
ア
ワ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
に
お
け
る
言
葉
の
効
用
富
i
-
i
訂
s
く
e
旨
0
2
ヨ
)
の
問
題

De

M
a
g
i
s
t
r
?
∴
ご
∴
岩
～
婆
で
芸

序

樋

笠

勝

士

ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
の
思
想
が
一
般
に
回
心
(
c
ロ
コ
く
2
r
S
i
O
)
の
哲
学
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
｡
そ
れ
は
､
一
言
で

言
え
ば
こ
の
思
想
の
主
眼
が
､
人
間
の
外
在
的
諸
事
物
へ
の
傾
向
を
自
己
の
精
神
の
内
奥
へ
の
志
向
に
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
か

ら
で
あ
る
｡
こ
の
外
か
ら
内
へ
と
い
う
自
己
還
帰
の
思
想
を
支
え
て
い
る
の
は
｢
外
か
ら
勧
め
､
内
で
教
え
る
(
f
O
r
i
s

a
d
ヨ
O
n
e
t
-

i
コ
t
u
S

d
O
C
2
t
)
｣
と
い
う
根
本
命
題
で
あ
る
｡
｢
外
｣
と
は
感
覚
を
介
し
た
物
体
的
対
象
の
把
捉
の
場
で
あ
り
､
｢
内
｣
と
は
精
神

に
よ
る
真
理
の
把
捉
の
場
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
｢
勧
め
る
｣
と
は
物
体
的
対
象
に
よ
る
精
神
の
注
意
力
の
喚
起
で
あ
り
､
｢
教
え
る
｣

と
は
真
理
の
照
明
に
よ
る
異
な
る
事
象
の
把
捉
で
あ
る
｡

処
で
､
こ
の
勧
め
(
a
d
ヨ
O
n
i
t
i
O
)
は
次
の
二
つ
の
場
合
に
大
別
さ
れ
得
る
｡
一
つ
は
人
工
品
や
自
然
界
等
を
対
象
と
す
る
場
合
､

つ
ま
り
物
体
の
構
造
や
形
態
な
ど
広
く
物
理
的
現
象
自
体
を
対
象
と
す
る
場
合
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
｢
こ
れ
ら
の
こ
と
(
身
体
の
美
▼

な
ど
)
か
ら
何
か
不
変
な
も
の
を
探
求
す
べ
き
で
あ
る
と
勧
め
ら
れ
き
と
述
べ
ら
れ
る
所
に
お
い
て
､
身
体
で
あ
れ
ば
内
臓
の
秩

序
や
肢
体
の
対
称
性
が
､
建
築
や
音
楽
で
あ
れ
ば
リ
ズ
ム
や
統
一
睦
が
探
求
の
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
事
を
指
摘
で
き
よ
う
｡

も
う
一
つ
は
対
話
や
読
書
の
場
合
､
つ
ま
り
一
般
に
言
語
現
象
を
対
象
と
す
る
場
合
で
あ
る
｡
例
え
ば
プ
ラ
ト
ン
派
の
書
物
を
読
ん

八九



で
｢
そ
こ
か
ら
非
物
体
的
な
真
理
の
探
求
を
勧
め
ら
れ
き
と
述
べ
ら
れ
る
様
に
､
文
字
や
音
節
を
も
つ
言
葉
の
物
理
的
統
一
性
の

み
な
ら
ず
､
通
常
は
言
表
内
容
或
い
は
意
味
内
容
の
把
捉
が
言
わ
ば
ほ
と
ん
ど
必
然
的
に
随
伴
す
る
場
合
で
あ
る
｡
何
れ
の
場
合
に

お
い
て
も
対
象
自
体
は
可
視
的
物
体
や
可
聴
的
音
響
､
つ
ま
り
感
覚
に
よ
っ
て
把
え
ら
れ
る
物
理
的
現
象
で
あ
る
｡
こ
の
点
で
は
共

通
し
て
い
る
が
､
前
者
は
初
期
著
作
に
お
い
て
特
に
多
く
語
ら
れ
､
他
方
後
者
は
中
期
以
降
の
著
作
に
お
い
て
主
琴
的
に
論
じ
ら
れ

て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
､
取
り
.
挙
げ
ら
れ
る
対
象
の
相
違
に
は
｢
何
か
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
の
｢
勧
め
｣
に
つ
い
て
の
思
想
の
根
幹

に
関
わ
る
一
種
の
分
節
点
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
と
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
彗

さ
て
､
我
々
が
本
稿
に
お
い
て
と
り
あ
げ
る
テ
ク
ス
ト
『
教
師
論
(
D
e
ヨ
a
g
i
s
冒
○
)
』
は
初
期
著
作
で
あ
り
な
が
ら
言
語
現
象
を

対
象
と
す
る
考
察
を
行
い
｢
言
葉
に
よ
る
勧
め
(
a
ぎ
邑
t
i
つ
く
e
r
b
O
r
巨
)
｣
を
示
し
て
い
る
点
で
､
右
の
単
純
な
分
割
に
従
う
限
り
､

初
期
と
中
期
以
降
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
｡
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
､
<
.
f
O
r
i
s

aぎOn2t一int亡S

d
O
e
2
t

>

と
い
う
命
題
に
つ
い
て
も
､
中
期
以
降
の
言
語
に
関
す
る
思
想
の
枢
要
な
論
点
が
､
か
か
る
命
題
の
構
成
要
因
と
し
て
『
教
師
論
』

に
お
い
て
先
取
さ
れ
或
い
は
暗
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
様
な
観
点
か
ら
､
本
稿
に
お
い
て
は
､
｢
言
葉
(
扁
r
b
a
)
｣

