト
は

『
純
粋
理
性
批
判
』
を
区
切
り
と
し
て
そ
れ
以
前
の
前
批
判
期
と
以

後
の
批
判
期
に
分
け
ら
れ
、
し
ば
し
ば
、
批
判
哲
学
の
確
立
に
よ
っ

て
前
批
判
期
は
用
済
み
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
ま

す
が
、
果
た
し
て
そ
う
か
。
む
し
ろ
前
批
判
期
の
さ
ま
ざ
ま
な
主
題

が
批
判
期
に
継
承
さ
れ
、
深
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
カ
ン
ト
に

は
、
同
時
代
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
啓
蒙
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
考
が
流
れ
込
ん

で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

本
題
に
入
る
前
に
、
こ
の
よ
う
な
視
点
を
浜
田
義
文
先
生
と
カ
ッ

シ
ー
ラ
ー
か
ら
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
浜
田
先

生
は
一
九
八
一
年
に
『
カ
ン
ト
倫
理
学
の
成
立　

イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲

学
及
び
ル
ソ
ー
思
想
と
の
関
係
』
を
刊
行
し
ま
す
が
、
副
題
が
示
す

よ
う
に
カ
ン
ト
を
ル
ソ
ー
や
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
（
シ
ャ
フ
ツ
ベ

リ
、
ハ
チ
ス
ン
、
ス
ミ
ス
（
の
広
が
り
の
な
か
で
考
察
し
た
も
の
で

す
。

　

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
啓
蒙
を
技
術
的
合
理
性
や
有
用
性
礼
賛
の
思

想
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
よ
く
な
さ
れ
る
見
方
を
斥
け
、
自
然
認
識
、

自
然
観
、
認
識
論
、
心
理
学
、
宗
教
、
歴
史
、
社
会
哲
学
、
美
に
わ

た
る
多
様
な
思
想
を
掘
り
起
こ
し
た
『
啓
蒙
主
義
の
哲
学
』
を

一
九
三
二
年
に
刊
行
し
ま
す
。
こ
こ
に
言
う
哲
学
は
狭
い
意
味
で
の

哲
学
で
は
な
く
、
哲
学
者
、
文
学
者
、
歴
史
家
、
神
学
者
、
科
学

者
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
い
く
つ
か
の
属
性
を
併
せ
も
つ
思
想
家
た
ち

が
、
時
代
の
問
題
を
共
有
し
、
影
響
を
与
え
合
い
な
が
ら
形
成
し
た

思
考
の
運
動
の
網
の
目
を
指
し
ま
す
。
科
学
の
発
展
、
宗
教
対
立
、

災
害
や
戦
争
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
と
の
接
触
が
も
た
ら
し
た
伝
統

的
枠
組
み
の
危
機
に
発
す
る
運
動
で
す
。
そ
れ
が
カ
ン
ト
哲
学
の
前

提
と
な
っ
た
と
見
る
わ
け
で
す
。『
啓
蒙
主
義
の
哲
学
』
で
カ
ン
ト

は
論
じ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
同
書
は
カ
ン
ト
を
主
題
と
す
る
『
カ

ン
ト
の
生
涯
と
学
説
』（
一
九
一
八
（
と
照
応
す
る
位
置
に
あ
り
ま

す
。

　

な
お
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
『
啓
蒙
主
義
の
哲
学
』
で
、
ド
イ
ツ
語

圏
で
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
ほ
か
、
ヘ
ル
ダ
ー
、

ゲ
ー
テ
、
レ
ッ
シ
ン
グ
と
い
っ
た
文
学
者
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
一
言
述
べ
て
お
き
ま
す
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー

は
『
実
体
概
念
と
関
数
概
念
』（
一
九
一
〇
（
な
ど
理
系
的
な
業
績

で
知
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
す
る
と
文
学
者
へ
の
関
心
は
お
ま
け
、
あ
る

い
は
古
い
教
養
主
義
の
現
わ
れ
の
よ
う
に
も
見
え
て
し
ま
い
ま
す
。

で
す
が
、
彼
ら
へ
の
着
目
は
カ
ン
ト
以
後
の
ド
イ
ツ
観
念
論
に
よ
っ
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て
抑
圧
さ
れ
た
思
考
の
可
能
性
を
掘
り
起
こ
す
も
の
で
あ
り
、
言
語

や
文
化
の
多
様
性
、
動
的
な
自
然
と
有
機
体
、
感
性
と
芸
術
を
め
ぐ

る
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
関
心
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
関
心
は
主

著
『
象
徴
形
式
の
哲
学
』（
一
九
二
三
―
二
九
（
に
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
カ
ン
ト
を
同
時
代
の
広
が
り
の
な
か
に
置

く
こ
と
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
は
別
の
仕
方
で
カ
ン
ト
の
可
能
性
を
発

掘
し
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

カ
ン
ト
と
レ
ッ
シ
ン
グ�

　

―
美
的
理
念
と
『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』

　

さ
て
、
カ
ン
ト
を
レ
ッ
シ
ン
グ
の
広
が
り
の
な
か
で
見
て
ゆ
き
ま

す
。

　

ま
ず
、
レ
ッ
シ
ン
グ
と
は
ど
の
よ
う
な
人
か
。
一
七
二
九
年
に
生

ま
れ
カ
ン
ト
よ
り
五
才
年
下
で
す
が
、
没
年
は
一
七
八
一
年
、『
純

粋
理
性
批
判
』
出
版
の
年
で
す
。
レ
ッ
シ
ン
グ
は
ド
イ
ツ
近
代
演
劇

の
確
立
に
道
を
開
い
た
劇
作
家
と
し
て
知
ら
れ
ま
す
が
、
著
作
活
動

の
範
囲
は
書
評
、
翻
訳
、
文
学
理
論
、
文
献
学
、
美
学
、
哲
学
に
及

び
、
雑
誌
編
集
者
と
し
て
も
腕
を
振
る
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
別
々

の
も
の
で
は
な
く
、
網
の
目
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
彼
の
著
作
の
広

大
な
世
界
を
形
作
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
死
の
二
年
前
に
書
か
れ
た
劇
作
品
『
賢
者
ナ
ー
タ

ン
』（
一
七
七
九
（
に
焦
点
を
当
て
ま
す
。
第
三
回
十
字
軍

（
一
一
八
七
―
九
二
（
の
時
の
エ
ル
サ
レ
ム
を
舞
台
に
し
て
、
ユ
ダ

ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
対
立
と
架
橋
の
問
題
、
異

な
っ
た
考
え
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
共
存
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う

