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問
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樹

１　

私
的
言
語

こ
こ
で
私
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
言
語
哲
学
に
即
し
な
が
ら
、
私
た
ち
の
言
語
に
属
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
あ
る
種
の
「
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
性
」
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
り
ラ
フ
で
は
あ
る
が
、
一
つ
の
見
方
を
提
示
し
た
い
。
こ
こ
で
の
目
標
を
予
め
述
べ
て
お
け
ば
、

次
の
三
つ
に
な
る
。
⑴
ロ
ッ
ク
言
語
論
が
い
わ
ゆ
る
「
私
的
言
語
論
」（private language theory

）
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う

か
と
い
う
問
い
を
提
起
し
吟
味
す
る
こ
と
、
⑵
そ
の
問
い
を
、
と
り
わ
け
「
混
合
様
相
」（m

ixed m
odes

）
の
「
名
前
」
の
問
題
に
焦

点
を
合
わ
せ
て
、
ロ
ッ
ク
の
「
私
的
所
有
（
私
的
財
産
）」（private property

）
論
に
突
き
合
わ
せ
て
論
じ
る
こ
と
、
⑶
そ
し
て
、
私
の

議
論
を
い
わ
ゆ
る
私
的
所
有
の
一
形
態
で
あ
る
「
知
的
財
産
権
」（intellectual property

）
の
問
題
に
適
用
し
て
み
る
こ
と
、こ
の
三
つ

で
あ
る
。

ま
ず
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
「
私
的
言
語
論
」
と
は
何
か
、
と
問
う
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

そ
れ
は
次
の
よ
う
な
主
張
だ
ろ
う
か
。「
言
葉
の
意
味
と
は
話
者
の
心
の
中
に
あ
る
何
か
で
あ
り
、し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
の
意
味
は
他
者

に
は
完
全
か
つ
本
来
的
に
接
近
不
可
能
で
あ
り
、そ
う
し
た
意
味
で
「
私
的
」
で
あ
る
」。
こ
う
し
た
考
え
方
の
何
が
問
題
な
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
主
張
は
、
言
語
的
交
流
が
完
璧
に
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
な
私
的
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言
語
説
に
は
何
か
奇
怪
な
要
素
が
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
を
挙
げ
て
論
を
進
め
て
い
こ
う
。「
グ
ダ
ニ
ス
ク
」（G

dansk

）
と
い
う
固
有
名
詞
の
言
葉
を
取
り
上
げ
て
み
る
。
こ
の
言
葉
の
意

味
は
何
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、「
ポ
ー
ラ
ン
ド
北
部
の
、
バ
ル
ト
海
に
面
す
る
、
か
つ
て
は
ダ
ン
ツ
ィ
ヒ
と
呼
ば
れ
て
い
た
都
市
で
、

哲
学
者
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
生
誕
地
」と
い
っ
た
辺
り
だ
ろ
う
か
。
実
は
私
は
２
０
１
８
年
11
月
に
グ
ダ
ニ
ス
ク
を
訪
れ
た
の
で
、

そ
の
風
景
を
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
当
然
な
が
ら
、
そ
う
し
た
風
景
の
想
起
は
、
グ
ダ
ニ
ス
ク
を
訪
れ

た
こ
と
が
な
い
人
々
に
は
発
生
し
な
い
。
け
れ
ど
も
、
厳
密
に
言
え
ば
、
グ
ダ
ニ
ス
ク
を
訪
問
し
た
こ
と
が
あ
る
人
々
、
い
や
グ
ダ
ニ

ス
ク
に
住
ん
で
い
る
人
々
で
さ
え
、「
グ
ダ
ニ
ス
ク
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
仕
方
で
理
解
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
人
々
で
さ
え
、「
グ
ダ
ニ
ス
ク
」
の
意
味
を
彼
ら
各
人
の
個
人
的
な
あ
る
い
は
私
的
な
経
験
の
多
様
性
に
応
じ

て
、
さ
ま
ざ
ま
に
表
象
し
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
こ
と
に
自
然
な
現
象
で
あ
る
。
実
際
、
こ
う
し
た
個
人
的
経
験
に

依
存
す
る
形
で
都
市
の
名
前
の
意
味
が
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
象
こ
そ
が
、「
紀
行
文
」
が
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
意
味
を
な
し

て
い
る
こ
と
の
根
拠
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
示
唆
す
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
こ
う
し
た
現
象
が
「
私
的
言
語
論
」
を
根

拠
づ
け
る
と
す
る
な
ら
、
私
的
言
語
論
は
奇
妙
な
も
の
で
も
何
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

加
え
て
同
時
に
、「
グ
ダ
ニ
ス
ク
」
と
い
う
言
葉
・
名
前
の
意
味
の
表
象
が
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
私
た

ち
は
こ
の
名
前
を
用
い
て
互
い
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
北
部
の
都
市
の
名

で
あ
る
と
い
う
大
ま
か
な
理
解
に
お
い
て
合
致
し
て
い
る
限
り
、
理
解
し
合
え
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
例
を
積
み
上
げ
て
い
こ
う
。
次
は
固
有
名
で
は
な
く
、
理
論
の
名
前
の
例
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
功
利
主
義
」

（utilitarianism

）（
私
は
「
大
福
主
義
」
と
呼
ん
で
い
る
）
の
意
味
は
何
だ
ろ
う
か
。
多
く
の
方
々
、
あ
る
い
は
研
究
者
の
方
々
が
容
易

に
気
づ
く
よ
う
に
、「
大
福
主
義
」
を
ど
う
理
解
す
る
か
は
完
全
に
人
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
お
り
、
実
際
、
こ
の
言
葉
は
ほ
ぼ
無
限
に
多

様
な
仕
方
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
さ
え
言
い
た
く
な
る
ほ
ど
で
あ
る
。
通
常
の
場
合
、
哲
学
に
馴
染
み
の
な
い
人
々
は
大
福
主
義
と
利
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己
主
義
を
混
同
す
る
傾
向
に
あ
る
し
、
ま
た
、
大
福
主
義
を
経
済
的
・
金
銭
的
利
益
の
み
に
重
要
性
を
置
く
理
論
で
あ
る
と
さ
え
解
釈

し
て
い
る
節
が
あ
る
。
と
ん
で
も
な
い
誤
解
で
あ
る
。

ま
た
他
方
で
、
義
務
論
的
な
倫
理
学
説
を
好
む
多
く
の
哲
学
者
た
ち
は
、
大
福
主
義
と
い
う
の
は
、
社
会
全
体
の
幸
福
量
に
焦
点
を

当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
た
ち
個
人
個
人
の
尊
厳
を
軽
視
す
る
と
主
張
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
際
、
一
人
の
人
の
い
の
ち
を
犠
牲
に

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
く
の
人
々
の
い
の
ち
を
救
う
と
い
う
、「
ト
ロ
リ
ー
問
題
」
型
の
思
考
実
験
に
訴
え
て
、
大
福
主
義
で
は
そ
の
よ

う
に
一
人
一
人
の
い
の
ち
は
全
体
の
幸
福
の
た
め
に
埋
没
さ
せ
ら
れ
る
と
し
て
、
大
福
主
義
批
判
を
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な

批
判
が
依
然
と
し
て
提
起
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
ま
こ
と
に
悲
劇
的
な
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ヘ
ア
流
の
選
好
功
利
主
義
・
選
好

大
福
主
義
（preference utilitarianism

）
の
立
場
に
立
て
ば
、多
く
の
人
々
が
個
人
の
尊
厳
を
重
視
す
る
こ
と
を
選
好
す
る
な
ら
ば
、個

人
の
尊
厳
を
重
視
す
る
こ
と
が
人
々
の
倫
理
的
満
足
感
を
も
た
ら
し
、
大
福
主
義
的
に
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
大
福
主
義
と
個
人

の
尊
厳
は
決
し
て
背
反
し
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
し
か
し
、
私
た
ち
は
、
大
福
主
義
と
は
幸
福
を
強
調
す
る
倫
理
学
の
立
場
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
と
大
ま
か

に
同
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
互
い
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
こ
と
に
基
本
的
に
は
成
功
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
言
葉
の
意
味

を
理
解
・
表
象
す
る
こ
と
が
私
た
ち
の
経
験
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
本
来
的
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
あ
り
個
人
的
な
も

の
で
あ
る
こ
と
は
絶
対
的
に
正
し
い
と
言
え
る
の
だ
が
、
同
時
に
、
私
た
ち
の
言
語
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
大
体
に
お
い
て
成

立
し
て
お
り
、
私
た
ち
は
そ
れ
に
よ
っ
て
ス
ム
ー
ス
に
日
常
生
活
を
送
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

２　

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
性
と
公
共
性

で
は
、
な
ぜ
「
私
的
言
語
」
と
い
う
問
題
が
論
ず
べ
き
課
題
と
し
て
提
起
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
私
が
理
解
し

（
1
）
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て
い
る
理
由
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
多
く
の
人
々
、
と
り
わ
け
多
く
の
哲
学
者
た
ち
が
、
私
的
言
語
は
深
刻
な
問
題
で
あ

る
、と
問
題
提
起
を
す
る
と
き
、お
そ
ら
く
そ
の
根
底
に
は
、「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
性
」（privateness

、私
秘
性
）
と
「
公
共
性
」（publicness

）

と
は
互
い
に
背
反
で
あ
る
、
と
確
と
し
て
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
事
情
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に

思
い
込
む
と
、
私
的
言
語
を
認
め
て
し
ま
う
と
、
公
共
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
が
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
よ
う

に
論
じ
る
方
向
に
考
え
が
進
ん
で
い
く
の
だ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
す
で
に
示
唆
し
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
だ
ろ
う
が
、
私
た
ち
は
公
共
的
な
空
間
で
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
仕
方
で
行
動
す
る

と
き
が
あ
る
し
、
ま
た
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空
間
で
公
共
的
な
活
動
を
企
て
る
こ
と
も
全
然
不
思
議
で
な
い
。
こ
の
よ
う
な
日
常
的
レ

ベ
ル
で
考
え
る
と
、「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
性
」
と
「
公
共
性
」
と
い
う
の
は
両
立
可
能
な
の
で
は
な
い
か
、
と
す
る
別
の
議
論
展
開
が
示
唆

さ
れ
て
く
る
。
私
は
、
こ
う
し
た
別
の
議
論
展
開
こ
そ
、
私
た
ち
の
言
語
使
用
に
誠
実
に
即
し
た
道
筋
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

す
な
わ
ち
、「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
性
」
と
「
公
共
性
」
の
間
の
関
係
は
実
は
「
量
的
問
題
」（a m

atter of quantity

）
な
の
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
「
ど
の
く
ら
い
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
の
か
」、「
ど
の
く
ら
い
公
共
的
な
の
か
」
と
い
う
問
い
こ
そ
が
提
起
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
は

な
い
か
、
と
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。「
反
事
実
的
」（counterfactual

）
と
い
う
言
葉
は
ネ
ル
ソ
ン
・
グ
ッ
ド
マ
ン
に
よ
っ
て
最
初
に
造
語
さ
れ

た
。
最
初
は
、「
反
」（counter

）
も
「
事
実
的
」（factual
）
も
公
共
的
に
理
解
可
能
な
語
で
は
あ
る
と
し
て
も
、「
反
事
実
的
」
は
グ
ッ

ド
マ
ン
に
と
っ
て
相
応
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
哲
学
の
教
育
を
受
け
て
き
た
人
々
に
限
定

さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、
徐
々
に
、「
反
事
実
的
」
は
一
層
公
共
的
に
理
解
可
能
な
語
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
示
唆