の
様
態
に
つ
い
て
『
教
師
論
』
が
本
来
的
に
は
如
何
な
る
方
位
に
あ
る
か
を
､
中
期
以
降
の
言
語
に
関
す
る
思
想
の
端
緒
た
る
べ
き

も
の
を
明
ら
か
に
す
る
事
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
思
う
｡

第
〓
即

言
葉
の
位
置

H

言
葉
の
限
界
(
声
∽
竿
声
量

『
教
師
論
』
に
お
い
て
言
葉
(
.
く
e
r
b
a
)
は
如
何
な
る
位
置
を
占
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
著
作
全
体
の
構
成
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
､



記
号
と
し
て
の
言
葉
の
伝
達
機
能
を
検
討
す
る
｢
記
号
論
｣
か
ら
､
記
号
の
指
し
示
す
事
物
(
r
e
s
)
の
重
要
性
の
指
摘
を
通
じ
て
､

其
の
意
味
に
お
け
る
伝
達
､
.
即
ち
真
理
の
伝
達
を
主
張
す
る
｢
内
的
教
師
論
｣
へ
と
転
移
し
て
い
る
様
に
見
え
る
｡
こ
の
観
方
に
立

て
ば
､
言
葉
は
有
勒
な
伝
達
故
能
を
も
つ
も
の
と
言
う
よ
り
は
寧
ろ
､
伝
達
機
能
の
可
能
性
が
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
｡
構
成
の
推
移
に
示
さ
れ
る
言
葉
の
位
置
が
そ
の
ま
ま
言
葉
の
実
相
な
の
で

あ
ろ
う
か
｡
こ
れ
を
再
検
討
す
る
た
め
に
､
言
葉
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
る
著
作
の
後
半
部
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

第
三
二
節
に
始
ま
る
ア
ウ
ダ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
所
謂
O
r
a
t
i
O
罵
r
p
e
t
亡
a
に
お
い
て
､
彼
は
記
号
に
よ
る
学
知
(
象
s
c
e
r
e
)
を
否
定
し
事

物
に
よ
る
学
知
を
指
摘
す
る
｡
そ
の
後
､
言
葉
は
次
の
様
に
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
｡
｢
言
葉
は
た
だ
我
々
が
事
物
を
探
求
す
る

様
に
勧
め
る
の
で
あ
り
､
我
々
が
そ
れ
を
知
る
様
に
示
し
て
く
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
毎
ピ
即
ち
､
言
葉
は
未
知
の
事
物
へ
の
探

求
を
喚
起
す
る
機
能
を
も
つ
が
､
他
方
で
事
物
自
体
の
把
捉
を
も
た
ら
す
力
は
な
い
､
と
い
う
言
葉
竺
一
面
性
が
示
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
｡
然
し
､
こ
の
二
面
性
は
､
論
述
の
推
移
を
見
る
限
り
二
面
性
の
ま
ま
に
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
寧
ろ
後
者
の
面

が
強
調
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
､
こ
の
著
作
の
結
論
は
､
通
常
の
意
味
に
お
け
る
知
識
の
移
転
と
し

て
の
教
え
(
d
…
r
e
)
を
否
定
し
て
､
其
の
意
味
に
お
け
る
教
曳
二
D
…
r
e
)
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
態
例
え
ば
可

感
的
対
象
(
s
2
n
S
i
b
i
-
i
a
)
の
場
合
に
お
い
て
は
､
未
知
の
事
物
が
も
し
現
前
し
て
い
れ
ば
そ
れ
を
知
覚
す
る
こ
と
に
は
り
学
知
が
成
立

し
､
ま
た
そ
れ
が
現
前
し
て
い
な
け
れ
ば
､
既
知
の
事
物
の
時
は
記
憶
に
刻
ま
れ
た
心
象
(
i
⊇
a
g
i
n
e
s
)
に
ょ
り
再
認
識
が
､
そ
し

て
未
知
の
事
物
の
時
は
信
(
c
r
e
d
e
r
e
)
が
生
起
し
得
態
何
れ
に
し
て
も
言
葉
は
知
る
こ
と
そ
の
も
の
に
は
寄
与
し
な
い
｡
あ
く
ま

で
も
知
覚
又
は
そ
の
記
憶
像
が
､
言
葉
の
聞
き
手
の
内
に
成
立
し
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
知
性
的
対
象
(
5
.
t
2
穿
g
i
b
i
亡
a
)
に
つ
い
て
は
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
｢
我
々
が
精
神
に
よ
っ
†
認
識
す
る
も
の
､

即
ち
知
性
や
理
性
に
よ
っ
て
認
識
す
る
も
の
に
つ
い
て
論
議
す
る
と
き
に
は
､
確
か
に
か
の
真
理
の
内
な
る
光
の
中
に
あ
っ
て
見
る

そ
の
対
象
に
つ
い
て
語
る
の
で
す
｡
そ
し
て
こ
の
光
に
よ
っ
て
､
内
な
る
人
と
呼
ば
れ
る
老
が
照
ら
さ
れ
享
受
す
る
の
で
す
｡
し
か

九
一



九二

し
そ
の
時
､
我
々
の
聞
き
手
も
ま
た
自
分
の
内
奥
の
澄
ん
だ
目
を
以
っ
て
そ
れ
を
見
る
な
ら
ば
､
彼
は
私
の
語
っ
た
こ
と
を
彼
自
身

の
観
想
に
よ
っ
て
知
る
の
で
あ
っ
て
､
私
の
言
葉
に
よ
っ
て
知
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
毎
ど
こ
こ
に
お
い
て
も
対
話
に
お
い
て
知
性
的

対
象
に
つ
い
て
の
言
葉
を
聞
き
手
が
知
る
(
n
O
S
C
2
r
e
)
根
拠
は
､
言
葉
を
媒
介
に
し
た
知
識
の
移
動
に
あ
る
の
で
は
な
く
､
専
ら
聞