問
題
を
主
題
と
す
る
劇
で
す
。
同
時
代
に
フ
ラ
ン
ス
の
ヴ
ォ
ル
テ
ー

ル
が
『
寛
容
論
』（
一
七
六
三
（
を
書
い
て
い
ま
す
が
、『
寛
容
論
』

も
『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
近
代
の
古
典
と
い

う
位
置
に
あ
る
作
品
で
す
。　
　
　
　
　

　
『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』
と
カ
ン
ト
と
の
関
係
は
、
宗
教
の
問
題
と
い

う
点
で
は
宗
教
論
、『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
』

（
一
七
九
三
（、
さ
ら
に
そ
の
基
礎
に
あ
る
『
実
践
理
性
批
判
』

（
一
七
八
八
（
な
ど
の
倫
理
学
と
関
係
し
ま
す
。
劇
作
品
と
い
う
点

で
は
『
判
断
力
批
判
』（
一
七
九
〇
（、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
美
的
理

念
の
問
題
に
関
係
し
ま
す
。

『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
と
『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』

　
『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
文
学
者
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ョ

（
一
三
一
三
―
七
五
（
の
『
デ
カ
メ
ロ
ン
』（
一
三
五
三
（
か
ら
題
材

を
取
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
こ
の
点
を
見
て
お
き
ま
す
。

　
『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
は
、
ペ
ス
ト
の
流
行
に
よ
っ
て
山
荘
に
避
難
し

た
十
人
が
、
毎
日
そ
れ
ぞ
れ
一
話
ず
つ
十
日
間
話
を
す
る
と
い
う
仕
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組
み
の
作
品
で
す
。『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』
の
題
材
は
、
第
一
日
・
第

三
話
「
ユ
ダ
ヤ
教
徒
メ
ル
キ
セ
デ
ク
は
三
つ
の
指
輪
の
話
を
し
て
、

サ
ラ
デ
ィ
ン
が
た
く
ら
ん
だ
大
き
な
危
難
を
の
が
れ
る
」
と
い
う
話

か
ら
取
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

サ
ラ
デ
ィ
ン
（
一
一
三
八
―
九
三
（
は
十
字
軍
と
闘
っ
て
エ
ル
サ

レ
ム
を
奪
還
し
た
ク
ル
ド
人
の
王
で
す
。
彼
は
寛
大
な
王
と
し
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
長
く
記
憶
さ
れ
ま
し
た
。
話
の
場
所
は
サ
ラ
デ
ィ
ン

の
支
配
す
る
エ
ジ
プ
ト
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
。
財
政
難
を
打
開
す

る
た
め
に
資
産
家
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
メ
ル
キ
セ
デ
ク
か
ら
金
を
巻
き
上

げ
よ
う
と
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
、
そ
し
て
サ
ラ
デ
ィ
ン

の
信
仰
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ど
れ
が
本
物
な
の
か
と
質
問
し
ま
す
。

そ
れ
に
答
え
て
メ
ル
キ
セ
デ
ク
が
話
す
の
が
三
つ
の
指
輪
の
話
で

す
。

　

古
く
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
家
宝
の
指
輪
を
、
あ
る
時
、
父
親

が
等
し
く
愛
す
る
三
人
の
息
子
に
遺
贈
す
る
た
め
に
、
も
と
の
指
輪

と
ほ
と
ん
ど
見
分
け
が
つ
か
な
い
二
つ
の
指
輪
を
作
ら
せ
た
。
こ
の

三
つ
の
指
輪
の
ど
れ
が
本
物
な
の
か
、
父
の
死
後
に
三
人
の
息
子
は

争
っ
た
が
、
見
分
け
が
つ
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
と
同
じ
に
、
三
つ
の

宗
教
の
ど
れ
が
本
物
か
は
、
い
ま
だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い
問
題
で

す
。
―
メ
ル
キ
セ
デ
ク
は
こ
う
答
え
、
そ
れ
に
感
心
し
た
サ
ラ

デ
ィ
ン
は
、
金
を
巻
き
上
げ
よ
う
と
し
た
本
心
を
打
ち
明
け
、
メ
ル

キ
セ
デ
ク
は
そ
れ
に
答
え
て
融
資
を
す
る
。
そ
の
後
、
サ
ラ
デ
ィ
ン

は
借
金
を
返
済
し
て
メ
ル
キ
セ
デ
ク
を
側
近
に
迎
え
、
友
と
し
て
の

交
わ
り
を
続
け
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

レ
ッ
シ
ン
グ
は
こ
の
話
の
舞
台
を
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
か
ら
エ
ル

サ
レ
ム
に
移
し
ま
す
。
時
も
限
定
し
て
、
第
三
回
十
字
軍
の
時
、

一
一
九
二
年
に
和
平
協
定
が
結
ば
れ
て
束
の
間
の
平
和
が
訪
れ
た
一

日
の
出
来
事
と
し
ま
す
。
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
ナ
ー
タ
ン
、
そ
の
娘
の
レ

ヒ
ャ
、
レ
ヒ
ャ
に
恋
を
す
る
十
字
軍
の
青
年
の
神
殿
騎
士
、
エ
ル
サ

レ
ム
を
支
配
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
王
サ
ラ
デ
ィ
ン
を
中
心
に
劇
が
展

開
し
ま
す
。

　

三
つ
の
指
輪
の
話
は
全
五
幕
の
劇
の
真
ん
中
、
第
三
幕
に
登
場
し

ま
す
。
指
輪
の
話
に
よ
っ
て
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
ナ
ー
タ
ン
と
ム
ス
リ
ム

の
サ
ラ
デ
ィ
ン
の
間
に
友
と
し
て
の
関
係
が
生
ま
れ
、
キ
リ
ス
ト
教

徒
の
神
殿
騎
士
と
ナ
ー
タ
ン
と
の
間
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
の

会
話
を
通
し
て
し
だ
い
に
友
と
し
て
の
関
係
が
生
ま
れ
ま
す
。
ア
ー

レ
ン
ト
は
レ
ッ
シ
ン
グ
論
（
一
九
六
〇
（
の
な
か
で
、
こ
れ
ら
の
友

と
し
て
の
関
係
を
感
情
融
合
的
な
近
代
的
・
ル
ソ
ー
的
な
友
情
で
は

な
く
、
談
話
に
よ
っ
て
共
通
の
も
の
が
育
ま
れ
て
生
ま
れ
る
古
代
的

な
友フ

ィ
リ
ア愛
と
捉
え
ま
す
が
、
妥
当
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
ナ
ー
タ
ン
の
娘
の
レ
ヒ
ャ
が
洗
礼