す
る
よ
う
に
、
言
語
現
象
と
い
う
の
は
、
本
来
的
に
、
最
初
か
ら
「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
性
」
と
「
公
共
性
」
の
混
合
で
あ
る
と
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
も
し
そ
う
で
な
く
、
言
語
は
最
初
は
純
粋
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
も
の
だ
と
す
る
な
ら
、
果
た

し
て
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
し
て
言
語
を
習
得
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
言
語
が
完
全
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
も
の
だ
と
し
た
な
ら
、
私
た
ち
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は
実
は
言
語
の
意
味
を
ま
っ
た
く
習
得
な
ど
し
て
い
な
い
し
、
習
得
な
ど
で
き
な
い
、
と
い
っ
た
自
家
撞
着
的
な
開
き
直
り
で
も
し
な

い
限
り
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

英
語
や
日
本
語
の
よ
う
な
特
定
の
言
語
は
生
得
的
に
授
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
人
々
相
互
の
交
流
を
介
し
て
習
得
さ
れ
て

い
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
か
な
る
哲
学
者
も
事
実
と
し
て
認
め
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
、
特
定
の
言
葉
の
意
味
は
人

に
よ
っ
て
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
も
紛
れ
も
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
否
定
し
よ
う
の
な
い
事
実
に
鑑

み
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
「
私
的
言
語
論
」
と
い
う
も
の
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
私
に
は
完
全
な
ミ
ス
テ
リ
ー
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
完
全
な
ナ
ン
セ
ン
ス
な
の
で
は
な
い
か
、
と
。

た
し
か
に
、
も
し
私
た
ち
が
自
分
た
ち
が
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
関
し
て
き
わ
め
て
懐
疑
的
で

あ
っ
て
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
事
実
を
ぴ
し
ゃ
り
と
否
定
す
る
と
い
う
な
ら
ば
、
私
的
言
語
論
が
成
立
す
る
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
け
れ
ど
も
、
す
で
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
物
言
い
は
自
家
撞
着
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
事
実
に
対
し
て
懐
疑
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
日
本
語
な
り
英
語
な
り
で
表
現
す
る
た
め
に

は
、
公
共
的
に
受
容
さ
れ
て
い
る
日
本
語
や
英
語
の
文
法
や
語
彙
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、「
懐
疑
的
」
と
い
う

言
葉
が
話
者
の
み
が
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
し
か
理
解
で
き
な
い
言
葉
だ
と
し
た
ら
「
何
々
に
懐
疑
的
で
あ
る
」
と
い
う
趣
旨
を
伝
達
で
き

な
い
だ
ろ
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
私
的
言
語
論
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
っ
て
最
初
に
議
論
さ
れ
批
判
さ
れ
た
、
と
い
う
よ
う
に
一
般
的

に
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
私
が
述
べ
た
の
と
同
様
に
、
私
的
言
語
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
も
、
そ
し
て
私

た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
事
実
に
対
し
て
も
、
矛
盾
し
て
い
る
の
で
、
そ
も
そ
も
完
璧
に
不
可
能
で
あ
る
、
と
示
唆
し
て
い
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
議
論
は
明
晰
に
一
つ
の
考
え
方
を
展
開

す
る
と
い
う
よ
り
も
非
常
に
暗
示
的
な
ス
タ
イ
ル
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
、
彼
の
議
論
か
ら
な
に
か
結
論
的
な
言
説
を
引
き
出
す
こ
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と
は
テ
キ
ス
ト
上
困
難
で
あ
る
。
私
と
し
て
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
議
論
に
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
避
け
た
い
。

た
だ
、
念
の
た
め
、
さ
し
あ
た
り
議
論
の
背
景
を
確
認
す
る
た
め
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
議
論
の
趣
旨
が
垣
間
見
え
る
よ
う
な

部
分
を
一
箇
所
だ
け
次
に
引
用
し
て
お
く
。

「
誰
か
が
絵
を
描
い
て
、
た
と
え
ば
、
自
分
が
劇
場
で
の
あ
る
場
面
を
ど
の
よ
う
に
想
像
し
て
い
る
か
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
私
が
言
う
、「
こ
の
絵
は
二
重
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
絵
は
、
絵
や
言
葉
が
何
か
を
伝
え
て
い
る
よ
う
に
、
何

か
を
他
人
に
伝
え
て
い
る 

― 

加
え
て
、
し
か
し
、
伝
達
者
に
と
っ
て
は
そ
の
絵
は
別
の
種
類
の
表
象
（
あ
る
い
は
一
つ
の
情

報
）
で
も
あ
る
。
伝
達
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
絵
は
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
の
絵
な
の
で
あ
っ
て
、
他
の
誰
に
と
っ
て
の
イ
メ
ー
ジ

の
絵
で
も
あ
り
え
な
い
。
そ
の
人
に
と
っ
て
、
そ
の
絵
の
私
的
な
印
象
は
、
彼
が
想
像
し
て
い
る
も
の
を
物
語
っ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
そ
の
絵
が
他
人
に
対
し
て
物
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
そ
う

な
の
で
あ
る
」 

― 

で
は
、
一
体
何
の
権
利
が
あ
っ
て
私
は
、
こ
の
第
二
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
表
象
と
か
一
つ
の
情
報
に
つ
い

て
語
り
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
こ
う
し
た
言
葉
が
第
一
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
正
し
く
使
用
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
」

（W
ittgenstein 2009, Section 280

）。

私
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
こ
う
し
た
議
論
の
趣
旨
に
つ
い
て
完
全
な
確
信
は
持
て
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
私
の
基
本
的
理
解

で
は
こ
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
上
の
議
論
で
の
第
二
の
ケ
ー
ス
で
は
、「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
性
」
の
量

が
「
公
共
性
」
の
量
よ
り
も
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
「
公
共
性
」
の
量
は
、「
表
象
」
と
か
「
情
報
」

と
い
う
言
葉
が
ま
さ
し
く
自
己
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
ゼ
ロ
で
は
な
い
こ
と
、
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
言
葉
は
公
共
的
に
受
容
さ
れ

た
言
語
の
中
の
語
彙
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
か
ら
引
き



ロ
ッ
ク
言
語
論
と
「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
性
」
の
問
題

九

出
さ
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
私
的
言
語
論
と
い
う
の
は
崩
壊
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
あ
る
い
は
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、
私
的
言
語

は
、
純
粋
な
意
味
に
お
い
て
は
、
最
初
か
ら
そ
も
そ
も
ま
っ
た
く
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ

う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
で
は
な
ぜ
私
的
言
語
論
が
主
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
か
し
た
ら
、

私
的
言
語
論
を
実
際
に
本
気
で
提
起
し
た
人
が
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

３　

ロ
ッ
ク
言
語
論
の
亀
裂

過
去
に
私
的
言
語
論
が
有
意
味
に
成
立
し
う
る
と
、
文
字
通
り
に
主
張
し
た
哲
学
者
は
果
た
し
て
存
在
し
た
の
か
（
む
ろ
ん
、
こ
の

場
合
の
「
有
意
味
」
に
は
自
己
背
馳
的
フ
レ
ー
バ
ー
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
）。
哲
学
史
を
多
少
な
り
と
も
知
る
人
々
な
ら
、ジ
ョ

ン
・
ロ
ッ
ク
、
そ
の
人
こ
そ
が
真
っ
先
に
言
及
さ
れ
る
べ
き
哲
学
者
だ
と
想
起
す
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
ロ
ッ
ク
こ
そ
私
的
言
語
を
肯
定

す
る
典
型
的
な
議
論
を
展
開
し
た
、
と
い
う
の
は
か
な
り
流
通
し
た
根
深
い
見
解
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自

身
は
ロ
ッ
ク
の
名
に
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
ア
ー
ペ
ル
と
か
、
フ
リ
ュ
ー
と
か
、
オ
コ
ナ
ー
と
い
っ
た
哲
学
者
が
、
ロ
ッ
ク

を
私
的
言
語
論
の
哲
学
者
だ
と
す
る
理
解
が
流
布
さ
れ
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
と
言
え
る
。
ど
う
し
て
、
ロ
ッ
ク
は
こ
の
よ
う
に
理
解

さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
た
し
か
に
理
由
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ロ
ッ
ク
が
言
語
論
を
展
開
し
た
『
人
間
知
性
』
第
三
巻
の
次

の
よ
う
な
発
言
を
見
て
み
よ
う
。

「
人
間
が
抱
く
思
考
と
い
う
の
は
非
常
に
多
様
で
、
し
か
も
、
そ
う
し
た
思
考
か
ら
自
分
自
身
だ
け
で
な
く
他
者
も
、
多
く
の
益

と
喜
び
を
得
る
も
の
な
の
だ
が
、
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
思
考
は
す
べ
て
そ
の
人
自
身
の
胸
の
内
に
あ
っ
て
目
に
見
え
ず
、
他

者
か
ら
隠
さ
れ
、
ま
た
ひ
と
り
で
に
露
わ
に
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
…
…
人
間
は
、
自
身
の
思
考
を
形
作
る
目
に
見
え
な
い



龍
谷
哲
学
論
集　

第
三
四
号

一
〇

観
念
（invisible Idea

）
を
他
者
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
、何
か
外
的
で
可
感
的
な
記
号
を
見
い
だ
す
必
要
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
目
的
に
と
っ
て
、
数
の
多
さ
か
ら
言
っ
て
も
、
迅
速
さ
か
ら
言
っ
て
も
、
分
節
音
（articulate Sounds

）
ほ
ど
適
し

た
も
の
は
な
か
っ
た
…
…
私
た
ち
は
、
先
に
示
し
た
目
的
に
本
性
上
き
わ
め
て
よ
く
適
し
た
言
葉
（W

ords

）
が
、
人
々
に
よ
っ

て
彼
ら
自
身
の
観
念
の
記
号
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
そ
の
さ
ま
を
想
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
…
…
そ
う
し

た
言
葉
は
、
恣
意
的
に
そ
れ
ら
の
観
念
の
記
号
と
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
言
葉
の
効
用
は
、
観
念
の
可
感
的
記
号
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
指
示
す
る
観
念
こ
そ
が
言
葉
の
固
有
か
つ
直
接
的
な
意
義
（Signification

）
な
の
で
あ
る
」

（E3.2.1.