き
手
自
身
の
内
奥
に
お
け
る
真
な
る
事
象
の
把
捉
に
あ
る
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
て
何
れ
の
対
象
に
お
い
て
も
､
言
葉
の
聞
き
㌢
自
身
に
お
け
る
事
象
の
把
捉
が
必
要
な
た
め
悔
対
話
に
お
け
る
言
葉
は

本
来
的
に
は
意
義
を
も
た
ぬ
も
の
と
し
て
看
倣
さ
れ
る
｡
こ
れ
を
受
け
て
､
G
.
M
a
d
e
c
が
ー
e
s
ま
c
e
s
d
u
-
a
壱
笥
㌔
呼
ぶ
如
き

様
々
の
日
常
的
事
実
が
傍
証
的
に
列
挙
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
即
ち
､
知
る
こ
と
の
根
拠
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
言
葉
の
様

熊
を
規
定
す
る
だ
け
で
な
く
､
実
際
の
対
話
の
場
に
所
在
す
る
様
々
な
伝
達
上
の
障
害
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
言
葉
の
限

界
を
指
摘
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡

口

言
葉
に
よ
る
伝
達
の
可
能
性
(
磨
き
～
学
会
)

論
述
は
､
言
葉
を
不
完
全
で
欠
陥
多
き
も
の
と
し
て
よ
り
一
層
否
定
的
に
扱
う
方
向
へ
と
進
む
が
､
実
際
の
所
は
､
言
葉
は
如
何

な
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

実
際
の
対
話
の
場
に
お
け
る
伝
達
上
の
障
害
に
つ
い
て
ア
ウ
ダ
ス
テ
ィ
声
ス
は
先
ず
聞
き
手
の
立
場
に
お
け
る
伝
達
の
困
難
を
語

る
｡
例
え
ば
､
そ
れ
は
魂
の
死
滅
を
信
ず
る
人
が
自
ら
の
心
(
a
n
i
ヨ
u
S
)
を
隠
し
て
魂
の
不
滅
に
つ
い
て
語
る
場
合
で
あ
る
｡
こ
の
時
､

魂
の
不
滅
に
つ
い
て
の
言
葉
を
聞
い
て
聞
き
手
は
｢
語
り
手
が
真
実
を
語
っ
て
い
る
と
判
断
す
き
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
は
結
局
語

り
手
の
真
意
と
語
ら
れ
た
事
と
の
間
の
索
郎
を
意
味
し
て
お
り
､
原
理
的
に
は
嘘
を
つ
く
人
(
ヨ
e
n
t
i
e
n
t
e
s
)
や
欺
く
人
(
f
a
F
e
〒

t
e
s
)
と
同
じ
部
類
に
属
し
て
い
る
｡
た
だ
し
ア
ウ
ダ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
､
右
の
様
な
事
態
と
共
に
心
を
霹
に
す
る
と
い
う
事
態
を
も



直
ち
に
と
り
あ
げ
る
の
で
あ
る
｡
｢
勿
論
､
真
実
を
語
る
人
の
言
葉
が
､
そ
の
心
が
露
に
な
る
こ
と
に
努
め
て
､
そ
の
事
を
言
わ
ば

告
白
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
私
は
全
く
疑
い
ま
せ
知
つ
ま
り
､
伝
達
上
の
障
害
を
挙
げ
な
が
ら
も
､
言
葉
に
よ
る

真
意
の
伝
達
の
可
能
性
は
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

次
に
語
り
手
の
立
場
に
お
け
る
伝
達
の
困
難
を
見
て
み
よ
う
｡
そ
れ
は
､
考
え
ら
れ
た
事
柄
(
r
e
s
q
u
a
e
c
O
g
i
t
a
コ
t
u
r
)
に
適
合

す
る
言
葉
を
表
現
(
p
r
O
f
2
ヨ
)
し
得
ぬ
場
合
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
そ
れ
は
｢
記
憶
に
委
ね
ら
れ
､
時
々
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
言
葉

が
､
そ
れ
と
は
別
の
事
を
考
え
て
い
る
人
の
ロ
か
ら
出
て
く
る
場
合
で
､
そ
の
事
は
弁
々
が
讃
美
歌
せ
歌
う
と
き
に
し
ば
し
ば
お
こ

る
こ
と
で
す
｡
或
い
は
ま
た
口
が
す
べ
っ
て
あ
る
言
葉
が
我
々
の
意
図
に
反
し
て
他
の
言
葉
の
代
り
に
と
び
出
す
場
A
p
と
述
べ
ら

れ
る
場
面
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
､
何
れ
も
語
り
手
の
思
考
(
c
邑
t
a
-
i
O
)
に
適
合
せ
ぬ
言
葉
が
､
意
志
を
他
に
向
け
た
り
不
注
意
で

ぁ
る
こ
と
に
よ
っ
て
語
り
出
さ
れ
る
と
い
う
一
種
の
事
故
の
如
き
も
の
で
あ
り
､
し
か
も
｢
時
々
起
こ
り
…
…
､
起
こ
っ
た
時
も
明

ら
か
に
判
る
｣
の
で
あ
る
か
ら
､
注
意
に
よ
っ
て
未
然
に
防
い
だ
り
､
事
故
後
直
ち
に
修
正
し
得
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
は

右
の
如
き
障
害
は
重
大
な
問
題
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
｡

他
方
､
一
般
的
な
問
題
と
し
て
論
争
を
惹
き
起
こ
し
て
い
る
事
熊
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
｢
語
り
手
は
確
か
に
自
分
の

考
え
て
い
る
も
の
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
す
が
､
大
抵
の
場
合
､
自
分
や
数
人
の
人
々
だ
け
に
指
し
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
､
自