を
受
け
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
ナ
ー
タ
ン
が
レ

ヒ
ャ
を
特
定
の
宗
教
に
よ
ら
ず
に
育
て
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
ま

す
。
神
殿
騎
士
は
激
怒
し
ま
す
。
神
殿
騎
士
か
ら
こ
の
こ
と
を
聞
き
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知
っ
た
エ
ル
サ
レ
ム
の
総
大
司
教
は
「
そ
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
火
あ
ぶ

り
だ
」
と
断
じ
ま
す
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
問
題
は
、
中
世
の
み
な
ら

ず
レ
ッ
シ
ン
グ
と
カ
ン
ト
の
時
代
、
ま
た
そ
の
後
も
大
問
題
で
し

た
。
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
こ
の
事
情
が
明
る
み
に
出
れ
ば
人
々
の
「
憎

悪
と
偽
善
」
の
攻
撃
に
曝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
ナ
ー
タ
ン
に
語
ら

せ
て
い
ま
す
。

　

親
子
と
友
の
関
係
が
破
壊
さ
れ
、
ナ
ー
タ
ン
が
社
会
的
に
抹
殺
さ

れ
る
破
局
は
、
神
殿
騎
士
と
レ
ヒ
ャ
が
兄
妹
で
あ
り
、
二
人
の
父
が

サ
ラ
デ
ィ
ン
の
弟
ア
サ
ッ
ト
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
こ
と
で
回

避
さ
れ
ま
す
。
ア
サ
ッ
ト
は
ム
ス
リ
ム
で
し
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

の
娘
と
恋
に
陥
り
、
改
宗
し
て
ヴ
ォ
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
フ
ィ
ル
ネ
ク

と
名
を
改
め
て
ド
イ
ツ
に
移
住
し
、
二
人
の
間
に
神
殿
騎
士
と
な
る

男
の
子
が
生
ま
れ
る
。
フ
ィ
ル
ネ
ク
は
子
供
を
残
し
、
妻
を
伴
っ
て

十
字
軍
の
一
員
と
し
て
出
陣
し
ま
す
が
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
地
で
妻
は

病
死
、
フ
ィ
ル
ネ
ク
も
戦
死
し
ま
す
。
そ
の
間
に
同
地
で
生
ま
れ
た

ば
か
り
の
女
の
子
（
の
ち
の
レ
ヒ
ャ
（
は
、
戦
乱
の
な
か
で
幾
度
か

フ
ィ
ル
ネ
ク
に
命
を
助
け
ら
れ
た
友
人
の
ナ
ー
タ
ン
に
託
さ
れ
、

ナ
ー
タ
ン
は
こ
の
子
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
で
も
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と

し
て
で
も
な
く
、
ひ
た
す
ら
愛
情
を
も
っ
て
育
て
た
の
で
し
た
。

美
的
理
念
と
構
想
力

　

カ
ン
ト
を
こ
の
作
品
の
広
が
り
の
な
か
に
置
く
と
き
、
両
者
は
ど

の
よ
う
に
関
係
し
て
く
る
の
か
。
こ
の
点
を
考
え
る
た
め
に
、
カ
ン

ト
の
『
判
断
力
批
判
』
に
注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

同
書
の
第
四
九
節
で
は
美
的
理
念
が
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
理
念

と
い
う
と
カ
ン
ト
で
は
通
常
、
理
性
概
念
、
理
性
理
念
と
な
り
ま
す

が
、
こ
こ
で
は
美
的
理
念
で
す
。
同
節
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

ま
す
。

　

美
的
理
念
と
い
う
こ
と
で
私
が
考
え
る
の
は
、
多
く
の
こ
と

を
考
え
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
る
構
想
力
の
表
象
で
あ
る
。
だ

が
こ
の
表
象
は
、
い
か
な
る
特
定
の
観
念
、
す
な
わ
ち
概
念

0

0

も

そ
れ
に
適
合
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ

う
な
言
葉
も
完
全
に
は
そ
れ
に
到
達
で
き
ず
、
ま
た
理
解
さ
せ

る
こ
と
も
で
き
な
い
、
そ
の
よ
う
な
構
想
力
の
表
象
で
あ
る

（
傍
点
は
原
文
の
強
調
、
以
下
同
（。

　

カ
ン
ト
は
構
想
力
を
再
生
的
構
想
力
と
産
出
的
構
想
力
に
分
け
ま

す
。
前
者
は
、
連
想
の
法
則
に
よ
っ
て
既
知
の
も
の
を
再
生
す
る
構

想
力
。
後
者
は
、
あ
ら
た
な
表
象
を
産
出
す
る
構
想
力
で
す
。
右
の



58

引
用
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
後
者
で
あ
り
、
美
的
理
念
は
芸
術

の
所
産
を
指
し
ま
す
。『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
構
想
力
を
「
直
観

の
多
様
な
も
の
を
ひ
と
つ
の
形
象

0

0

（Bild

（
へ
と
も
た
ら
す
」
能
力

（A
 （20

（
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
る
な
ら
美
的
理

念
は
、
多
く
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
既
成
の
観
念

や
概
念
、
言
葉
に
も
包
摂
し
き
れ
な
い
多
義
的
で
謎
め
い
た
相
貌
を

も
つ
形
象
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
の
議
論
か
ら
す
れ
ば
、
感
性
的
な
直
観
に

提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
概
念
に
包
摂
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
美
的
理

念
は
、
感
性
的
な
形
象
と
し
て
あ
り
あ
り
と
提
示
さ
れ
て
い
な
が
ら

も
概
念
に
包
摂
で
き
な
い
。
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
多
く
の
こ
と
を
考

え
さ
せ
て
や
ま
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
概
念
を
こ
え
た
理
念

と
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

反
省
的
判
断
力
と
規
定
的
判
断
力

　
『
判
断
力
批
判
』
の
主
題
は
、
表
題
が
示
す
通
り
判
断
力
で
す
が
、

カ
ン
ト
は
規
定
的
判
断
力
と
反
省
的
判
断
力
を
分
け
、
後
者
を
考
察

の
主
題
と
し
ま
す
。
美
的
理
念
の
理
解
に
関
係
す
る
の
で
、
こ
の
点

に
つ
い
て
も
見
て
お
き
ま
す
。

　

二
つ
の
判
断
力
の
違
い
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

　

判
断
力
一
般
は
、
特
殊
的
な
も
の
を
普
遍
的
な
も
の
の
も
と

に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
考
え
る
能
力
で
あ
る
。
普
遍
的
な
も