）。

こ
の
ロ
ッ
ク
自
身
の
言
か
ら
、
い
く
つ
か
の
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

1）
明
ら
か
に
、
ロ
ッ
ク
は
私
的
言
語
論
に
似
た
議
論
を
提
示
し
て
い
る
。

2）
言
葉
（w

ords

）
が
最
初
に
「
音
」（sounds
）
と
し
て
導
入
さ
れ
て
い
る
。

3）
言
葉
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
話
者
の
観
念
を
公
共
的
に
理
解
可
能
に
す
る
た
め
に
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
実
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
私
的
言
語
論
に
似
た
言
語
観
は
と
く
に
ロ
ッ
ク
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
当
時
は

言
語
現
象
を
理
解
す
る
と
き
の
、
あ
る
種
の
伝
統
的
な
観
点
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ド
ウ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
『
命
題
論
』、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
の
『
学
問
の
進
歩
』、
デ
カ
ル
ト
の
『
方
法
序
説
』
な
ど
に
、
私
的
言
語
論
的

な
言
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
（D

aw
son 2003, p.619

）。
そ
う
し
た
古
典
的
な
典
拠
に
限
ら
ず
、
近
現
代
に
な
っ
て
も
同
様
な

例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、ラ
ッ
セ
ル
の
論
文
「
論
理
的
原
子
論
の
哲
学
」
の
中
の
次
の
議
論
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
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「
一
人
の
人
が
あ
る
言
葉
を
使
用
す
る
と
き
、
彼
が
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
意
味
す
る
こ
と
は
、
他
の
人
が
そ
れ
に
よ
っ
て
意
味
す

る
も
の
と
同
一
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
は
不
幸
な
こ
と
で
あ
る
、と
言
わ
れ
る
の
を
私
は
し
ば
し
ば
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
見
方
は
誤
り
で
あ
る
。
も
し
人
々
が
彼
ら
の
言
葉
に
よ
っ
て
同
一
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
む
し
ろ
そ
の
方

が
完
全
に
致
命
的
で
あ
る
。
各
人
の
使
う
言
葉
の
意
味
の
相
違
が
な
い
と
し
た
ら
、
す
べ
て
の
対
人
交
流
は
不
可
能
と
な
り
、

言
語
と
い
う
も
の
が
想
像
し
う
る
限
り
最
大
に
絶
望
的
で
無
用
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
な
た
が
自
身
の
言

葉
に
宛
が
う
意
味
は
あ
な
た
が
見
知
っ
て
い
る
対
象
の
本
性
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、そ
し
て
、違
っ
た
人
々

は
違
っ
た
対
象
を
見
知
っ
て
い
る
の
で
、
彼
ら
の
言
葉
に
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
意
味
を
宛
て
が
わ
な
い
限
り
、
人
々
は
相
互
に
話

し
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
同
じ
意
味
だ
と
し
た
ら
、
私
た
ち
は
論
理
に
つ
い
て
の
み
話
す
べ
き
だ
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
…
…
「
ピ
カ
デ
リ
ー
」
と
い
う
言
葉
。
私
た
ち
は
、ピ
カ
デ
リ
ー
に
つ
い
て
見
知
っ
て
い
る
な
ら
ば
、

ロ
ン
ド
ン
に
来
た
こ
と
の
な
い
人
が
「
ピ
カ
デ
リ
ー
」
と
い
う
言
葉
に
宛
が
う
意
味
と
は
異
な
っ
た
意
味
を
「
ピ
カ
デ
リ
ー
」

に
宛
が
う
」（R

ussell 1956, p.195
）。

ラ
ッ
セ
ル
の
こ
の
議
論
は
、
次
の
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
解
読
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
特
定
の
言
葉
に
対
し
て
、
話
者
本
人
に
の
み

理
解
可
能
な
意
味
が
存
在
し
な
い
限
り
、
言
語
や
そ
れ
に
よ
る
会
話
は
不
要
で
無
用
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
、
と
い
う
主
張

で
あ
る
。
明
ら
か
に
、
こ
う
し
た
見
方
は
ロ
ッ
ク
的
な
思
考
法
に
精
確
に
従
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
私
自
身
も
、
ラ
ッ
セ
ル
の
こ
の
議

論
の
趣
旨
に
同
意
し
た
い
。
実
際
、
言
葉
の
豊
か
な
可
能
性
は
文
学
作
品
に
現
れ
る
が
、
そ
れ
は
作
者
や
読
者
の
各
人
異
な
る
想
像
力

に
よ
る
意
味
付
与
が
あ
っ
て
こ
そ
、
価
値
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
俳
句
な
ど
を
思
い
出
し
て
ほ
し
い
。
特
定
の
言
葉
の

使
用
が
、
そ
の
音
の
感
覚
と
と
も
に
、
読
み
手
に
様
々
な
個
人
的
表
象
を
生
じ
せ
し
め
る
。
そ
の
各
人
固
有
の
想
像
や
表
象
の
広
が
り

こ
そ
が
、
俳
句
の
魅
力
の
本
髄
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
点
か
ら
し
て
、
む
し
ろ
、
ロ
ッ
ク
や
ラ
ッ
セ
ル
が
示
唆
す
る
言
語
観
は
き
わ
め
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て
自
然
な
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
に
挙
げ
た
私
の
「
グ
ダ
ニ
ス
ク
」
の
例
も
想
起
し
て
ほ
し
い
。

も
し
事
態
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
な
ら
、
ロ
ッ
ク
の
言
語
論
は
吟
味
す
る
に
十
分
値
す
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し

て
、
も
し
ロ
ッ
ク
の
言
語
論
が
私
的
言
語
論
の
罠
に
は
ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
私
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
説
明
す
る
こ

と
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
私
が
思
う
に
、
そ
う
し
た
理
解
を
す
る
人
は
、
た
ぶ
ん
無
自
覚
的
に
、

「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
性
」
と
「
公
共
性
」 

と
が
相
互
に
排
反
的
で
あ
る
と
誤
っ
て
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う

し
た
議
論
は
、
ち
な
み
に
、
自
由
と
必
然
性
の
対
比
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
展
開
し
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
周
知
の
ご
と
く
、

自
由
と
必
然
は
、
一
見
常
識
的
に
は
相
互
に
背
反
し
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
が
、
両
者
を
両
立
的
な
仕
方
で
理
解
す
る
こ
と
は
可
能

な
の
で
あ
る
。

で
は
、
ロ
ッ
ク
自
身
は
言
語
の
公
共
的
な
側
面
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
実
は
、

テ
キ
ス
ト
上
の
事
実
と
し
て
、
た
く
さ
ん
の
言
説
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
典
型
的
な
も
の
と
し
て
、
次
の
言
説
を
引
用
し

て
お
こ
う
。

「
他
者
と
の
談
論
に
お
い
て
の
言
語
の
目
的
は
お
も
に
次
の
三
つ
で
あ
る
。一
人
の
人
の
思
考
す
な
わ
ち
観
念
を
他
者
に
知
ら
せ

る
こ
と
、
第
二
に
、
そ
の
こ
と
を
で
き
る
だ
け
容
易
に
そ
し
て
迅
速
に
行
う
こ
と
、
第
三
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
事
物
の
知
識
を

伝
え
る
こ
と
、
こ
の
三
つ
で
あ
る
」（E3.10.23.

）。

疑
い
な
く
、
ロ
ッ
ク
は
、
言
語
と
い
う
も
の
を
、
私
た
ち
の
思
考
を
公
共
的
な
も
の
に
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
た

と
え
そ
う
し
た
思
考
が
話
者
の
心
の
中
に
あ
る
内
的
な
（
つ
ま
り
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
）
も
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
言
語
使
用

に
よ
っ
て
公
共
的
な
も
の
に
転
じ
う
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
私
自
身
す
で
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
純
粋
な
私
的
言

（
2
）
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語
な
ど
は
あ
り
え
ず
、
そ
の
意
味
で
、「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
性
」
と
「
公
共
性
」
は
両
立
可
能
だ
と
、
あ
る
い
は
両
者
は
混
合
し
て
い
る

と
、
そ
う
推
定
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
性
」
と
「
公
共
性
」
は
両
立
可
能
で
あ
り
混
合
し
て
い
る
の
だ
、
と
単
に
述
べ

る
だ
け
で
は
済
ま
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
単
な
る
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
に
す
ぎ
な
い
。
問
題
は
、
ど
の
よ
う
な
理
論
的
基
盤
に
よ
っ

て
、
そ
の
よ
う
な
変
換
が
可
能
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
私
的
言
語
な
る
も
の
は
定
義
的
に
不
可
能
だ
と
推
論
さ
れ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
問
い
が
改
め
て
出
て
き
て
し
ま
う
の
は
、
他
者
は
私
の
心
の
中
を
覗
く
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
強
力

な
直
観
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
性
」
と
「
公
共
性
」
は
両
立
可
能
で
あ
り
混
合
し
て
い
る
と
理
論
的
に
示
す
こ
と
、そ

れ
は
、
言
う
は
易
し
行
う
は
難
し
、
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
一
見
し
た
限
り
で
は
、
こ
こ
に
は
、
両
立
し
が
た
い
二
つ
の
局
面
を
い
き

な
り
結
び
つ
け
て
し
ま
う
よ
う
な
飛
躍
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
や
は
り
避
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
に
か
、
亀
裂

と
で
も
呼
び
た
く
な
る
よ
う
な
、
理
論
的
テ
ン
シ
ョ
ン
が
こ
こ
に
は
発
生
し
て
い
る
と
、
ど
う
し
て
も
思
わ
れ
て
し
ま
う
。
丁
寧
な
検

討
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

４　

架
橋
の
ロ
ジ
ッ
ク

も
う
一
点
だ
け
、
ロ
ッ
ク
が
言
語
を
公
共
的
使
用
の
た
め
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
ロ
ッ
ク
哲
学
で

の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
で
あ
る
「
暗
黙
の
同
意
」（tacit consent
）
に
訴
え
た
議
論
で
あ
る
。

「
す
べ
て
の
言
語
に
お
い
て
、
通
常
の
用
法
は
暗
黙
の
同
意
に
よ
っ
て
一
定
の
観
念
を
一
定
の
音
へ
と
宛
が
い
、
そ
の
範
囲
で
音

の
意
義
は
制
限
さ
れ
、
人
が
そ
の
言
葉
に
同
じ
観
念
を
適
用
し
な
け
れ
ば
、
彼
は
言
葉
を
適
切
に
話
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

ま
た
付
け
足
す
が
、
人
が
使
う
言
葉
が
、
話
し
て
い
る
と
き
に
表
示
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
観
念
と
同
じ
観
念
を
聞
き
手
に
対
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し
て
惹
起
さ
せ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
理
解
可
能
な
仕
方
で
話
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
」（E3.2.8.

）。

む
ろ
ん
、
し
か
し
、
こ
の
発
言
で
の
「
同
じ
観
念
」
と
い
う
の
は
、
先
に
引
い
た
ラ
ッ
セ
ル
の
議
論
が
論
じ
て
い
た
よ
う
に
、
字
義
通

り
に
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
厳
密
な
意
味
で
は
「
同
じ
観
念
」
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。「
同
じ
観

念
」
に
ま
つ
わ
る
問
題
性
は
後
に
さ
ら
に
検
討
し
て
い
く
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
し
か
し
、
た
と
え
ロ
ッ
ク
が
、
表
現
の
上
で
、
私
た
ち
の
言
語
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
あ
る
種
の
「
公
共

性
」
に
つ
い
て
、
い
か
に
強
調
し
よ
う
と
、
そ
れ
だ
け
で
問
題
が
即
座
に
解
明
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ロ
ッ
ク
は
、
い
ま
私
が
引
い

た
発
言
の
直
後
に
、
次
の
発
言
を
付
け
加
え
て
い
る
。

「
次
の
こ
と
は
確
実
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
人
が
言
葉
を
使
う
と
き
、
そ
の
言
葉
の
意
義
は
話
者
の
観
念
に
限
定
さ
れ
て
い
て
、

そ
れ
以
外
の
い
か
な
る
も
の
の
記
号
で
あ
る
こ
と
も
で
き
な
い
」（E3.2.8.