分
が
語
っ
て
い
る
相
手
に
為
の
誰
に
も
同
じ
事
柄
を
指
し
示
し
て
い
な
い
場
A
p
で
､
こ
の
事
例
と
し
て
は
｢
人
間
は
宣
u
s
に
お

い
て
あ
る
獣
に
及
ば
な
い
｣
と
い
う
文
章
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
場
合
､
語
り
手
は
嘘
を
つ
い
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
､
事
故

で
そ
う
語
っ
て
い
る
の
で
も
な
く
､
思
考
の
対
象
と
し
て
の
事
象
(
r
e
s
)
に
つ
い
て
誤
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
｡
た
だ
彼
は
思

考
対
象
と
し
て
の
肉
体
的
な
力
と
い
う
事
象
を
表
現
す
る
時
に
喜
-
u
s
と
い
う
語
を
採
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
明

ら
か
に
誤
っ
た
有
害
な
陳
述
(
f
a
-
s
a
p
e
s
t
i
f
e
r
a

s
e
n
t
e
n
t
i
a
)
で
あ
る
が
､
こ
れ
に
つ
い
て
は
｢
定
義
が
こ
の
様
な
誤
り
を
救
う
こ

と
が
出
来
る
と
言
わ
れ
て
い
き
と
し
て
対
策
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
た
だ
し
ア
ウ
ダ
ス
テ
ィ
三
は
定
義
の
方
法
に
つ
い

九三



て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
し
､
ま
た
そ
の
方
法
も
結
局
言
葉
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
､
積
極
的
に
評
価
し
認
め
て
い
る
わ
け
で
も
な

憮
然
し
､
伝
達
上
の
障
害
を
語
り
な
が
ら
も
､
定
義
に
よ
る
伝
達
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
認
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
様
に
､
知
る
こ
と
の
根
拠
が
示
さ
れ
る
警
は
探
求
の
勧
め
に
訃
㌍
笠
さ
れ
た
言
葉
の
様
態
の
叙
述
に
続
い
て
､
更
に

言
葉
に
よ
る
伝
達
上
の
障
害
が
語
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
､
そ
れ
は
全
く
の
否
定
や
欠
陥
の
指
摘
で
は
な
く
､
ま
た
単
な
る
限
界
の

指
摘
に
終
る
だ
け
で
も
な
く
､
寧
ろ
反
対
に
､
言
葉
に
対
す
る
肯
定
的
視
点
､
即
ち
伝
達
の
可
能
性
が
抑
制
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と

し
得
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
様
々
な
伝
達
上
の
障
害
が
叙
述
さ
れ
た
の
は
､
真
理
の
伝
達
の
本
来
的
優
位
を
強
調
す
る
た
め
で
あ

り
､
ま
た
､
言
葉
に
対
す
る
肯
定
的
視
点
が
示
唆
さ
れ
た
の
も
､
言
葉
を
正
当
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
た
め
で
あ

る
と
看
倣
さ
れ
よ
う
｡
そ
れ
は
7
ウ
ダ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
『
教
師
論
』
の
最
後
の
箇
所
で
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で

あ
る
｡
｢
し
か
し
､
正
し
く
考
察
す
れ
ば
､
決
し
て
小
さ
い
と
は
い
ぇ
な
い
言
葉
の
勒
用
全
体
に
つ
い
て
は
､
も
し
神
が
許
し
た
も

う
な
ら
ば
､
我
々
は
他
の
機
会
に
探
求
す
る
こ
と
に
し
よ
一
座

言
葉
に
ょ
る
伝
達
の
可
能
性
を
否
定
的
に
扱
い
､
真
理
の
伝
達
を
結
論
と
し
て
明
示
す
る
箇
所
に
お
い
て
敢
え
て
言
葉
の
効
用
を

｢
小
さ
く
な
い
(
n
O
n
p
a
r
く
a
e
S
t
)
｣
と
見
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
｡
ま
た
､
そ
れ
が
『
教
師
論
』
の
場
で
扱
わ
れ
る
主
要
問
題

で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
も
､
何
故
他
の
機
会
に
考
察
す
る
必
要
性
を
こ
の
場
で
問
題
提
起
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

こ
れ
ら
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
､
言
葉
の
効
用
の
問
題
は
､
唯
一
の
教
師
の
み
が
教
え
る
と
い
う
『
教
師
論
』
の
主
題
の
た
め
に
敢
え

て
主
た
る
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
､
或
い
は
7
デ
オ
ダ
･
ト
ゥ
ス
に
対
す
る
説
得
上
の
理
由
に
よ
り
言
葉
の
も
つ
意
義
が
意

図
的
に
貯
め
ら
れ
た
と
し
得
る
の
で
あ
る
｡
少
な
く
と
も
7
ウ
ダ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
結
論
的
論
述
の
場
で
言
葉
の
意
義
を
よ
り
正
確
に

位
置
づ
け
よ
う
と
企
図
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
そ
し
て
言
葉
の
効
用
も
彼
に
と
っ
て
は
依
然
と
し
て
重
要
な
問
題
で
あ

り
､
そ
れ
が
実
際
の
対
話
に
お
け
る
言
葉
の
位
置
を
め
ぐ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
確
か
な
の
で
あ
る
｡



第
l
〓
即

<

p
e
r

b
O
ヨ
i
n
e
s
>
の
伝
達

9

『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
序
文
に
お
い
て

周
知
の
様
に
7
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
の
中
期
著
作
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
は
｢
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
し
る
し
(
s
i
g
n
a

d
i
ま
n
i
t
亡
S

d
a
t
a
運
と
し
て
の
聖
書
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
､
知
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
発
見
す
る
方
法
と
知
解
さ
れ
た
も
の
を
表
明
す
る
方
法