の(

規
則
、
原
理
、
法
則)

が
与
え
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
判

断
力
は
特
殊
的
な
も
の
を
普
遍
的
な
も
の
の
も
と
に
包
摂
す
る

の
で
あ
り
［
…
］、
規
定
的

0

0

0

で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
特
殊
的

な
も
の
の
み
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
判
断
力
が
そ
の
特
殊
的
な

も
の
に
対
し
て
普
遍
的
な
も
の
を
見
つ
け
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い

な
ら
ば
、
判
断
力
は
た
ん
に
反
省
的

0

0

0

で
あ
る
。

　
『
判
断
力
批
判
』
序
論
・
第
四
節
の
冒
頭
で
す
。
規
定
的
判
断
力

は
「
普
遍
的
な
も
の
」、
概
念
が
わ
か
っ
て
い
て
、
そ
の
よ
う
な
既

知
の
観
念
に
よ
っ
て
「
特
殊
的
な
も
の
（das Besondere

（」
を

包
摂
す
る
。
目
の
前
の
も
の
を
リ
ン
ゴ
と
認
定
す
る
と
い
う
の
が
単

純
な
例
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
、
目
の
前
に
あ
る
「
特
殊
的
な

も
の
」
が
何
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
に
対
応
す
る
「
普
遍
的
な
も
の
」

が
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
そ
れ
を
見
い
だ
す
た
め
に
あ
れ
こ
れ

考
え
る
と
い
う
の
が
反
省
的
判
断
力
で
す
。〈
あ
れ
こ
れ
考
え
る
〉

と
い
う
運
動
が
こ
こ
で
「
反
省
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

右
の
箇
所
で
反
省
的
判
断
力
は
自
然
認
識
、
と
り
わ
け
有
機
体
の

認
識
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、『
判
断
力

批
判
』
の
本
論
で
は
自
然
美
や
芸
術
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
も
考

察
さ
れ
ま
す
。
先
に
述
べ
た
美
的
理
念
も
「
多
く
の
こ
と
を
考
え
さ
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せ
る
き
っ
か
け
と
な
る
」
形
象
、
つ
ま
り
反
省
的
判
断
力
が
か
か
わ

る
「
特
殊
的
な
も
の
」
で
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
自
然
、
美
、
芸

術
、
い
ず
れ
に
し
て
も
目
の
前
に
あ
る
「
特
殊
的
な
も
の
」
を
既
成

観
念
で
片
づ
け
ず
に
〈
あ
れ
こ
れ
考
え
る
〉
と
い
う
の
が
要
点
で
す
。

　

先
ほ
ど
レ
ッ
シ
ン
グ
と
の
関
係
で
言
及
し
た
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
カ

ン
ト
の
反
省
的
判
断
力
を
政
治
的
判
断
力
に
読
み
替
え
て
独
自
の
政

治
哲
学
を
展
開
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
何
も
華
々
し
く
政
治
を
や
る
と

い
う
の
で
は
な
く
、
社
会
の
な
か
の
日
々
の
出
来
事
や
事
象
を
既
成

観
念
に
解
消
し
て
終
わ
り
と
せ
ず
に
向
き
合
い
、〈
あ
れ
こ
れ
考
え

る
〉
と
い
う
こ
と
が
根
底
に
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
も
反

省
的
判
断
力
の
重
要
な
働
き
の
一
つ
で
す
。

美
的
理
念
と
し
て
の
『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』

　
『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』
に
戻
り
ま
す
。『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』
は
劇
作
家

の
技
、
芸
術
の
所
産
で
あ
り
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
美
的
理
念
と
な
り

ま
す
が
、
美
的
理
念
が
も
つ
と
さ
れ
る
「
多
く
の
こ
と
を
考
え
さ
せ

る
き
っ
か
け
と
な
る
構
想
力
の
表
象
」
と
い
う
性
格
が
こ
の
作
品
の

ど
こ
に
見
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

三
つ
の
指
輪
の
話
は
寓パ

ラ
ー
ベ
ル話で
す
。
寓
話
は
古
来
、
明
瞭
な
言
葉
で

語
ら
れ
な
が
ら
も
真
意
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
意

味
を
汲
み
取
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
逆
説
的
な
語
り
の
形
式
で
す
。
新

し
い
と
こ
ろ
で
は
カ
フ
カ
の
小
説
、
ニ
ー
チ
ェ
『
悦
ば
し
き
知
恵
』

一
二
五
番
の
「
神
の
死
」
の
語
り
方
も
寓
話
で
し
た
。

　
『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』
で
は
三
つ
の
指
輪
の
寓
話
が
、
異
な
っ
た
宗

教
を
跨
い
で
取
り
結
ば
れ
た
人
間
関
係
の
な
か
に
あ
る
登
場
人
物
た

ち
が
交
錯
す
る
空
間
、
多
声
的
な
劇
の
空
間
の
な
か
に
置
か
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
寓
話
と
劇
の
全
体
が
、
人
び
と
に
「
多
く

の
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
る
構
想
力
の
表
象
」
と
な
っ

て
い
ま
す
。
以
下
、
二
点
に
絞
っ
て
見
る
こ
と
に
し
ま
す
。

ボ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
か
ら
レ
ッ
シ
ン
グ
へ

　

第
一
は
『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
の
三
つ
の
指
輪
の
話
に
変
更
が
加
え
ら

れ
て
い
る
点
で
す
。
二
つ
指
摘
し
ま
す
。

　
『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
で
は
二
つ
の
指
輪
は
本
物
の
指
輪
と
ほ
と
ん
ど

見
分
け
が
つ
か
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』

で
は
、
ほ
と
ん
ど
が
落
と
さ
れ
ま
す
。

　

ど
の
指
輪
が
本
物
か
は
、
外
見
や
伝
承
、
あ
る
い
は
論
証
に
よ
っ

て
は
決
着
が
つ
か
な
い
。
指
輪
の
真
偽
は
む
し
ろ
、
指
輪
に
据
え
ら

れ
た
石
、
オ
パ
ー
ル
が
も
つ
と
さ
れ
る
「
秘
め
ら
れ
た
力
」、
そ
れ

を
所
持
す
る
者
を
「
神
に
も
人
間
に
も
愛
さ
れ
る
者
に
す
る
」
と
い

う
「
力
」
の
有
無
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
引
き
起
こ
す
「
秘
め
ら
れ