）。

「
話
者
の
観
念
」（his Ideas

）
と
い
う
言
葉
が
非
常
に
際
立
つ
。
事
態
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
限
り
、た
と
え
私
た
ち
は
言
語
の
公
共
的
使

用
に
同
意
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
も
、
そ
れ
は
や
や
空
々
し
く
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
単
な
る
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
の
よ
う
に
聞
こ

え
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
言
語
の
本
来
的
か
つ
純
粋
な
「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
性
」
は
い
か
に
し
て
も
根
絶
さ
れ
え
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
や
は
り
、
ロ
ッ
ク
は
真
に
私
的
言
語
論
者
な
の
だ
と
理
解
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

問
題
は
非
常
に
デ
リ
ケ
ー
ト
で
困
難
で
あ
り
、
容
易
に
解
答
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
、
そ
も
そ
も
実
際
、
私
的
言
語

と
い
う
も
の
が
何
を
表
し
て
い
る
の
か
を
想
像
す
る
の
も
困
難
な
の
で
あ
っ
た
。
私
的
言
語
と
は
、
も
し
そ
れ
が
成
立
し
て
い
る
な
ら

ば
、
定
義
的
に
他
者
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
不
可
能
な
特
殊
な
言
語
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
、（
言
語
と
い
う
こ
と
で
日
本
語
や
英
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語
の
こ
と
を
表
象
す
る
の
だ
と
し
た
ら
）
そ
う
し
た
言
語
が
そ
も
そ
も
可
能
な
の
か
大
い
に
疑
問
に
な
る
。
そ
れ
は
果
た
し
て
言
語
と

言
え
る
代
物
な
の
か
。
そ
れ
は
（
哲
学
的
言
語
論
の
都
合
の
良
い
攻
撃
対
象
と
な
る
）
藁
人
形
（
藁
言
語
）
の
よ
う
な
も
の
に
す
ぎ
な

い
の
で
は
な
い
か
。

か
く
し
て
、
私
は
、
こ
の
根
源
的
問
題
に
対
す
る
解
決
（
解
消
）
へ
の
接
近
法
に
向
け
て
一
歩
で
も
歩
を
前
に
進
め
る
の
に
役
立
つ

よ
う
な
、
い
く
つ
か
の
観
点
を
探
っ
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
た
い
（
そ
れ
く
ら
い
が
可
能
な
最
大
限
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
る
）。
ま
ず

は
、
次
の
二
点
に
注
意
を
促
し
た
い
。

（
1
）
ロ
ッ
ク
は
、
話
者
の
心
の
中
の
一
定
の
言
葉
に
対
応
す
る
観
念
と
、
他
者
に
よ
る
そ
の
言
葉
の
公
共
的
な
理
解
と
の
間
を
架
橋
さ

せ
る
結
合
に
つ
い
て
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
。

（
2
）
人
が
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
と
い
う
の
は
、
容
易
か
つ
完
全
に
実
行
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

第
一
の
点
に
つ
い
て
、
私
が
理
解
す
る
限
り
、
ロ
ッ
ク
の
戦
略
は
あ
っ
け
な
い
ほ
ど
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ッ
ク
は
基

本
的
に
「
直
接
的
個
別
知
覚
」
の
事
例
に
訴
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、直
接
的
個
別
知
覚
に
お
い
て
は
、

そ
の
名
前
と
そ
の
名
前
が
指
示
す
る
観
念
と
が
直
示
的
に
同
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
て
、
話
者
と
聞
き
手
の
間
で
ほ
と
ん
ど
同
じ
観
念

で
あ
る
と
同
意
に
達
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
残
念
な
が
ら
、
ロ
ッ
ク
は
こ
の
方
向
で
の
議
論
を
体
系
的
に
展
開
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

た
だ
、
単
純
観
念
の
名
前
に
つ
い
て
の
ロ
ッ
ク
の
議
論
に
は
、
い
く
つ
か
の
ヒ
ン
ト
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
示
す
部

分
を
引
用
す
る
。

「
単
純
観
念
の
名
前
は
一
つ
の
単
純
な
観
念
を
指
し
示
す
だ
け
な
の
で
、人
々
は
お
お
む
ね
そ
の
意
義
に
つ
い
て
容
易
か
つ
完
全

に
一
致
し
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
口
論
な
ど
す
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
白
さ
と
い
う
の
は
彼
が
雪
や
ミ
ル
ク
の
中
に
観
察
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す
る
色
の
名
前
だ
と
い
う
こ
と
を
ひ
と
た
び
知
っ
た
者
は
、
そ
の
言
葉
の
適
用
を
誤
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
」（E3.4.15.

）。

加
え
て
、
ロ
ッ
ク
は
話
者
の
心
の
中
の
観
念
と
公
共
的
な
理
解
と
の
間
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
、
実
在
す
る
事
物
や
実
体
に
言
及
す
る

こ
と
で
も
、
あ
る
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
い
る
。
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
も
し
実
在
す
る
事
物
に
つ
い
て
話
す
と
き
に
理
解
さ
れ
た
い
な
ら
ば
、自
分
の
観
念
を
話
そ
う
と
す
る
事
物
に
あ
る
程
度
は
合

致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
人
々
の
言
語
は
バ
ベ
ル
の
言
語
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
も
し
言
葉
が
表
示
す
る
観
念
が
、
実
体
の
実
在
す
る
と
お
り
の
共
通
の
現
れ
方
や
合
致
す
る
あ
り
よ
う
に
多
少
な
り

と
も
対
応
し
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
人
の
言
葉
は
そ
の
人
自
身
に
し
か
理
解
可
能
で
な
く
な
り
、
も
は
や
会
話

や
日
常
の
用
務
に
役
立
つ
こ
と
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
」（E3.6.28.

）。

こ
れ
ら
の
発
言
は
、
話
者
の
心
の
中
の
言
葉
の
意
味
と
し
て
の
（
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
？
）
観
念
は
、
直
示
的
知
覚
に
よ
っ
て
、
あ
る
い

は
実
在
す
る
事
物
に
言
及
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
公
共
的
理
解
と
結
び
つ
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。（
ド
ウ
ソ
ン
は

こ
の
こ
と
を
「
外
部
的
指
示
」（external reference

）
と
呼
ん
で
い
る
。）

こ
の
こ
と
か
ら
推
す
と
、
お
そ
ら
く
、
ロ
ッ
ク
の
戦
略
と
し
て
は
、「
関
係
」（relations

）
と
か
「
様
相
」（m

odes

）
な
ど
を
表
示
す

る
他
の
種
類
の
言
葉
に
関
す
る
、
話
者
の
心
の
中
の
観
念
と
公
共
的
理
解
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
も
、
単
純
観
念
や
実
体
の
場
合
の

議
論
を
拡
張
さ
せ
て
そ
れ
ら
多
種
の
言
葉
に
当
て
は
め
る
こ
と
で
説
明
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の

も
、
ロ
ッ
ク
哲
学
の
ス
キ
ー
ム
で
は
、
す
べ
て
の
観
念
、
そ
れ
ゆ
え
す
べ
て
の
言
葉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
単
純
観
念
、
単
純
観
念
を
表
示
す

る
言
葉
、
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
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た
し
か
に
こ
う
し
た
見
解
は
あ
ま
り
に
素
朴
す
ぎ
る
、
原
初
的
な
見
方
で
あ
り
、
た
と
え
ば
「
大
福
主
義
（
功
利
主
義
）」
と
い
っ
た

複
雑
な
言
葉
の
意
味
を
説
明
す
る
の
に
成
功
す
る
と
い
う
の
は
信
じ
が
た
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
点
を
も
っ
て
、
ロ
ッ
ク
を
原
始
的
な

言
語
論
を
展
開
し
た
哲
学
者
と
し
て
批
判
し
た
り
見
下
し
た
り
す
る
の
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
フ
ェ
ア
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
現

代
の
哲
学
者
で
さ
え
、
特
定
の
言
葉
（
た
と
え
「
海
」
の
よ
う
な
単
純
な
名
詞
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
）
を
使
用
す
る
と
き
の
話
者
の
心

の
内
的
で
心
理
的
な
内
容
と
、
そ
の
公
共
的
な
意
味
の
間
の
結
合
に
つ
い
て
解
明
で
き
て
い
る
と
は
到
底
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
私
が
「
犬
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
き
、
明
ら
か
に
私
は
こ
の
言
葉
を
私
自
身
の
心
理
的
レ
ベ
ル
で
他
の
人
々
に
は
厳

密
に
は
理
解
で
き
な
い
仕
方
で
表
象
し
て
い
る
。
そ
れ
は
私
自
身
の
、
そ
の
と
き
の
私
に
固
有
の
、
そ
の
言
葉
の
理
解
の
一
つ
の
側
面

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
言
葉
を
使
っ
て
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
を
私
は
ま
っ
た
く
疑
わ
な

い
。
た
と
え
、
厳
密
に
哲
学
的
な
意
味
で
は
、
な
ぜ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
な
の
か
、
そ
の
機
制
が
依
然
と
し
て
ミ
ス
テ
リ
ア

ス
な
の
だ
と
し
て
も
、
日
常
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
を
疑
う
こ
と
は
な
い
。
間
違
い
な
く
、
こ
こ
に
は
「
曖
昧
性
」
や

「
ク
オ
リ
ア
」
の
問
題
も
絡
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
深
追
い
は
し
な
い
。

５　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性

以
上
の
よ
う
な
議
論
の
流
れ
か
ら
、
お
の
ず
と
前
節
で
記
し
た
第
二
の
点
に
目
線
を
向
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
人
が

他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
と
い
う
の
は
、
容
易
か
つ
完
全
に
実
行
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
実
際
の
と

こ
ろ
、
ロ
ッ
ク
言
語
論
を
理
解
す
る
に
際
し
て
、
陥
り
や
す
い
二
つ
の
罠
、
つ
ま
り
一
見
そ
う
解
釈
で
き
そ
う
だ
け
れ
ど
誤
解
で
あ
る

二
つ
の
理
解
が
あ
る
。（
a
）、（
b
）
と
し
て
示
す
。

（
a
）「
ロ
ッ
ク
は
私
的
言
語
論
を
展
開
し
た
」。
こ
れ
は
正
し
く
な
い
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、そ
も
そ
も
私
的
言
語
と
い
う
の
が
何
を
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示
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
が
明
ら
か
で
な
い
。
よ
っ
て
、
ロ
ッ
ク
が
私
的
言
語
論
を
展
開
し
た
と
い
う
言
説
は
、
実
は
意
味
不
明
に

近
い
。
こ
の
点
は
す
で
に
何
度
も
触
れ
た
。

（
b
）「
ロ
ッ
ク
は
私
た
ち
の
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
い
つ
も
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
前
提
し
て
い
る
」。
ロ
ッ
ク
の
テ
キ
ス
ト

を
少
し
読
み
込
ん
で
、
ロ
ッ
ク
が
い
わ
ゆ
る
私
的
言
語
論
を
受
容
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
読
解
し
た
読
者
は
、
逆
に
、
お
う
お
う
に
し

て
ロ
ッ
ク
は
言
語
の
役
割
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
を
強
調
す
る
視
点
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
と
捉
え
る
。
け

れ
ど
も
、
こ
れ
も
ま
た
ま
っ
た
く
正
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
実
の
と
こ
ろ
、
ロ
ッ
ク
は
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

可
能
性
に
つ
い
て
、
極
端
に
懐
疑
的
な
の
で
あ
る
。

こ
の
（
b
）
の
点
に
つ
い
て
探
っ
て
い
こ
う
。

た
し
か
に
ロ
ッ
ク
は
、
観
念
の
つ
ま
り
は
言
葉
の
意
味
は
話
者
の
心
の
中
に
あ
る
と
い
う
内
的
ス
テ
イ
タ
ス
を
有
す
る
と
主
張
し
つ

つ
も
、
言
語
の
基
本
的
機
能
を
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
た
。
し
か
し
同
時
に
、
私
た
ち
の
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
成
功
す
る
こ
と
は
希
で
あ
る
と
も
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
果
た
し
て
、
ロ
ッ
ク
言
語
論
に
お
け
る
こ
う
し
た
懐
疑
的
議
論

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
私
の
理
解
の
核
心
を
予
め
述
べ
て
し
ま
え
ば
、
ロ
ッ
ク
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
私
た

ち
の
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
無
条
件
的
に
成
功
す
る
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
努
力
や
労
働
に
依
存
す
る
と
い
う
意
味
で
、