を
論
ず
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
巻
こ
の
た
め
序
文
は
聖
書
解
釈
の
方
法
を
た
て
る
こ
と
の
意
義
を
語
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
｡

そ
こ
に
お
い
て
7
ウ
ダ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
三
種
の
論
敵
を
予
想
す
る
｡
第
一
は
聖
書
解
釈
の
規
則
(
p
r
a
e
c
e
p
t
a
)
を
理
解
せ
ぬ
人
､
第

二
は
規
則
を
理
解
で
き
て
も
そ
れ
を
テ
ク
ス
ト
に
適
用
で
う
ぬ
人
､
第
三
は
規
則
は
不
タ
で
あ
り
神
の
膠
(
d
i
く
i
n
亡
ヨ
ヨ
u
n
u
S
)
に

よ
っ
て
聖
書
の
謎
(
O
b
s
e
u
r
i
邑
を
明
ら
か
に
出
来
る
と
考
え
る
人
､
で
あ
短
篇
盲
第
二
の
人
の
場
合
に
つ
い
て
は
､
規
則
を

と
ら
え
る
｢
目
の
視
力
(
a
c
i
e
s

O
C
C
亡
-
O
r
u
ヨ
)
｣
即
ち
理
解
力
に
問
題
が
あ
る
の
だ
か
ら
､
こ
れ
か
ら
た
て
る
規
則
に
異
議
を
唱
え

る
こ
と
は
出
来
な
い
､
と
さ
れ
巻
問
題
は
第
三
の
人
の
場
合
で
あ
る
Q
こ
れ
に
つ
い
て
は
､
ア
ウ
ダ
ス
テ
ィ
三
は
直
ち
に
論
破

し
よ
う
と
は
せ
ず
に
､
寧
ろ
神
の
陽
に
よ
る
解
釈
の
可
辞
性
を
十
分
認
め
よ
う
と
す
毎
な
ぜ
な
ら
｢
実
際
､
我
々
に
と
っ
て
重
要

雷

な
事
柄
は
､
人
間
の
導
き
に
よ
ら
ず
に
聖
書
を
知
る
こ
と
を
よ
ろ
こ
ぶ
キ
リ
ス
ト
老
に
あ
る
か
ら
｣
で
あ
る
｡
然
し
､
7
ウ
ダ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
は
他
者
の
導
き
を
必
要
と
せ
ぬ
第
三
の
人
も
キ
リ
ス
ト
老
と
同
様
に
幼
少
の
時
期
に
言
葉
を
他
者
か
ら
学
ん
で
い
る
事
実
を

指
摘
す
る
｡
ま
た
､
｢
神
の
賜
｣
に
よ
る
知
解
を
得
た
キ
リ
ス
ト
老
､
即
ち
真
理
の
伝
達
を
受
け
た
者
が
そ
れ
に
留
ら
ず
に
､
か
え

っ
て
言
葉
を
用
い
て
他
者
へ
と
向
う
事
実
を
も
指
摘
す
る
｡
例
え
ば
､
預
言
の
喜
を
既
に
知
解
し
て
い
た
ビ
リ
ポ
が
他
者
に
向
っ
て

｢
人
間
の
言
葉
と
口
舌
に
よ
っ
て
(
ど
m
a
n
i
s
く
蔓
s
e
ニ
i
コ
g
u
a
担
聖
書
を
説
い
た
事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
Q
同
様
に
､
ア
ウ
ダ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
｢
神
の
賜
｣
に
よ
る
知
解
を
得
た
第
三
の
人
で
さ
え
も
言
葉
を
使
用
.
し
て
他
者
へ
の
伝
達
に
着
手
す
る
こ
と
を
指
摘

九五
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す
る
｡
｢
し
か
し
如
何
な
る
他
人
の
説
明
に
も
よ
ら
ず
に
読
み
且
つ
知
解
し
て
い
な
が
ら
､
な
ぜ
彼
は
他
の
人
々
に
説
明
し
よ
う
と

す
る
の
で
し
よ
う
か
｡
な
ぜ
彼
は
､
他
の
人
々
が
人
を
通
じ
て
で
は
な
く
神
が
内
奥
で
教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
解
す
る
よ
う
に
彼

ら
を
神
の
も
と
へ
送
り
こ
ま
な
い
の
で
し
よ
う
簿
言
｣
で
明
ら
か
な
様
に
､
真
理
の
伝
達
(
i
n
t
u
s
d
O
C
e
r
e
)
と
い
う
形
式
に
つ

い
て
は
『
教
師
論
』
と
同
様
で
変
更
は
な
い
が
､
主
張
の
力
点
は
そ
れ
で
は
な
く
人
を
通
じ
た
(

p
e
r
.
h
O
ヨ
i
n
e
s

)
伝
達
に
あ
る
｡
そ
れ
故
､

第
三
の
人
に
対
し
て
は
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
｢
む
し
ろ
人
を
通
じ
て
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
､
倣
慢

な
く
し
て
学
ば
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
そ
し
て
人
を
通
じ
て
教
え
ら
れ
た
人
は
自
分
が
受
け
と
っ
た
こ
と
を
倣
慢
や
妖
妬
な
く
し
て
伝

えねばなりませ麺ここで注阜べきなのは､<ちh邑コeS>の伝達としての<tradere.aeei苫>がとるべき

●

●

●

_

行
為
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
欺
か
れ
て
誤
謬
に
陥
り
､
共
同
体
に
お
け
る
読
解
の
場
を
拒
む
事
態
を
防
止

す
る
た
撃
あ
る
と
共
に
､
ま
た
自
2
が
知
解
し
た
真
な
㌢
象
を
他
者
に
開
陳
す
る
こ
と
が
知
解
し
た
老
の
使
命
と
な
る
か
ら
ぺ