た
力
」
に
よ
る
と
さ
れ
ま
す
。
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三
人
の
兄
弟
は
指
輪
の
真
偽
を
め
ぐ
っ
て
訴
訟
に
な
り
ま
す
が
、

裁
判
官
は
判
決
の
か
わ
り
に
「
汝
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
、
指
輪
の
石
の
も

つ
力
が
現
わ
れ
る
よ
う
競
う
が
よ
い
」
と
助
言
し
、「
幾
千
年
を
経

た
の
ち
に
」
再
び
法
廷
を
開
こ
う
と
述
べ
ま
す
。

　

裁
判
官
の
言
う
こ
の
競
い
合
い
は
、
劇
の
内
容
に
照
ら
し
合
わ
せ

る
と
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
ム
ス
リ
ム
が
住
み
分
け
た

う
え
で
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
陣
営
〉
が
行
う
競
争
で
は
な
い
。
そ
う
で
は

な
く
、
対
立
す
る
宗
教
を
跨
ぐ
錯
綜
し
た
人
間
関
係
の
な
か
で
の
一

人
一
人
の
行
為
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

点
が
重
要
で
す
。

　

劇
は
一
一
九
二
年
の
エ
ル
サ
レ
ム
の
と
あ
る
一
日
、
そ
の
終
わ
り

に
危
う
く
成
り
立
っ
た
和
解
の
出
来
事
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
和
解
の
瞬
間
、
そ
れ
と
寓
話
の
語
る
「
幾
千
年
」
が
対
比
さ
れ

て
い
ま
す
。
和
解
は
困
難
で
は
あ
る
も
の
の
〈
今
・
こ
こ
〉
に
お
い

て
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
指
輪
の
真
偽
は
「
幾
千

年
」
の
ス
ケ
ー
ル
で
見
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の

視
点
に
立
っ
て
ど
う
考
え
・
行
為
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
い
か
け
が

な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

寓
話
に
加
え
ら
れ
た
も
う
一
つ
の
変
更
は
、
話
の
始
ま
り
方
で

す
。
話
は
「
は
る
か
な
昔
、
東
の
方
に
一
人
の
男
が
住
ん
で
お
り
ま

し
た
」
で
始
ま
り
ま
す
が
、「
は
る
か
な
」
と
「
東
の
方
」
は
『
デ

カ
メ
ロ
ン
』
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
語
ら
れ
る

場
所
は
『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
で
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
す
が
、
レ
ッ

シ
ン
グ
で
は
エ
ル
サ
レ
ム
で
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
エ
ル
サ
レ
ム
か

ら
見
る
と
「
東
の
方
」
は
、
ペ
ル
シ
ア
か
ら
イ
ン
ド
北
部
に
か
け
て

と
な
り
ま
す
。「
は
る
か
な
昔
」
は
、
確
定
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
紀

元
前
か
ら
紀
元
前
後
、
少
な
く
と
も
ム
ハ
ン
マ
ド
（
五
七
〇
頃
―

六
三
二
（
以
前
と
な
る
で
し
ょ
う
。『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
で
は
中
世
の

地
中
海
世
界
で
の
話
で
し
た
が
、『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』
で
は
そ
の
外

へ
の
時
間
的
・
空
間
的
な
広
が
り
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。「
東
の

方
」
は
、
三
つ
の
宗
教
が
争
う
エ
ル
サ
レ
ム
の
は
る
か
か
な
た
の
場

所
と
な
り
ま
す
。
三
つ
の
指
輪
の
話
が
提
起
す
る
問
題
が
、
ユ
ダ
ヤ

教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
限
定
さ
れ
ず
、
彼
ら
に
と
っ
て

の
〈
異
教
〉
を
含
む
射
程
を
も
つ
話
に
変
化
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
で
三
つ
の
指
輪
の
話
を
す
る

の
が
メ
ル
キ
セ
デ
ク
だ
っ
た
の
に
対
し
、
レ
ッ
シ
ン
グ
で
は
ナ
ー
タ

ン
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
ま
す
。
メ
ル
キ
セ
デ
ク
も

ナ
ー
タ
ン
も
聖
書
に
由
来
す
る
名
で
す
が
、
ナ
ー
タ
ン
は
『
デ
カ
メ

ロ
ン
』
第
一
〇
日
・
第
三
話
に
登
場
し
ま
す
。
レ
ッ
シ
ン
グ
は
そ
れ

も
踏
ま
え
て
い
ま
す
。

　

第
一
〇
日
・
第
三
話
で
ナ
ー
タ
ン
は
、
カ
ッ
タ
イ
オ
に
住
む
富
裕

で
気
前
の
良
い
人
物
と
さ
れ
、
そ
の
館
は
西
方
か
ら
東
方
へ
旅
す
る

者
も
東
方
か
ら
西
方
へ
旅
す
る
者
も
ど
う
し
て
も
通
ら
ね
ば
な
ら
な

い
街
道
の
近
く
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
カ
ッ
タ
イ
オ
は
、
現
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在
の
中
国
の
北
部
を
指
し
ま
す
。
第
一
〇
日
・
第
三
話
で
の
ナ
ー
タ

ン
は
、
東
方
の
人
、
東
西
交
通
路
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
人
で
す
。

　

こ
れ
に
対
応
し
て
レ
ッ
シ
ン
グ
の
ナ
ー
タ
ン
も
、
エ
ル
サ
レ
ム
か

ら
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
、
テ
ィ
グ
リ
ス
川
を
越
え
て
東
方
に
旅
し
て
、

イ
ン
ド
、
ペ
ル
シ
ア
、
シ
リ
ア
、
中
国
か
ら
の
物
産
を
取
引
す
る
人

物
に
な
っ
て
い
ま
す
。『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
の
三
つ
の
指
輪
の
話
の
源

は
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
す
が
、
レ
ッ
シ
ン
グ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
民

族
や
宗
教
が
交
錯
す
る
東
西
交
通
路
の
な
か
で
経
験
を
積
ん
だ
ナ
ー

タ
ン
が
語
る
寓
話
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』
は
通
常
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス

ラ
ー
ム
の
間
の
対
立
と
和
解
を
扱
っ
た
劇
と
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
誤

り
で
は
な
い
の
で
す
が
、
同
時
に
、
そ
れ
と
異
な
っ
た
東
方
へ
の
ベ

ク
ト
ル
が
埋
め
込
ま
れ
、
そ
こ
に
も
問
い
か
け
が
潜
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
点
は
、
西
欧
の
研
究
で
は
あ
ま
り
注
意
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で

す
が
、
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
に
も
神
々
は
い
る
の
だ
か
ら�

遠
慮
な
く
入
る
が
よ
い

　
「
多
く
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
る
構
想
力
の
表
象
」

に
つ
い
て
の
要
点
の
第
二
は
、『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』
の
表
紙
に
ラ
テ

ン
語
で
次
の
言
葉
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

こ
こ
に
も
神
々
は
い
る
の
だ
か
ら
、
遠
慮
な
く
入
る
が
よ
い
！　

ゲ
ッ
リ
ウ
ス
よ
り

　

ゲ
ッ
リ
ウ
ス
は
二
世
紀
の
古
代
ロ
ー
マ
の
文
人
で
、「
ゲ
ッ
リ
ウ

ス
よ
り
」
は
『
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
夜
』
と
い
う
彼
の
雑
録
集
か
ら
の
引

用
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
「
こ
こ
に
も
神
々
は

い
る
の
だ
か
ら
、
遠
慮
な
く
入
る
が
よ
い
」
は
ゲ
ッ
リ
ウ
ス
の
言
葉

で
は
な
く
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
言
葉
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
も

の
で
す
。
も
と
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
す
が
、
ラ
テ
ン
語
に
訳
し
て

『
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
夜
』
で
引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

こ
の
言
葉
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。「
こ
こ
に
も
」
と
い
う
け
れ

ど
、
エ
ル
サ
レ
ム
な
の
だ
か
ら
「
神
」
が
い
る
の
は
当
た
り
前
で
は

な
い
か
。
ま
た
、「
神
々
」
で
は
な
く
て
「
神
」
で
は
な
い
の
か
。

こ
れ
に
加
え
て
、
不
思
議
な
こ
と
に
『
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
夜
』
を
見
て

も
こ
の
言
葉
は
見
つ
か
ら
な
い
の
で
す
。
劇
が
始
ま
る
前
に
色
々
と

謎
か
け
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

ま
ず
『
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
夜
』
に
こ
の
言
葉
が
な
い
と
い
う
点
を
見

て
お
き
ま
す
。
こ
の
書
物
に
は
長
い
間
の
校
訂
の
歴
史
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
言
葉
は
一
六
世
紀
の
古
い
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
『
ア
ッ
テ
ィ
カ

の
夜
』
の
序
言
に
あ
っ
た
も
の
で
す
が
、
校
訂
の
結
果
、
現
在
で
は

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
言
葉
「
博
学
は
見
識
を
教
え
は
し
な
い
」
に
代

え
ら
れ
、
ギ
リ
シ
ア
語
原
文
で
入
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
『
ア
ッ
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テ
ィ
カ
の
夜
』
の
正
し
い
本
文
で
す
。
こ
の
こ
と
は
レ
ッ
シ
ン
グ
の

時
代
に
は
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
し
、
彼
も
知
っ
て
い
ま
し
た
。
知
り

な
が
ら
も
、
古
い
版
か
ら
敢
え
て
引
用
し
た
の
は
、
そ
の
言
葉
と
そ

の
言
葉
が
置
か
れ
て
い
た
『
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
夜
』
の
文
脈
に
意
義
を

認
め
た
か
ら
で
す
。
次
に
こ
の
点
を
見
ま
し
ょ
う
。

　
「
博
学
は
見
識
を
教
え
は
し
な
い
」
も
「
こ
こ
に
も
神
々
は
い
る

の
だ
か
ら
、
遠
慮
な
く
入
る
が
よ
い
」
も
と
も
に
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス

の
言
葉
で
す
。
前
者
は
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
（
加
来

彰
俊
訳
（『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
列
伝
（
下
（』（
岩
波
文
庫
、

一
九
九
四
年
（
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
章
に
あ
り
ま
す
。
問
題
は
後

者
で
す
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
動
物
部
分
論
』
に
あ
る
も
の
で

す
。　

そ
れ
ゆ
え
、
あ
ま
り
尊
く
な
い
諸
々
の
動
物
に
つ
い
て
の
探

究
を
子
供
の
よ
う
に
嫌
が
っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自

然
本
性
的
な
も
の
に
は
、
み
な
、
何
か
驚
嘆
す
べ
き
も
の
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
に
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
、
こ

う
言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
会
う
こ
と
を
望
む
人
た

ち
が
家
の
な
か
に
入
っ
た
と
こ
ろ
、
か
ま
ど
の
あ
る
炊
事
場
で

暖
を
と
っ
て
い
る
彼
を
見
て
立
ち
止
ま
っ
た
の
で
、
彼
は
そ
の

客
人
た
ち
に
声
を
か
け
た
の
だ
と
―
つ
ま
り
、「
こ
こ
に
も

神
々
は
い
る
の
だ
か
ら
」
と
、
恐
れ
ず
入
っ
て
く
る
よ
う
に
彼

は
促
し
た
の
で
あ
る
か
ら
―
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
よ
う
に
、
す

べ
て
の
も
の
に
は
自
然
本
性
的
で
善
美
な
る
何
か
が
あ
る
と
い

う
こ
と
を
理
解
し
て
、
と
ま
ど
う
こ
と
な
く
動
物
の
お
の
お
の

の
種
に
つ
い
て
の
探
究
へ
と
お
も
む
く
必
要
が
あ
る
の
だ
。

（
坂
下
浩
司
訳
『
動
物
部
分
論
・
動
物
運
動
論
・
動
物
進
行
論
』

京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
八
〇
頁
。
一
部
表
記

を
変
更
（

　

下
等
動
物
の
探
究
を
促
す
一
節
で
す
。「
自
然
本
性
的
で
善
美
な

る
何
か
」
が
一
見
し
て
認
め
ら
れ
な
い
も
の
に
も
そ
れ
を
見
つ
け
る

こ
と
が
で
き
る
、
だ
か
ら
探
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の

が
主
旨
で
す
。「
こ
こ
に
も
神
々
は
い
る
の
だ
か
ら
」
と
は
「
自
然

本
性
的
で
善
美
な
る
何
か
」。「
神
々
」
が
い
そ
う
も
な
い
と
こ
ろ
に

も
よ
く
見
れ
ば
「
神
々
」
は
い
る
の
だ
、
と
い
う
意
味
に
な
り
ま

す
。

　

レ
ッ
シ
ン
グ
が
踏
ま
え
た
古
い
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
『
ア
ッ
テ
ィ
カ
の

夜
』
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
文
脈
は
、
雑
録
集
で
あ
る

『
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
夜
』
の
編
集
に
あ
た
っ
て
は
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の