条
件
的
に
の
み
成
功
す
る
の
で
あ
る
」
と
考
え
る
点
に
あ
る
。

ロ
ッ
ク
の
言
語
に
つ
い
て
の
議
論
は
言
葉
の
三
種
類
、
す
な
わ
ち
、「
単
純
観
念
」（sim

ple ideas

）、「
実
体
」（substance

）、「
混
合

様
相
」（m
ixed m

odes

）
を
そ
れ
ぞ
れ
表
す
三
種
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
私
が
ロ
ッ
ク
理
解
と
し
て
指
摘
し
た
い
ロ
ッ
ク
の
考
え

方
は
、こ
う
表
現
で
き
る
。「
こ
れ
ら
す
べ
て
の
種
類
の
言
葉
に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
相
互
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
確
実
に
は
な
り

え
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
は
で
き
る
だ
け
正
し
く
お
互
い
を
理
解
す
る
た
め
に
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
」。
と
は
い
え
、
こ
う
し
た

私
た
ち
相
互
の
理
解
可
能
性
に
は
程
度
の
相
違
が
あ
る
。
単
純
観
念
の
言
葉
の
理
解
可
能
性
が
最
も
高
く
、
つ
ぎ
に
実
体
の
言
葉
、
そ
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し
て
混
合
様
相
の
言
葉
の
理
解
可
能
性
は
最
も
低
い
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

単
純
観
念
を
表
す
言
葉
に
つ
い
て
、
ロ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
私
た
ち
の
単
純
観
念
は
す
べ
て
、具
体
的
名
前
だ
け
で
な
く
抽
象
的
名
前
も
持
つ
。
そ
の
う
ち
の
抽
象
的
名
前
は
（
文
法
学
者

の
言
語
で
言
う
と
）
名
詞
で
あ
り
、
具
体
的
名
前
は
形
容
詞
で
あ
る
。
白
さ
と
白
い
、
甘
さ
と
甘
い
、
の
よ
う
に
で
あ
る
」

（E3.8.2.
）。

す
な
わ
ち
、
単
純
観
念
を
示
す
言
葉
は
、
そ
の
意
味
と
し
て
抽
象
観
念
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
私
が
す
で
に
指

摘
し
た
よ
う
に
、
単
純
観
念
を
示
す
言
葉
は
直
示
可
能
な
単
純
な
知
覚
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
に
と
っ
て
そ
う
し
た

言
葉
が
何
を
表
示
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
同
意
を
与
え
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
で
は

ロ
ッ
ク
は
、
私
た
ち
は
抽
象
観
念
を
ど
の
よ
う
に
し
て
獲
得
で
き
る
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
歴
史
的
に
き
わ
め
て
有

名
な
（
バ
ー
ク
リ
の
批
判
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
す
）
ロ
ッ
ク
の
議
論
を
引
い
て
お
こ
う
。

「
抽
象
観
念
は
、
子
ど
も
た
ち
や
ま
だ
訓
練
さ
れ
て
い
な
い
心
に
は
、
特
殊
観
念
ほ
ど
明
瞭
で
も
な
い
し
容
易
で
も
な
い
。
も
し

抽
象
観
念
が
成
人
た
ち
に
明
瞭
で
容
易
に
見
え
る
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
、
彼
ら
が
そ
れ
を
絶
え
ず
使
い
馴
染
ん

だ
た
め
に
そ
う
な
る
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、抽
象
観
念
に
つ
い
て
詳
細
に
省
察
す
れ
ば
分
か
る
だ
ろ
う
が
、

一
般
観
念
は
心
が
作
る
虚
構
で
あ
り
案
出
物
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
難
点
を
伴
い
、
私
た
ち
が
想
像
し
が
ち
な
ほ
ど
容
易
に
は

出
現
し
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
三
角
形
の
一
般
観
念
を
形
成
す
る
こ
と
は
な
ん
ら
か
の
骨
折
り
と
熟
練
が
要
求

さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
（require som

e pains and skill

）…
…
と
い
う
の
は
、
三
角
形
の
一
般
観
念
は
、
斜
角
で
も
直
角
で
も
な
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く
、
等
辺
で
も
二
等
辺
で
も
不
等
辺
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
す
べ
て
で
あ
る
と
同
時
に
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
で
も
な
い
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」（E4.7.9.

）。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
小
学
校
低
学
年
で
数
の
概
念
を
教
え
る
と
き
に
た
ま
に
発
生
す
る
事
態
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
リ
ン
ゴ

や
ミ
カ
ン
な
ど
の
具
体
物
で
数
を
数
え
て
い
た
子
ど
も
が
、
急
に
、
具
体
的
な
事
物
か
ら
抽
象
さ
れ
た
数
の
計
算
を
提
示
さ
れ
た
と
き
、

思
考
が
付
い
て
い
か
ず
、
意
味
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
場
合
が
あ
る
。
抽
象
観
念
を
使
用
す
る
に
は
、
あ
る
種
の
訓
練
が
必
要
な
の
で

あ
る
。

で
は
次
に
、
実
体
を
表
す
言
葉
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
、「
実
体
」
は
、
単
純
観
念
の
集
合
か
ら
な
る
複
雑

観
念
の
一
つ
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
の
読
み
手
の
ほ
ぼ
す
べ
て
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、ロ
ッ
ク
は
、実
体
の
実
在
的
本
質
（real essence

）

は
本
来
的
に
不
可
知
で
あ
り
、私
た
ち
は
特
定
の
実
体
が
何
で
あ
る
か
を
知
る
の
は
実
体
の
唯
名
的
本
質
（nom

inal essence

）
を
通
じ

て
で
あ
る
と
、
そ
う
主
張
す
る
。

「
私
た
ち
は
、
事
物
の
実
在
的
本
質
を
知
ら
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
一
般
語
を
必
要
と
す
る
の
で
、
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
、
次

の
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
物
の
中
に
一
緒
に
合
一
さ
れ
て
い
て
一
つ
の
複
雑
観
念
を

形
成
す
る
と
見
い
だ
せ
る
よ
う
な
、
あ
る
数
の
単
純
観
念
を
集
め
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
だ
け
な
の
で
あ
る
」（E3.6.21.

）。

「
私
た
ち
が
自
然
の
諸
実
体
を
種
に
類
別
し
区
別
す
る
の
は
、
心
が
作
る
唯
名
的
本
質
に
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
事
物
自
体
に
見

い
だ
さ
れ
る
は
ず
の
実
在
的
本
質
に
は
存
し
な
い
」（E3.6.11.

）。
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け
れ
ど
も
、
で
は
、
私
た
ち
は
そ
う
し
た
唯
名
的
本
質
を
ど
の
よ
う
に
し
て
確
立
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
ロ
ッ

ク
の
言
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
彼
の
考
え
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
明
確
に
示
し
て
い
る
。

「
人
々
は
、
あ
る
名
前
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
何
か
の
種
の
事
物
に
属
す
る
単
純
観
念
あ
る
い
は
性
質
の
正
確
な
数
に
つ
い
て
、

互
い
に
一
致
す
る
こ
と
か
ら
き
わ
め
て
か
け
離
れ
て
い
る
。
実
際
、
そ
れ
は
不
思
議
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
の
中
で
恒

常
的
か
つ
不
可
分
離
的
に
合
一
し
、
同
じ
主
体
の
内
に
い
つ
も
一
緒
に
見
い
だ
さ
れ
る
は
ず
の
、
単
純
観
念
は
何
で
あ
り
、
ど

の
く
ら
い
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
い
だ
す
の
に
は
、
多
く
の
時
間
、
骨
折
り
、
熟
練
、
厳
密
な
探
究
、
そ
し
て
長
い
検
討
を

必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
人
は
、
こ
の
こ
と
の
た
め
の
十
分
な
時
間
、
そ
れ
を
し
よ
う
と
す
る
傾
向
性
、
勤
勉

さ
の
ど
れ
か
を
、
許
容
で
き
る
程
度
に
さ
え
及
ば
ず
、
欠
い
て
い
る
の
で
、
事
物
の
ご
く
少
数
の
表
に
出
て
い
る
外
部
的
現
れ

に
甘
ん
じ
て
、
生
活
の
日
常
事
の
た
め
性
急
に
区
別
し
種
別
し
て
し
ま
う
」（E3.6.30.

）。

明
ら
か
に
、
ロ
ッ
ク
の
こ
の
論
調
は
、
歴
史
上
著
名
な
、「
生
得
概
念
」
に
対
す
る
彼
の
徹
底
し
た
拒
絶
の
議
論
と
厳
密
に
対
応
し
て
い

る
。
私
た
ち
は
、
観
念
を
得
た
り
知
識
を
得
た
り
す
る
た
め
に
は
、
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
混
合
様
相
の
唯
名
的
本
質
と
比
較
し
た
場
合
は
、
事
態
は
や
や
異
な
っ
て
く
る
。
実
体
の
唯
名
的
本
質
の
作
成
に
は
一

定
の
制
限
が
掛
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
こ
う
し
た
諸
実
体
の
唯
名
的
本
質
は
心
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
、混
合
様
相
の
唯
名
的
本
質
ほ
ど
恣
意
的

に
作
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
…
…
心
は
、
諸
実
体
の
複
雑
観
念
を
作
る
と
き
、
た
だ
自
然
に
従
う
。
そ
し
て
自
然
の
中
で
合
一

さ
れ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
な
い
も
の
は
決
し
て
一
緒
に
し
な
い
。
誰
も
、
自
分
の
頭
を
妄
想
で
満
た
し
、
自
分
の
議
論
を
理
解
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不
可
能
な
言
葉
で
満
た
す
の
で
な
い
限
り
、
羊
の
声
と
馬
の
姿
と
を
連
結
さ
せ
た
り
、
鉛
の
色
を
金
の
重
さ
や
固
さ
と
連
結
さ

せ
た
り
し
て
、
な
ん
ら
か
の
実
在
の
実
体
の
複
雑
観
念
と
す
る
こ
と
は
し
な
い
」（E3.6.28.

）。

６　

混
合
様
相
の
創
造

さ
て
、
で
は
混
合
様
相
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ロ
ッ
ク
言
語
論
の
中
で
混
合
様
相
に
対
す
る
明
確
か
つ
決
定
的
な

ポ
イ
ン
ト
は
、「
混
合
様
相
と
関
係
の
名
前
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
『
知
性
論
』
第
3
巻
第
5
章
の
冒
頭
の
節
タ
イ
ト
ル
に
簡
潔
に
言

い
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
こ
う
で
あ
る
。

S.1. 「
そ
れ
ら
は
、
一
般
名
と
同
様
に
抽
象
観
念
を
表
示
す
る
」

S.2. 「
第
一
に
、
そ
れ
ら
が
表
示
す
る
観
念
は
知
性
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
」

S.3. 「
第
二
に
、
恣
意
的
に
、
そ
し
て
範
型
な
し
に
、
作
ら
れ
る
」

た
と
え
ば
、
混
合
様
相
と
い
う
こ
と
で
意
味
さ
れ
る
の
は
、
新
た
に
発
明
・
考
案
さ
れ
た
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
かiPS

細
胞
と
か
ビ
ッ

ト
コ
イ
ン
な
ど
な
ど
の
よ
う
な
）
機
器
や
道
具
か
、
あ
る
い
は
新
た
に
発
見
・
提
案
さ
れ
た
（
尊
属
殺
人
と
か
間
接
正
犯
と
か
大
福
主

義
と
か
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
か
不
確
定
性
原
理
な
ど
の
よ
う
な
）
概
念
や
理
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
混
合
様
相
に
つ
い
て
は
、
発

見
と
か
自
由
な
創
造
と
い
う
要
素
が
圧
倒
的
か
つ
強
調
的
に
ハ
イ
ラ
イ
ト
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
心
は
一
つ
の
名
前
に
よ
っ
て
諸
観
念
を
一
緒
に
束
ね
る
。
も
し
こ
の
作
業
の
際
に
心
が
ど
の
よ
う
に
進
み
、ど
の
よ
う
な
自
由



ロ
ッ
ク
言
語
論
と
「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
性
」
の
問
題

二
三

を
行
使
す
る
か
に
つ
い
て
吟
味
し
た
な
ら
、混
合
様
相
の
種
の
そ
れ
ら
の
本
質
が
い
か
に
心
の
作
品
（the W

orkm
anship of the 

M
ind

）
で
あ
る
か
を
、私
た
ち
は
即
座
に
見
て
取
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、そ
う
し
た
混
合
様
相
の
種
そ
の
も
の
が
人
々

が
作
っ
た
も
の
（M

en's m
aking

）
で
あ
る
こ
と
も
見
て
取
る
だ
ろ
う
」（E3.5.4.