あ
る
｡
後
者
に
つ
い
て
は
､
<

p
e
r

h
O
象
n
2
S
>
の
伝
達
が
｢
倣
慢
や
嫉
妬
な
し
に
｣
と
い
う
条
件
を
伴
っ
て
い
る
点
と
関
係
し
て

い
る
｡
そ
れ
は
､
真
理
の
伝
達
を
得
な
が
ら
も
他
者
へ
と
向
か
い
莫
な
る
事
象
を
専
有
し
な
い
キ
リ
ス
ト
老
を
典
型
と
す
る
｢
知
解

し
た
老
｣
の
精
神
の
様
態
の
問
題
で
あ
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
｢
ど
ん
な
も
の
で
も
-

恐
ら
く
は
偽
な
る
も
の
を
除
い
て
-

誰

も
自
分
自
身
の
も
の
と
し
て
考
え
て
は
な
り
ま
せ
ん
｡
と
い
う
の
は
､
す
べ
て
の
異
な
る
こ
と
は
『
我
は
真
理
な
り
』
と
言
わ
れ
る

あ
の
方
か
ら
由
来
す
る
の
で
す
か
l
声
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
即
ち
､
｢
知
解
し
た
老
｣
は
真
理
の
伝
達
を
通
じ
て
､
自
ら
が
知
解

し
た
莫
な
る
事
象
の
淵
源
を
自
覚
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
究
極
的
に
は
真
理
を
開
示
す
る
場
と
な
り
得
る
共
同
体

に
お
け
る
相
互
伝
達
の
意
義
は
次
の
様
に
纏
め
ら
れ
る
｡
｢
神
が
人
を
通
じ
て
自
ら
の
言
葉
を
人
に
伝
え
る
こ
と
を
望
ま
な
い
と
し

た
ら
､
人
の
地
位
は
お
と
し
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
し
よ
う
｡
…
…
慈
愛
そ
の
も
の
は
人
々
を
互
い
に
合
一
と
い
う
結
び
目
で
結
ん

で
い
ま
す
が
､
そ
れ
は
､
も
し
人
が
人
を
通
じ
て
互
い
に
何
も
学
ば
な
い
と
し
た
ら
､
魂
に
注
い
で
言
わ
ば
互
い
に
ま
ぜ
あ
わ
せ
る

た
め
の
方
途
を
じ
た
な
い
こ
と
に
な
る
で
し
よ
,
題
｣
そ
も
そ
も
､
真
理
は
知
解
能
力
の
優
れ
た
言
わ
ば
特
権
的
な
人
間
の
み
に
よ
っ
て



自
律
的
に
把
え
ら
れ
る
だ
け
に
終
わ
る
の
で
は
な
く
､
そ
の
人
問
を
介
し
て
他
者
に
も
伝
達
さ
れ
得
る
事
が
聖
書
解
釈
の
規
則
を
た

翌

て
る
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

口
『
教
師
論
』
に
お
い
て

.
我
々
は
第
一
節
に
お
い
て
､
真
理
の
伝
達
を
語
る
結
論
的
部
分
に
お
い
て
は
､
言
葉
に
対
す
る
肯
定
的
視
点
が
抑
制
的
に
示
さ
れ
､

そ
れ
が
実
際
の
対
話
の
場
を
め
ぐ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
｡
然
し
､
こ
れ
を
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
序
文
に
ぁ

ら
れ
る
如
き
積
極
的
な
他
者
伝
達
の
可
能
性
を
開
く
素
型
と
み
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
､
そ
れ
は
直
接
結
び
つ
く
こ
と
が

出
来
る
様
な
要
因
を
備
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
そ
れ
故
､
こ
こ
で
は
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
序
文
に
結
び
つ
く
要
因
と
な
り

得
る
も
の
が
『
教
師
論
』
に
所
在
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

さ
て
､
ア
ウ
ダ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
『
教
師
論
』
の
結
論
と
し
て
真
理
の
伝
達
を
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
｡

曾idsitaut2ヨ.∴コea2F㌔こOe2bi-ips2}aq亡02-iaヨp2rトOmiコ2S

S
i
g
n
i
s
a
ぎ
○
コ
e
ヨ
u
r
f
O
r
i
s
一
u
t
a
d
e
彗
i
n
t
r
O

c
O
n
く
e
r
S
i

e
r
u
d
i
a
ヨ
u
r
.
(
b
鴫
室
長
こ
宮
司
一
-
e

｢
『
天
に
ま
し
ま
す
』
が
何
を
意
味
す
る
か
は
､
か
の
唯
一
の
教
師
自
ら
が
教
え
る
で
し
よ
う
｡
内
奥
に
お
い
て
御
自
身
に
向
け
て

我
々
が
回
心
す
る
様
導
く
た
め
■
に
､
唯
一
の
教
師
は
人
を
通
じ
て
し
る
し
に
よ
っ
て
外
か
ら
勧
め
促
す
の
で
す
ご

『
教
師
論
』
の
後
半
第
十
一
章
以
降
に
は
､
言
葉
の
機
能
を
㌻
e
r
e
で
は
な
く
a
d
ヨ
○
コ
e
r
e
と
し
て
規
定
す
る
テ
ク
ス
ト
が
い

く
つ
か
見
受
け
ら
れ
る
梅
右
の
テ
ク
ス
ト
は
他
と
違
っ
て
､
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
序
文
に
直
接
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
と
考