言
葉
を
念
頭
に
置
い
て
文
献
を
広
く
探
し
た
も
の
の
、
採
用
で
き
た

も
の
は
わ
ず
か
だ
っ
た
と
い
う
も
の
で
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
は

「
神
々
」
が
い
そ
う
も
な
い
と
こ
ろ
に
も
探
究
す
る
な
ら
「
神
々
」

は
満
ち
て
い
る
と
い
う
意
味
に
な
る
で
し
ょ
う
が
、『
ア
ッ
テ
ィ
カ



63

の
夜
』
で
は
「
神
々
」
が
い
そ
う
も
な
い
と
こ
ろ
に
も
広
く
探
す
な

ら
わ
ず
か
な
が
ら

0

0

0

0

0

0

「
神
々
」
は
見
つ
か
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』
で
は
、
こ
の
よ
う
な
含
意
の
言
葉
が

劇
の
始
ま
り
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
劇
の
舞
台
は
、
入
る
の
が
た
め

ら
わ
れ
る
場
所
、「
神
々
」
が
い
そ
う
も
な
い
場
所
と
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
す
。
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
い
た
炊
事
場
に
つ
い
て
、
訳
者
の
坂
下
氏
は

次
の
よ
う
に
注
を
付
け
て
い
ま
す
。
―
明
ら
か
に
、
訪
ね
て
き
た

客
人
た
ち
は
、
炊
事
場
を
、
尊
く
な
く
て
汚
い
（
美
し
く
な
い
（
場

所
だ
と
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
動
物
の
世
界
を
表
わ
し
て
い
る
。
ま

た
、
炊
事
場
で
は
鳥
や
魚
を
捌
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
解
剖
に

も
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
（
前
掲
書
、
八
一
頁
（。
こ
こ
か
ら
す
る
な

ら
ば
劇
の
場
所
は
、
死
屍
累
々
た
る
場
所
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で

し
ょ
う
。

　
『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』
に
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ

て
い
ま
す
。
十
字
軍
が
も
た
ら
し
た
修
羅
場
の
傷
と
記
憶
を
さ
ま
ざ

ま
な
形
で
背
負
っ
た
人
び
と
が
暮
ら
す
場
所
、
入
る
こ
と
が
た
め
ら

わ
れ
る
場
所
、「
神
々
」
が
い
そ
う
も
な
い
場
所
と
し
て
の
エ
ル
サ

レ
ム
で
す
。
劇
は
、
棕
櫚
の
繁
る
光
に
満
ち
た
空
間
の
な
か
で
静
か

に
進
行
し
ま
す
が
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
言
葉
は
、
登
場
人
物
の
背

後
に
あ
る
リ
ア
ル
な
事
態
を
暗
に
示
し
て
い
る
。
あ
れ
こ
れ
考
え
る

こ
と
で
は
じ
め
て
見
え
て
く
る
よ
う
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

レ
ヒ
ャ
と
神
殿
騎
士
の
父
で
あ
る
フ
ィ
ル
ネ
ク
は
、
サ
ラ
デ
ィ
ン

の
弟
ア
サ
ッ
ト
で
す
が
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ア
ス
カ
ロ
ン
の
近
く
で
戦

死
し
た
と
さ
れ
ま
す
。
劇
中
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん

が
、
こ
れ
は
サ
ラ
デ
ィ
ン
と
の
戦
闘
に
よ
る
戦
死
を
意
味
し
ま
す
。

戦
闘
の
前
に
フ
ィ
ル
ネ
ク
は
新
生
児
の
娘
、
後
の
レ
ヒ
ャ
を
従
者
に

預
け
、
戦
禍
の
な
か
何
度
か
フ
ィ
ル
ネ
ク
に
命
を
助
け
ら
れ
た
友
人

の
ナ
ー
タ
ン
に
託
し
ま
す
が
、
ナ
ー
タ
ン
は
そ
の
直
前
に
、
キ
リ
ス

ト
教
徒
の
軍
に
よ
っ
て
妻
と
七
人
の
息
子
全
員
が
家
ご
と
焼
死
さ
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
劇
の
終
わ
り
近
く
で
ナ
ー
タ
ン
に
よ
っ
て

明
か
さ
れ
ま
す
が
、
旧
約
の
ヨ
ブ
記
を
踏
ま
え
た
も
の
で
す
。

　

ナ
ー
タ
ン
は
三
つ
の
指
輪
の
話
を
す
る
に
先
立
っ
て
〈
真
理
は
貨

幣
で
は
な
い
〉
と
い
う
趣
旨
の
独
白
を
し
ま
す
。
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神

現
象
学
』
の
序
文
に
も
登
場
す
る
言
葉
で
す
が
、
こ
れ
は
、
ナ
ー
タ

ン
の
先
の
経
験
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
言
う
限
界
状
況
の
な
か
で
新
生
児

を
託
さ
れ
た
経
験
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
す
。
死
屍
累
々
た
る
状
況

の
な
か
に
も
「
神
々
」
は
い
る
。「
自
然
本
性
的
で
善
美
な
る
何
か
」、

「
驚
嘆
す
べ
き
も
の
」
は
存
在
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
が
こ
の
劇
の

伝
え
よ
う
と
す
る
こ
と
の
一
端
で
す
。

　

以
上
『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』
に
つ
い
て
、
三
つ
の
指
輪
の
話
、
ヘ
ラ

ク
レ
イ
ト
ス
の
言
葉
の
二
点
に
し
ぼ
り
、
ど
こ
に
美
的
理
念
、「
多

く
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
る
構
想
力
の
表
象
」
と
い

う
性
格
が
あ
る
の
か
を
見
て
き
ま
し
た
。
細
か
い
話
で
し
た
が
、
た
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ん
な
る
穿
鑿
で
は
な
く
、
レ
ッ
シ
ン
グ
が
後
世
に
託
し
た
遺
書
と
も

い
え
る
こ
の
作
品
に
込
め
ら
れ
た
も
の
を
現
代
に
呼
び
出
す
試
み
と

し
て
容
赦
く
だ
さ
い
。

美
的
理
念
と
図
式

　

先
に
『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』
は
カ
ン
ト
の
宗
教
論
や
倫
理
学
と
関
係

す
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
こ
の
作
品
に
は
、
宗
教
論
で
説
か
れ
た
倫

理
的
に
行
為
す
る
者
た
ち
が
「
見
え
る
教
会
」
を
こ
え
て
形
成
す
る

理
念
と
し
て
の
「
見
え
ざ
る
教
会
」
の
問
題
、
ま
た
倫
理
学
の
根
底

に
あ
る
尊
厳
の
問
題
と
重
な
る
事
柄
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
ま