）。

「
混
合
様
相
の
こ
う
し
た
種
は
知
性
の
製
作
品
（the C

reatures of the U
nderstanding

）
な
の
で
あ
る
」　
（E3.5.6.

）。

し
か
し
な
が
ら
、
も
し
混
合
様
相
の
観
念
が
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
混
合
様
相
の
名
前
の
意
味
（
す
な
わ

ち
観
念
）
は
発
明
者
あ
る
い
は
創
造
者
に
の
み
属
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
と
し
た
ら
、
そ
う
し
た
混
合
様
相
を
表
示

す
る
言
語
は
「
私
的
言
語
」
と
呼
ば
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
体
ど
う
や
っ
て
そ
れ
ら
混
合
様
相
の
名
前
の
意

味
を
他
者
が
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
し
か
し
実
際
、
ロ
ッ
ク
は
混
合
様
相
の
名
前
の
意
味
を
明
晰
化
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
き
わ

め
て
懐
疑
的
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
明
確
に
示
す
箇
所
を
、
少
し
長
い
が
、
き
わ
め
て
ク
ル
ー
シ
ャ
ル
な
の
で
引
用
す
る
。

「
混
合
様
相
の
名
前
が
通
常
学
ば
れ
る
仕
方
も
、そ
の
意
義
が
疑
わ
し
い
と
い
う
事
態
に
少
な
か
ら
ず
拍
車
を
掛
け
て
い
る
…
…

混
合
様
相
、
と
く
に
中
で
も
最
も
重
要
な
も
の
、
す
な
わ
ち
道
徳
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、
そ
の
音
が
最
初
に
学
ば
れ
、
そ
れ
か

ら
そ
の
音
が
ど
の
よ
う
な
複
雑
観
念
を
表
示
す
る
か
を
知
る
た
め
、
他
人
の
解
明
の
世
話
に
な
る
か
、
あ
る
い
は
（
そ
れ
が
た

い
て
い
の
場
合
起
こ
る
こ
と
だ
が
）
自
分
自
身
の
観
察
と
勤
勉
（their ow

n O
bservation and industry

）
に
ま
か
せ
る
か
、
い

ず
れ
か
と
な
る
。
し
か
し
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
名
前
の
真
な
る
そ
し
て
精
確
な
る
意
味
の
探
究
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い

の
で
、
こ
う
し
た
道
徳
の
言
葉
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
々
の
口
に
あ
っ
て
は
、
単
な
る
音
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、

そ
れ
が
何
か
の
意
味
を
持
つ
と
き
で
も
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
非
常
に
ず
さ
ん
で
不
確
定
な
、
し
た
が
っ
て
不
明
瞭
で

（
3
）
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混
乱
し
た
意
義
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
人
並
み
以
上
の
注
意
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
思
念
を
定
着
さ
せ
た
者
で
す
ら
、

次
の
よ
う
な
不
都
合
を
ま
ず
免
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、そ
う
し
た
者
が
そ
れ
ら
の
言
葉
に
表
示
さ
せ
よ
う
と
す
る
複
雑
観
念
が
、

他
の
知
力
が
あ
り
勤
勉
で
さ
え
あ
る
人
々
が
そ
の
言
葉
を
そ
れ
の
記
号
と
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
複
雑
観
念
と
異
な
っ
て
い

る
、
と
い
う
不
都
合
で
あ
る
」（E3.9.9.

）。

そ
し
て
ロ
ッ
ク
は
、
こ
う
し
た
事
態
を
的
確
に
示
す
表
現
と
し
て
、
次
の
ラ
テ
ン
語
の
命
題
を
提
示
す
る
。

「Si non vis intelligi, debes negligi

」（E3.9.10.

）﹇
自
分
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
努
力
し
な
け
れ
ば
、
無
視
さ
れ
る
の
は
当
然

だ
﹈。

明
ら
か
に
ロ
ッ
ク
は
、
か
な
り
辛
口
な
口
調
で
は
あ
る
が
、
私
た
ち
に
対
し
て
、
最
初
の
話
し
手
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
を
受
け
る
聞
き

手
で
あ
ろ
う
と
、
混
合
様
相
の
観
念
を
創
造
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
、
努
力
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ロ
ッ
ク
的
混
合
様
相
の
例
と
し
た
、
私
が
先
に
言
及
し
た
大
福
主
義
と
かiPS

細
胞
と
か
、
そ
う
し
た
も
の
を
思
い
出

せ
ば
、
き
わ
め
て
筋
が
通
っ
た
物
言
い
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ベ
ン
サ
ム
や
ミ
ル
や
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
や
シ
ン
ガ
ー
の
よ
う
な
哲
学
者

た
ち
は
刻
苦
勉
励
を
重
ね
て
大
福
主
義
の
理
論
を
考
案
し
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
し
、
山
中
伸
弥
教
授
も
ま
たiPS

細
胞
の
作
成
の
と

き
に
は
そ
う
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
理
論
に
つ
い
て
研
究
す
る
側
の
人
々
も
、
努
力
し
て
そ
れ
ら
を
学

ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
そ
う
し
た
人
々
は
深
刻
な
誤
解
を
し
で
か
し
た
り
、（
医
療
従
事
者
の
場
合
に
は
）
医
療
ミ

ス
を
犯
し
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。
ロ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
も
警
告
す
る
。
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「
人
々
は
、
揺
り
か
ご
に
い
る
時
代
か
ら
、
容
易
に
得
ら
れ
て
保
持
さ
れ
る
よ
う
な
言
葉
を
学
ぶ
の
に
慣
れ
親
し
ん
で
し
ま
う
。

そ
れ
は
、
言
葉
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
複
雑
観
念
を
知
っ
た
り
、
そ
う
し
た
観
念
を
形
成
し
た
り
す
る
前
か
ら
、
そ
う
な
の
で
あ

る
…
…
人
々
は
普
通
は
一
生
涯
に
わ
た
っ
て
そ
の
よ
う
に
し
続
け
る
。
確
定
さ
れ
た
観
念
を
心
の
中
に
定
着
さ
せ
る
の
に
必
要

な
骨
折
り
を
せ
ず
に
、
人
々
は
自
分
た
ち
の
持
つ
不
安
定
で
混
乱
し
た
思
念
に
言
葉
を
宛
が
い
使
用
す
る
…
…
け
れ
ど
も
、
こ

の
よ
う
に
言
葉
が
無
意
義
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
人
々
が
自
分
の
主
張
あ
る
い
は
利
害
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
筋
道
た
っ
て
議

論
す
る
段
に
な
る
と
、
明
々
白
々
に
、
お
び
た
だ
し
い
空
虚
で
理
解
不
能
な
騒
音
や
た
わ
言
で
自
分
た
ち
の
論
議
を
充
満
さ
せ

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
と
り
わ
け
、
道
徳
的
問
題
に
お
い
て
は
、
大
部
分
の
言
葉
が
、
自
然
の
中
で
は
規
則
的
か
つ
恒
久

的
に
合
一
さ
れ
て
い
な
い
恣
意
的
な
多
数
の
観
念
集
合
を
表
示
し
て
い
る
の
で
、そ
の
単
な
る
音
だ
け
が
し
ば
し
ば
考
え
ら
れ
、

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
そ
う
し
た
音
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
不
明
瞭
で
不
確
実
な
思
念
だ
け
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
」（E3.10.4.

）。

「
大
福
主
義
（
功
利
主
義
）」
と
い
う
言
葉
が
、
す
で
に
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
世
間
に
お
い
て
い
か
に
恣
意
的
に
使
用
さ
れ
、
お
門
違

い
の
批
判
に
曝
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、ロ
ッ
ク
の
辛
辣
な
警
告
は
ま
さ
し
く
耳
に
痛
い
。
利
己
主
義
と
の
区
別
さ
え
つ
け
ず
、

お
金
儲
け
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
語
ら
れ
る
と
き
、「
大
福
主
義
（
功
利
主
義
）」
と
い
う
言
葉
は
、
ま
さ
し
く
、
内
実

の
安
定
性
を
も
た
な
い
、
た
だ
の
音
の
ご
と
し
で
あ
る
。

７　

労
働
所
有
権
論
と
の
つ
な
が
り

こ
と
こ
こ
に
及
べ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
ロ
ッ
ク
の
議
論
の
道
筋
は
、
ま
こ
と
に
ぴ
っ
た
り
か
つ
厳
密
に
、
ロ
ッ
ク
の
『
統
治
論
』
第
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二
論
文
に
て
展
開
さ
れ
て
い
る
所
有
権
論
に
対
応
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
自
然
な
道
行
き
で
あ
ろ
う
。
ロ
ッ
ク
の

読
者
に
と
っ
て
、
こ
の
対
応
関
係
は
あ
ま
り
に
明
白
で
、
疑
う
余
地
は
な
い
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
が
何
か
に
対
し
て
所
有
権

（property rights

）
を
持
つ
と
い
う
の
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
最
初
は
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
り
創
造
し
た
り
す
る
労
働
や
努
力
に
根
拠

づ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
怠
惰
な
人
々
は
何
か
を
所
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、結
果
的
に（
飢

餓
や
疾
病
に
よ
っ
て
）
害
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
言
葉
を
案
出
し
た
り
、
創
造
し
た
り
、
理
解
し
た
り
す
る
こ
と
、
と

り
わ
け
混
合
様
相
の
言
葉
を
案
出
し
た
り
理
解
し
た
り
す
る
こ
と
も
ま
た
、
上
で
見
た
よ
う
に
、
私
た
ち
の
努
力
や
骨
折
り
に
よ
っ
て

確
立
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
怠
惰
な
人
々
は
誤
解
や
医
療
ミ
ス
を
し
で
か
し
う
る
し
、
結
果
的
に
害
さ
れ
た
り
信
頼
性
を
失
っ
た

り
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ロ
ッ
ク
の
労
働
や
努
力
を
重
視
す
る
見
方
は
、
お
そ
ら
く
、
当
時
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
か
ら
影
響
を

受
け
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ロ
ッ
ク
の
労
働
所
有
権
論
は
、「
私
的
所
有
」（private property

）
を
ど
の
よ
う
に
正
当
化
す
る
か
に
つ
い
て
の
歴

史
的
に
著
名
な
議
論
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
有
名
な
一
節
を
引
く
。

「
す
べ
て
の
人
間
は
自
分
自
身
の
パ
ー
ソ
ン
に
対
す
る
所
有
権
を
持
つ
。こ
れ
に
つ
い
て
は
本
人
以
外
の
誰
に
も
い
か
な
る
権
利

も
持
た
な
い
。
彼
の
身
体
の
労
働
と
手
の
働
き
と
は
、
彼
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
が
供

給
し
、
自
然
が
残
し
て
お
い
た
状
態
の
中
か
ら
彼
が
取
り
出
す
も
の
は
何
で
あ
れ
、
彼
は
そ
れ
に
自
分
の
労
働
を
混
合
し
、
そ

の
も
の
に
彼
固
有
の
も
の
を
結
び
つ
け
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
を
彼
自
身
の
所
有
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自

然
が
設
定
し
た
共
有
の
状
態
か
ら
彼
に
よ
っ
て
取
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、そ
れ
に
は
、彼
の
労
働
に
よ
っ
て
、他
の
人
々

の
共
有
を
排
除
す
る
何
か
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
」（T2.27.