九七



九八

え
ら
れ
る
｡
そ
の
根
拠
は
次
の
二
点
に
あ
る
｡

先
ず
第
一
に
､
主
に
用
語
上
の
問
題
と
し
て
､
言
葉
に
よ
る
勧
め
の
働
き
に
お
い
て
特
に
<
p
e
r

h
｡
ヨ
i
コ
e
S
を
官
s
>
と
い
う
位

置
づ
け
を
し
て
い
る
点
で
あ
る
｡
勿
論
､
そ
れ
ぞ
れ
単
に
言
葉
の
使
用
者
と
言
葉
の
機
能
と
し
て
の
記
号
性
を
分
析
的
に
表
現
し
た

と
も
考
え
ら
れ
る
が
､
単
純
に
他
の
テ
ク
ス
ト
と
全
く
同
じ
資
格
を
も
つ
と
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
｡
と
い
う
の
も
､
右
の
テ
ク
ス

ト
は
∴
言
葉
の
効
用
に
つ
い
て
問
題
提
起
し
毎
直
後
に
所
在
し
､
更
に
は
7
㌃
ス
テ
イ
三
自
身
に
よ
る
､
真
理
の
伝
達
と
勧
め
に

つ
い
て
の
最
終
的
な
規
定
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
静
､
右
の
規
定
は
『
教
師
論
』
に
お
け
る
言
葉
の
結
論
的
な
位
置
づ
け
で

あ
る
と
看
倣
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
見
方
に
立
っ
て
検
討
す
る
と
､
先
ず
<
p
2
r
h
O
m
i
n
e
s
>
に
つ
い
て
は
､
こ
の
著
作
中

唯
一
の
表
現
が
結
論
的
規
定
に
採
用
さ
れ
て
い
る
事
､
そ
し
て
言
葉
に
対
す
る
肯
定
的
視
点
を
示
す
文
脈
が
あ
る
事
か
ら
､
第
十
一

章
三
六
節
に
始
ま
る
真
理
の
伝
達
の
論
旨
に
対
し
て
新
た
に
.
言
葉
そ
の
も
の
か
ら
そ
れ
に
優
重
美
の
使
用
者
と
し
て
の
｢
人
｣
へ

の
視
点
の
転
換
､
即
ち
勧
め
で
し
か
な
い
(
t
a
n
t
u
m
)
言
葉
か
ら
そ
れ
を
勧
め
の
手
段
と
し
て
言
表
す
る
他
者
の
存
在
へ
の
視
点
の

転
換
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
,
麺
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
序
文
の
主
旨
は
､
言
葉
を
発
し
聞
き
と
る
他
者
の
意
義
を
強
調
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
こ
の
点
で
同
一
の
方
位
に
あ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
従
っ
て
､
<
s
i
g
2
.
S
>
に
つ
い
て
は
､
言
表
主
体
と
し

て
の
人
が
関
わ
る
言
葉
の
機
能
が
､
著
作
前
半
の
｢
記
号
論
｣
の
論
旨
に
遡
及
し
て
明
確
に
耕
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
も
と

よ
n
′
<
e
r
b
a
と
S
i
習
a
は
同
義
で
は
な
く
､
ま
た
常
に
置
換
で
き
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
｡
例
え
ば
s
i
g
巨
は
常
に
｢
a
〓
q
u
i
d
を

指
し
示
す
す
べ
て
の
記
号
(
ヨ
¢
)
｣
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
､
く
e
r
b
a
は
｢
有
節
音
声
に
よ
っ
て
発
音
さ
れ
た
記
号

(
声
N
O
)
｣
と
し
て
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
｡
こ
こ
で
は
言
葉
を
事
象
へ
の
指
示
(
s
i
g
コ
i
f
i
c
a
r
e
)
の
機
能
が
常
に
妥
当
す

る
S
i
g
n
a
と
し
て
原
理
的
に
表
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
､
事
象
に
接
近
す
る
手
段
と
な
る
言
葉
の
位
置
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

以
上
の
第
一
点
は
次
の
夢
二
点
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
｡
そ
れ
は
聖
書
解
釈
へ
の
方
位
が
示
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
｡
と

い
う
の
も
､
q
亡
i
d
s
i
t
.
ご
n
c
a
e
琶
と
い
う
問
は
､
勧
め
を
生
起
せ
し
め
る
言
葉
が
､
通
常
の
言
語
活
動
に
お
け
る
言
葉
に
留
ら
ず



に
､
s
i
g
コ
a

d
i
ま
2
.
ど
s

d
a
t
a
と
し
て
の
聖
書
の
言
葉
を
も
そ
の
射
程
に
お
い
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
間
の
直

前
で
7
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
は
｢
天
の
唯
一
の
教
師
(
マ
タ
イ
第
二
三
章
第
八
節
～
第
十
節
)
｣
に
つ
い
て
次
の
様
に
言
う
｡
｢
神
聖
な

権
威
に
よ
っ
て
如
何
に
真
正
に
書
き
記
さ
れ
て
い
る
か
を
､
今
や
我
々
は
信
ず
る
だ
け
で
な
く
知
解
し
始
め
て
い
る
の
で
包
盲
さ

に
こ
の
知
解
(
i
n
t
2
1
1
2
g
e
r
e
)
の
始
点
に
お
い
て
人
間
的
言
語
の
位
置
､
即
ち
<
p
2
r

h
O
ヨ
i
n
e
s
一
S
i
g
n
i
s
>
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
解
釈
と
い
う
行
為
は
何
の
た
め
に
､
誰
の
た
め
に
､
如
何
な
る
仕
方
で
実
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
が
問

題
と
し
て
浮
上
し
て
釆
た
の
で
あ
っ
て
､
<
p
e
r

h
O
m
i
コ
e
S
-
S
i
g
n
i
s
>
は
そ
れ
に
答
え
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
『
キ