し
ょ
う
。

　

た
だ
し
『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』
は
、
カ
ン
ト
の
宗
教
論
や
倫
理
学
の

絵
解
き
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
の
言
葉
で
言
え
ば
図シ

ェ
ー
マ式
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
図
式
は
産
出
的
構
想
力
に
よ
っ
て

生
み
出
さ
れ
、『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
図
式
が
論

じ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
倫
理
的
な
も
の
の
図
式
は
『
実
践
理
性
批

判
』
の
禁
ず
る
と
こ
ろ
で
す
。『
判
断
力
批
判
』
は
、
倫
理
的
な
も

の
の
図
像
（
図
式
（
化
は
、
早
わ
か
り
に
よ
っ
て
人
び
と
を
思
考
停

止
に
至
ら
せ
、
権
力
者
に
対
し
て
従
順
に
す
る
た
め
の
手
段
と
な
る

と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

美
的
理
念
は
図
式
と
は
逆
の
も
の
で
す
。
そ
れ
は
形ビ

ル
ト象
で
は
あ

る
が
、
特
定
の
観
念
や
概
念
の
図
式
化
や
早
わ
か
り
で
は
な
い
。
む

し
ろ
「
ど
の
よ
う
な
言
葉
も
完
全
に
は
そ
れ
に
到
達
で
き
ず
、
ま
た

理
解
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
」、
そ
の
よ
う
な
形
象
で
す
。

　
美
的
理
念
の
原
語
はästhetische Ideen

で
す
。ästhetisch

は
、

も
と
は
美
的
と
い
う
よ
り
感
覚
的
・
感
性
的
と
い
う
意
味
の
言
葉
で

す
。
感
覚
に
あ
り
あ
り
と
提
示
さ
れ
て
い
る
、
そ
れ
が
美
的
理
念
に

お
け
る
美
的
の
意
味
合
い
で
す
。
そ
し
て
美
的
理
念
と
い
う
と
き
の

理
念
は
、
形
象
が
感
性
的
で
あ
り
な
が
ら
も
、
あ
る
い
は
、
感
性
的

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
概
念
を
こ
え
る
あ
り
方
を
し
て
い
る
。
既
成
の

観
念
や
言
葉
に
収
ま
ら
ず
、
想
像
力
と
思
考
を
惰
性
か
ら
解
放
す
る

あ
り
方
を
し
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。

『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』
で
言
え
ば
、
こ
の
劇
は
明
瞭
な
言
葉
で
書
か

れ
、
各
場
面
は
あ
り
あ
り
と
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。
で
す
が
、
ヘ
ラ

ク
レ
イ
ト
ス
の
言
葉
、
三
つ
の
指
輪
の
話
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
背

負
っ
た
登
場
人
物
の
発
す
る
声
の
交
錯
が
相
ま
っ
て
、
全
体
が
特
定

の
概
念
や
言
葉
で
語
り
尽
く
せ
な
い
形
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
形
象
が
誘
発
す
る
想
像
力
と
思
考
の
活
動
は
、『
判
断
力
批
判
』

の
言
葉
で
言
え
ば
悟
性
（
知
性
）
と
構
想
力
の
遊
動
（Spiel

）
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。Spiel

は
上
演
と
い
う
意
味
で
も
あ
り
ま

す
。『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』で
言
え
ば
、時
と
所
に
応
じ
て
無
限
に
演
出
・

上
演
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
さ
ま
ざ
ま
な
問
い
か
け
を

潜
ま
せ
た
形
象
で
あ
る
わ
け
で
す
。
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ま
と
め

　『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』
と
カ
ン
ト
の
宗
教
論
、
倫
理
学
、『
判
断
力
批

判
』は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
あ
り
方
を
し
な
が
ら
照
射
し
合
っ
て
い
る
。

カ
ン
ト
を
レ
ッ
シ
ン
グ
と
い
う
広
が
り
の
な
か
に
置
く
こ
と
で
宗
教

論
、
倫
理
学
、『
判
断
力
批
判
』
が
別
々
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
つ

な
ぐ
脈
絡
が
浮
か
び
上
が
る
。「
見
え
ざ
る
教
会
」、
尊
厳
、
美
的
理

念
い
ず
れ
に
せ
よ
、
カ
ン
ト
哲
学
だ
け
を
見
て
い
た
と
き
に
は
見
え

て
こ
な
い
事
柄
の
奥
行
や
問
い
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
、
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。

　
カ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
の
哲
学
の
普
遍
主
義
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

ニ
ズ
ム
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
欧
中
心
主
義
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は

な
い
か
、
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
に
限
定
し

た「
見
え
ざ
る
教
会
」の
理
念
は
、そ
の
一
例
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。『
賢

者
ナ
ー
タ
ン
』
で
は
キ
リ
ス
ト
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
さ
ら

に
は
そ
れ
ら
の
東
が
視
野
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
カ
ン
ト
を
レ
ッ
シ

ン
グ
の
広
が
り
の
な
か
に
置
く
こ
と
で
、
新
た
な
問
い
が
浮
か
び
上

が
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

レ
ッ
シ
ン
グ
は
『
賢
者
ナ
ー
タ
ン
』
の
上
演
は
不
可
能
と
考
え

て
い
ま
し
た
。
そ
の
内
容
が
当
時
の
常
識
と
か
け
離
れ
て
い
た
か
ら

で
す
。
カ
ン
ト
の
宗
教
論
も
決
し
て
安
全
地
帯
か
ら
の
議
論
で
は
な

く
、
老
年
の
カ
ン
ト
が
検
閲
当
局
の
圧
迫
の
も
と
で
敢
え
て
公
刊
し

た
著
作
で
す
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
レ
ッ
シ
ン
グ
論
の
な
か
で
、
カ
ン
ト

と
レ
ッ
シ
ン
グ
が
生
き
た
時
代
を
共
通
の
世
界
が
失
わ
れ
た
暗
い
時

代
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
カ
ン
ト
、
レ
ッ
シ
ン
グ
を

は
じ
め
啓
蒙
の
時
代
の
多
彩
な
思
想
的
営
み
は
、
暗
い
時
代
の
な
か

に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
こ
え
る
べ
く
灯
さ
れ
た
光
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ら
の
光
を
孤
立
さ
せ
る
こ
と
な
く
広
が

り
の
な
か
で
と
ら
え
、
現
代
に
呼
び
出
し
、
受
け
止
め
て
ゆ
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
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