）。
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一
方
で
、
た
し
か
に
、
す
で
に
以
前
に
引
用
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク
は
、
観
念
あ
る
い
は
観
念
に
伴
う
思
考
に
つ
い
て
「
そ
う

し
た
思
考
は
す
べ
て
そ
の
人
自
身
の
胸
の
内
に
あ
っ
て
目
に
見
え
ず
、
他
者
か
ら
隠
さ
れ
、
ま
た
ひ
と
り
で
に
露
わ
に
な
る
こ
と
は
あ

り
え
な
い
」（E3.2.1.

）
と
宣
言
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
性
」
が
指
示
し
て
い
る
こ
と
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

が
攻
撃
し
た
よ
う
な
、
何
か
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
で
理
解
不
可
能
な
事
態
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
人
称
に
属
す
る
あ
る
種
の
状
態
の
こ
と
に

す
ぎ
な
い
と
理
解
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
の
限
り
で
は
、
ロ
ッ
ク
は
言
語
と
い
う
も
の
を
何
か
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
も
の
で
あ
る
と
見
な
し

て
い
た
と
言
っ
て
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
他
方
で
、
ロ
ッ
ク
は
、
言
葉
（
と
り
わ
け
混
合
様
相
の
言
葉
、
な
か
で
も
さ
ら
に
は
道
徳
の
混
合
様
相
の
言
葉
に
つ
い
て
）

を
考
案
し
た
り
理
解
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
の
努
力
を
要
求
し
、
骨
折
り
を
要
求
す
る
と
、
い
く
度
と
な
く
強
力
に
主
張
し
て

い
る
。
し
か
る
に
、
ロ
ッ
ク
は
、
私
た
ち
の
労
働
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
私
的
所
有
論
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
す
べ
て
総
合
的
に
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
私
が
提
示
し
た
い
捉
え
方
は
、

ロ
ッ
ク
の
言
語
論
を
、
私
た
ち
の
言
語
や
言
葉
の
意
味
を
一
種
の
私
的
所
有
と
し
て
理
解
す
る
議
論
と
し
て
解
釈
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、こ
こ
で
は「
物
的
所
有（
物
的
財
産
）」（real property

）と「
知
的
所
有（
知
的
財
産
）」（intellectual 

property

）
と
の
概
念
的
区
別
を
し
っ
か
り
と
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
言
葉
の
意
味
に
対
す
る
私
的
所
有
を
、

土
地
や
家
や
自
動
車
や
本
な
ど
へ
の
物
的
所
有
と
見
な
す
こ
と
は
端
的
に
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
う
考
え
る
し
か

な
い
。
す
な
わ
ち
、「
知
的
所
有
」、
そ
れ
こ
そ
が
ロ
ッ
ク
言
語
論
に
お
い
て
本
質
的
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
だ
、
と
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
、
ロ
ッ
ク
自
身
は
知
的
所
有
あ
る
い
は
知
的
財
産
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ

（
4
）
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の
こ
と
に
つ
い
て
、
ロ
ッ
ク
自
身
の
発
言
に
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
シ
フ
リ
ン
が
こ
の
点
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ

は
１
６
６
２
年
の
認
可
条
例
の
更
新
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
そ
の
著
作
権
条
文
に
対
し
て
、
そ
れ
は
刊
行
者
に
独
占
権
を
許

す
こ
と
に
な
り
、学
者
た
ち
が
「
最
上
の
ラ
テ
ン
語
の
著
者
た
ち
の
真
実
の
素
晴
ら
し
い
書
籍
の
写
し
」（Shiffrin 2001, p.154

）
を
得

る
こ
と
を
妨
げ
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、
強
く
反
対
し
た
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
言
う
。

「
刊
行
後
す
で
に
50
年
も
経
っ
た
い
か
な
る
本
に
つ
い
て
、
誰
も
特
定
の
権
利
を
持
つ
べ
き
で
は
な
い
。
誰
で
あ
れ
、
他
の
人
々

同
様
、
そ
れ
を
印
刷
す
る
自
由
を
持
ち
う
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
固
定
的
な
権
限
を
刊
行
者
に
認
め
て
そ
れ
以
外
の

人
々
の
自
由
を
阻
害
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
素
晴
ら
し
い
書
籍
が
結
局
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
、

書
籍
出
版
組
合
が
適
切
だ
と
思
う
と
き
に
古
典
的
テ
キ
ス
ト
を
印
刷
す
る
の
と
同
様
に
は
、
私
は
そ
れ
を
印
刷
で
き
な
い
と
す

る
、
い
か
な
る
自
然
的
な
理
由
も
存
在
し
な
い
。
誰
に
対
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
印
刷
す
る
自
由
を
認
め
る
こ
と
こ
そ
が
、
間
違

い
な
く
、
そ
う
し
た
古
典
的
書
籍
を
一
層
廉
価
で
一
層
良
い
も
の
に
す
る
方
法
な
の
で
あ
る
」（The Life and Letters of John 

Locke 1972, p.205

）。

さ
て
、
で
は
、
こ
の
ロ
ッ
ク
自
身
の
発
言
の
ゆ
え
に
、
ロ
ッ
ク
は
知
的
所
有
権
（
知
的
財
産
権
）
を
拒
否
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
少
な

く
と
も
、
知
的
所
有
権
に
つ
い
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
で
あ
る
、
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
こ
に
引
用
し
た
ロ
ッ
ク
自
身
の
発
言
は
、
あ
く
ま
で
、
す
で
に
刊
行
後
50
年
以
上
が
経
過
し
た
よ
う
な
古
典
的
な
書
籍
に
つ
い
て
だ

か
ら
で
あ
る
。
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知
的
所
有
と
し
て
の
言
語

知
的
所
有
権
（
知
的
財
産
権
）
の
概
念
は
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
に
お
い
て
激
し
い
論
争
の
的
と
な
る
。

1）
知
的
所
有
権
の
概
念
を
ど
の
よ
う
に
正
当
化
で
き
る
か
は
ま
だ
決
着
し
て
い
な
い
。

2）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
ま
か
に
言
っ
て
、
世
界
中
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
国
で
こ
の
概
念
を
受
容
し
て
い
る
。

3）  

そ
れ
ゆ
え
、
知
的
所
有
権
を
侵
犯
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
行
為
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
道
徳
的
非
難
を
浴
び
せ
る
傾
向
に
あ
る
。

4）  

し
か
し
な
が
ら
、
私
た
ち
は
同
時
に
、
知
的
所
有
権
は
時
間
的
ス
パ
ン
に
関
し
て
制
限
さ
れ
た
意
味
に
お
い
て
の
み
正
当
化
で
き

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
制
限
な
し
に
正
当
化
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
容
認
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
れ
ば
、
今
日
の
文
脈
で
、
知
的
所
有
に
つ
い
て
の
理
論
的
諸
著
述
の
中
で
支
配
的
な

見
解
と
し
て
、
四
つ
の
観
点
が
あ
る
、
と
さ
れ
る
（Fisher 2001, p.173

）。
す
な
わ
ち
、
①
大
福
主
義
（
功
利
主
義
）、
②
労
働
理
論
、

③
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
理
論
、
④
社
会
計
画
理
論
、
の
四
つ
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
で
、
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
詳
細
に
吟
味
す
る
こ
と

は
し
な
い
。
け
れ
ど
も
、
明
ら
か
に
確
認
で
き
る
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
は
、
ロ
ッ
ク
の
「
私
的
所
有
権
」
論
は
知
的
所
有
権
の
概
念
に
き

わ
め
て
う
ま
く
適
合
す
る
。
と
り
わ
け
上
の
四
つ
の
観
点
の
内
の
②
と
③
に
関
し
て
は
大
変
良
く
適
合
す
る
と
い
う
、こ
の
点
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
ロ
ッ
ク
の
議
論
に
沿
う
形
で
知
的
所
有
権
を
正
当
化
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
反
対
論
が
あ
る
。
代
表

的
な
反
対
論
の
一
つ
は
シ
フ
リ
ン
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
女
は
、ロ
ッ
ク
の
所
有
権
論
を
解
釈
す
る
に
当
た
っ
て
、

大
変
ユ
ニ
ー
ク
な
こ
と
に
、
労
働
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
よ
う
に
一
見
見
え
る
私
的
所
有
権
で
は
な
く
て
、
ロ
ッ
ク
の
所
有
権
論
に
つ

い
て
の
議
論
の
最
初
に
仮
定
さ
れ
て
い
る
「
共
同
所
有
」（com

m
on ow

nership

）
に
焦
点
を
当
て
る
。
彼
女
は
こ
こ
を
強
く
読
み
込
む

自
身
の
見
方
を
「
共
同
所
有
テ
ー
ゼ
」
と
呼
ぶ
（Shiffrin 2001, p.143

）。
こ
の
テ
ー
ゼ
に
従
う
と
、「
労
働
」
は
実
は
単
に
補
助
的
な

役
割
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ロ
ッ
ク
の
記
す
よ
う
な
「
そ
う
し
た
占
有
と
そ
れ
に
よ
っ
て
発
生
す
る
労
働
は
、
土
地
の
潜
在
的
生
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産
性
を
現
実
化
す
る
の
に
、
非
常
に
実
効
的
で
一
層
効
果
的
な
の
で
あ
る
」（ibid.

）。
つ
ま
り
、
労
働
は
、
神
に
よ
っ
て
共
有
の
も
の

と
し
て
与
え
ら
れ
た
土
地
な
ど
の
有
効
性
を
高
め
る
と
い
う
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
っ
て
、私
的
所
有
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
、

と
理
解
す
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
シ
フ
リ
ン
の
観
点
か
ら
す
る
と
、「
物
的
財
産
と
そ
の
有
効
使
用
に
つ
い
て
の
仮
定
と
対
比
的
に
、
知
的
作
品
が
す
べ
て

に
渡
っ
て
効
果
的
に
使
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
一
般
的
に
共
通
使
用
に
依
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
排
他
的
で
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
使
用

に
よ
る
の
で
は
な
い
。
も
し
世
界
が
認
可
し
た
も
の
を
効
果
的
に
個
人
使
用
す
る
こ
と
が
、
ロ
ッ
ク
の
所
有
に
つ
い
て
の
議
論
を
促
進

す
る
価
値
な
の
だ
と
し
た
ら
、
知
的
生
産
物
を
自
由
に
か
つ
共
通
に
使
用
す
る
こ
と
が
、
そ
う
し
た
効
果
的
な
個
人
使
用
に
貢
献
す
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
種
類
の
所
有
は
、
強
い
権
利
と
し
て
現
れ
る
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
占
有
に
抗
う
も
の
に
な
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
」（Shiffrin 2001, p.166

）。
要
す
る
に
、
ロ
ッ
ク
の
所
有
権
論
は
、
実
は
排
他
的
な
私
的
所
有
を
正
当
化
す
る
も
の

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
、
労
働
と
い
う
副
次
的
契
機
を
媒
介
し
て
、
共
通
財
産
を
よ
り
価
値
の
あ
る
も
の
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
議
論

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
知
的
所
有
権
の
概
念
が
排
他
的
な
個
人
的
所
有
権
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
ロ
ッ
ク
の
議
論
は
知
的
所
有
権
概

念
に
は
適
用
さ
れ
な
い
、
と
す
る
議
論
で
あ
る
。
通
説
に
反
す
る
、
か
な
り
大
胆
な
解
釈
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

正
直
、
私
は
こ
う
し
た
論
争
に
関
し
て
結
論
的
な
こ
と
を
述
べ
る
の
は
躊
躇
う
。
お
そ
ら
く
、
こ
こ
で

と
な
る
論
点
は
、
物
的
財

産
と
知
的
所
有
と
の
区
別
を
ど
の
よ
う
に
再
理
解
す
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
詳
し
い
議
論
展
開
は
ま
だ
で
き
な
い
が
、

さ
し
あ
た
り
の
私
の
考
え
を
ス
ケ
ッ
チ
的
に
記
せ
ば
、
こ
の
区
別
を
、
医
療
倫
理
の
文
脈
に
お
け
る
「
治
療
」（cure

）
と
「
エ
ン
ハ
ン

ス
メ
ン
ト
」（enhancem

ent

）
の
区
別
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
（
大
ま
か
な
形
で
は
）
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ

て
い
る
。
次
の
図
の
よ
う
に
例
解
し
て
み
る
。



ロ
ッ
ク
言
語
論
と
「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
性
」
の
問
題

三
一

　
　
　

「
治
療
」
は
健
康
な
生
活
に
戻
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。
同
様
に
、（
衣
食
住
の
よ
う
な
）「
物
的
財
産
つ
ま
り
は
物
的
私
有
財
産
」
は
、

私
た
ち
が
生
活
す
る
た
め
に
必
須
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
、
い
わ
ば
マ
イ
ナ
ス
を
ゼ
ロ
に
戻
す
営
為
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、（
美
容

整
形
や
人
間
の
生
殖
細
胞
に
対
す
る
ゲ
ノ
ム
編
集
な
ど
の
）「
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
」
は
私
た
ち
が
当
座
生
活
す
る
の
に
不
可
欠
で
あ
る

　　　　　エンハンスメント・知的所有　　　 増進・豊か

 健康・通常

　　　　　治療・物的財産　　　　　　　　　 疾病・必須
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と
は
言
え
な
い
。
同
様
に
、（
概
念
や
理
論
や
手
法
の
創
出
な
ど
に
対
す
る
よ
う
な
）「
知
的
所
有
権
」
は
、
私
た
ち
が
い
ま
ま
で
の
よ

う
に
生
活
す
る
分
に
は
必
須
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
車
の
自
動
運
転
技
術
やiPS

細
胞
に
よ
る
心
臓
病
治
療
な
ど
は
過
去
に
は
存
在

し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
が
な
く
て
も
、
さ
し
あ
た
り
私
た
ち
は
い
ま
ま
で
同
じ
よ
う
に
は
生
活
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、

「
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
」
や
「
知
的
所
有
」
は
、
い
わ
ば
ゼ
ロ
か
ら
プ
ラ
ス
に
進
も
う
と
す
る
営
為
で
あ
る
。

加
え
て
、
お
そ
ら
く
、
い
わ
ゆ
る
「
ロ
ッ
ク
的
但
し
書
き
」（Lockean proviso

）
あ
る
い
は
「
自
然
法
」
が
、「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
知

的
所
有
権
」
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ケ
ー
ス
で
許
容
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
ど
う
か
、
に
つ
い
て
の
基
準
と
し
て
機
能
し
う
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、「
ロ
ッ
ク
的
但
し
書
き
」
と
お
お
ま
か
に
解
さ
れ
る
「
十
分
性
限
定
」（enough and good condition

）
と
「
浪
費
制
限
」（w

aste 

condition

）、
お
よ
び
、
自
然
法
が
命
ず
る
「
自
己
保
存
」（self-preservation

）
と
「
人
類
保
存
」（preserving all m

ankind

）
に
照
ら

し
て
、「
物
的
財
産
」
の
場
合
と
同
様
に
、「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
知
的
所
有
権
」
に
対
し
て
も
適
用
範
囲
を
制
限
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
大
福
主
義
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
所
有
す
る
こ
と
は
「
ロ
ッ
ク
的
但
し
書
き
」
を
ク
リ
ア
す
る
し
、
同
時
に
そ
の
ア
イ
デ
ィ

ア
は
人
類
保
存
を
促
進
（
エ
ン
ハ
ン
ス
）
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
福
主
義
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
提
起
し
た
者
に
は
、
そ
れ
に
対
す
る
「
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
な
知
的
所
有
権
」
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
部
分
的
に
は
許
容
さ
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
う
し
た
許
容
は
、
人
類
が
さ

ら
に
良
い
状
態
で
保
存
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
、
一
定
の
制
限
が
加
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
暫
定
的
な
結
論
を
示
し
て
論
を
閉
じ
た
い
。
ロ
ッ
ク
言
語
論
に
お
け
る
言
葉
の
意
味
は
、
知
的
所
有
権
の
概
念
と

結
び
つ
き
う
る
理
論
的
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
福
主
義
の
よ
う
な
理
論
的
概
念
に
限
ら
ず
、
た
と
え

ば
、
単
な
る
風
景
を
見
て
い
て
、
そ
れ
を
言
葉
に
し
て
表
現
し
た
と
き
に
も
当
て
は
ま
る
。
む
ろ
ん
、
そ
う
し
た
表
現
が
詩
歌
の
場
合

は
知
的
所
有
権
が
そ
こ
に
発
生
し
う
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
理
解
し
や
す
い
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
何
の
芸
術
性
も
も
た
な
い

し
意
図
し
て
い
な
い
（「
何
し
て
た
の
」
と
い
う
家
族
か
ら
の
問
い
に
応
じ
る
場
合
の
よ
う
な
）
単
な
る
会
話
や
報
告
の
言
葉
で
も
そ
う
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な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
言
葉
に
よ
る
報
告
は
、
も
し
か
し
た
ら
、
場
合
に
よ
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
目
撃
情
報
に
も
な
り

う
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
本
性
的
に
つ
ね
に
胚
胎
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
そ
れ
が
目
撃
情
報
と
し
て
照
会
さ

れ
る
と
き
に
は
、
報
告
者
は
き
ち
ん
と
ま
と
ま
っ
た
文
に
し
よ
う
と
努
力
す
る
わ
け
だ
し
（
労
働
所
有
権
論
を
想
起
せ
よ
）、
そ
う
し
た

目
撃
情
報
は
金
銭
的
報
酬
に
も
つ
な
が
り
う
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
種
の
所
有
権
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
い
つ
で
も
、
と
り
た
て
て
所

有
権
と
い
う
ほ
ど
の
価
値
が
顕
在
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
。ほ
と
ん
ど
の
言
葉
は
、所
有
権
に
な
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
が
あ
る
と
言
っ

て
も
、
泡
の
よ
う
に
時
と
と
も
に
消
え
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
敷
衍
を
踏
ま
え
て
、
強
い
述
べ
方
で
閉
じ
よ
う
。
ロ
ッ
ク
言
語
論
に
お
け
る
言
葉
の
意
味
は
、
経
済
的
価
値
や
社
会
的
価
値

を
さ
し
あ
た
り
脇
に
置
く
限
り
、
つ
ね
に
「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
知
的
所
有
権
」
の
潜
在
的
・
可
能
的
対
象
と
見
な
さ
れ
う
る
の
だ
、
と
。

＊
本
論
考
は
、
２
０
１
８
年
12
月
14
日
に
龍
谷
大
学
で
開
催
さ
れ
た
「
龍
谷
哲
学
会
」
で
の
発
表
、
お
よ
び
２
０
１
９
年
9
月
11
日
に

英
国O

xford

大
学St Peter's C

ollege

に
て
開
催
さ
れ
た
日
本
イ
ギ
リ
ス
哲
学
会
海
外
部
会（U

K
-Japan Special C

onference: A
spects 

of Early M
odern B

ritish Philosophy

）
で
の
発
表
、
に
基
づ
い
て
い
る
。
ま
だ
完
成
途
上
だ
が
、
一
つ
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
こ
こ
に

発
表
し
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
会
議
に
お
い
て
貴
重
な
質
問
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
し
た
い
。

　

注
⑴　

と
は
い
え
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
ト
ロ
リ
ー
問
題
」
の
よ
う
な
究
極
的
選
択
を
迫
る
問
題
が
八
方
丸
く
収
ま
る
形
で
解
決
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
は
義
務
論
的
な
立
場
を
取
っ
た
と
し
て
も
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
付
け
加
え
れ
ば
、「
ト
ロ
リ
ー
問
題
」
は
単
な
る
思
考
実
験
で
あ
る
、

と
し
て
重
視
し
な
い
人
も
多
い
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
米
国
に
よ
る
広
島
・
長
崎
の
原
爆
投
下
の
正
当
化
理
論
も
、
結
局
は
、
20
万
人
以
上
の
爆
死
が

発
生
し
た
と
し
て
も
、
原
爆
投
下
を
せ
ず
に
日
本
が
戦
争
を
続
け
て
い
っ
た
場
合
の
も
っ
と
多
く
の
死
者
と
比
較
し
た
な
ら
ば
、
原
爆
投
下
の
方
が
よ
い
、
と
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い
う
理
論
で
あ
り
、「
ト
ロ
リ
ー
問
題
」
と
構
造
は
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
自
動
車
を
法
的
に
許
容
し
て
い
る
私
た
ち
の
社
会
に
お
け
る
理
屈
も
ま
た
同
様
で

あ
る
。
日
本
に
限
っ
て
も
、
自
動
車
事
故
に
よ
る
死
亡
は
年
間
３
０
０
０
人
を
超
え
る
。
自
動
車
は
あ
る
意
味
で
凶
器
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
自
動
車
が
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
救
急
車
も
消
防
車
も
な
く
、
バ
ス
も
タ
ク
シ
ー
も
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
い
の
ち
は
年
間
３
０
０
０
人
で
は
き
か
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
自
動
車
は
許
可
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
ト
ロ
リ
ー
問
題
」
を
極
端
な
思
考
実
験
と
見
な
し
て
真
剣
な
考
察
の
目
を
向
け
な
い
と
し
た
ら
、
そ

れ
は
学
問
的
怠
慢
で
あ
る
。

⑵　

私
が
こ
こ
で
「
ピ
カ
デ
リ
ー
」
や
「
グ
ダ
ニ
ス
ク
」
と
い
っ
た
固
有
名
に
言
及
し
な
が
ら
焦
点
を
当
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
指
示
対
象
は
何
か

と
い
っ
た
意
味
論
的
問
題
性
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
私
は
む
し
ろ
、
言
葉
や
音
を
知
覚
し
た
と
き
に
各
人
が
抱
く
心
的
表
象
、
な
に

か
「
ク
オ
リ
ア
」
に
似
た
も
の
、
そ
れ
に
目
線
を
注
ご
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑶　

も
し
か
し
た
ら
、
こ
う
し
た
混
合
様
相
は
い
わ
ゆ
る
「
メ
レ
オ
ロ
ジ
カ
ル
な
和
」（m

ereological sum

）
と
親
和
的
か
も
し
れ
な
い
。

⑷　

今
日
で
は
「
知
的
財
産
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
一
般
的
だ
が
、
ロ
ッ
ク
の
所
有
権
論
と
の
絡
み
で
こ
の
問
題
を
論
じ
る
た
め
、
本
論
文
で
は
「
知
的
所
有
」

と
表
記
す
る
。
内
実
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
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