リ
ス
ト
教
の
教
え
』
序
文
の
主
旨
と
同
様
に
<
p
e
r

h
O
m
i
n
e
s
>
は
真
な
る
事
象
を
相
互
伝
達
す
る
共
同
体
の
意
義
を
示
唆
し
､
ま

た
<
.
s
i
g
コ
i
s
>
は
､
言
語
の
典
型
と
し
て
の
s
i
g
n
a

d
i
く
i
n
i
t
u
s

d
a
t
a
に
集
束
す
る
も
の
を
も
予
示
し
て
い
る
､
と
し
得
る
で
あ
ろ

〈遥

-
フ
0

こ
の
様
に
『
教
師
論
』
に
お
け
る
結
論
的
論
述
は
中
期
以
降
の
言
語
論
に
お
け
る
主
要
な
論
点
を
含
み
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

第
三
節

言
葉
の
効
用

H

思
考
の
伝
達

我
々
は
<
p
e
r

b
O
ヨ
i
n
e
s
>
の
伝
達
が
聖
書
解
釈
を
射
程
に
お
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
｡
処
で
こ
の
聖
書
解
釈
は
記
号
の
指
示

す
る
意
味
の
単
な
る
約
定
的
諒
解
で
は
な
く
､
異
な
る
事
象
の
知
解
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
な
ら
ば
<
.
p
e
r

h
O
ヨ
i
n
e
s
>
の

伝
達
は
其
な
る
事
象
の
把
捉
で
あ
る
｢
真
理
の
伝
達
｣
と
如
何
な
る
連
関
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

そ
こ
で
､
先
ず
『
教
師
論
』
に
お
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
が
人
間
の
相
互
伝
達
一
般
を
規
定
す
る
箇
所
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

九九



一
〇
〇

既
に
述
べ
た
様
に
､
実
際
の
対
話
に
お
け
る
伝
達
上
の
障
害
を
語
る
著
作
後
半
部
に
お
い
て
様
々
の
困
難
が
語
ら
れ
る
が
､
結
局
彼

は
次
の
様
に
明
言
す
る
｡
｢
し
か
し
見
な
さ
い
｡
私
は
も
は
や
あ
れ
こ
れ
言
わ
ず
に
次
の
事
を
受
け
入
れ
ま
す
｡
つ
ま
り
､
知
っ
て

い
る
言
葉
が
人
の
聴
覚
に
受
け
取
ら
れ
た
時
､
受
け
取
っ
た
人
は
､
語
っ
て
い
る
人
が
そ
の
言
葉
の
指
し
示
し
て
い
る
事
柄
に
つ
い

て
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
｡
し
か
し
､
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
は
そ
の
人
が
真
実
を
語
っ
た
か
ど
う

か
と
い
う
こ
と
ま
で
も
学
ぶ
の
で
し
よ
う
か
｡
今
は
こ
の
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
毎
盲
こ
で
は
伝
達
の
基
本
型
が
二
つ
に
明

確
に
区
別
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
対
話
に
お
い
て
相
手
の
思
考
-

C
O
g
i
t
a
r
2
d
e

r
e
b
亡
S

-
･
を
知
る
場
合
と
､
相

手
の
言
葉
の
真
実
性
- くe
r
a

d
i
e
e
r
e

-

を
知
る
場
合
で
あ
る
｡
7
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
が
主
題
と
し
問
題
と
す
る
の
は
後
者
､

即
ち
真
理
の
伝
達
の
場
合
で
あ
る
｡
こ
の
伝
達
が
生
起
す
る
迄
の
プ
ロ
セ
ス
は
､
人
間
の
教
師
の
教
示
を
受
け
る
人
間
の
学
徒
を
典

型
例
と
す
る
様
に
､
先
ず
｢
真
実
が
語
ら
れ
た
か
ど
う
か
を
勿
論
あ
の
内
な
る
真
理
を
自
ら
の
力
に
応
じ
て
眺
め
な
が
ら
自
己
自
身

の
内
で
考
察
し
｣
､
そ
し
て
｢
裏
実
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
内
奥
に
お
い
て
発
見
す
る
｣
と
な
毎
つ
ま
り
<
e
O
魯
d
e
r
a
r
e
e
t

5
.
t
u
e
ユ
↓
i
n
扁
n
i
r
e
>
と
い
う
経
緯
を
辿
る
｡
こ
れ
は
各
自
の
精
神
の
力
に
応
じ
て
(
p
r
O
⊥
5
.
r
i
b
亡
S
)
で
は
あ
る
が
､
真
理
を
志

向
す
る
運
動
-
q
亡
a
e
r
e
r
e
く
e
r
i
t
a
t
e
m

-
か
ら
真
理
の
伝
達
-in
t
u
s

d
O
C
e
r
e

-
･
へ
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
｡
学
徒
の
場
合
､

先
ず
各
自
の
理
解
力
に
従
っ
て
真
実
性
を
め
ぐ
る
検
証
を
試
み
､
言
表
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
｡
そ
し
て
最
終
的
に
は
真
理
に
基
づ

く
判
断
が
対
象
に
下
さ
れ
る
｡
そ
れ
故
､
こ
の
学
徒
は
言
表
そ
の
も
の
を
判
断
す
る
老
(
i
亡
d
e
X

i
p
s
i
亡
S
-
O
C
亡
t
i
0
2
.
S
)
の
地
位
に
あ

る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
､
対
象
は
あ
く
ま
で
言
表
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
言
表
す
る
老
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ

る
｡
例
え
ば
魂
の
死
滅
を
信
ず
る
老
が
魂
の
不
死
の
理
論
を
語
る
場
合
で
も
､
語
る
老
の
真
意
や
心
中
が
ど
の
様
で
あ
れ
､
彼
の
発

し
た
言
責
自
体
が
判
断
対
象
と
な
毎
こ
の
様
に
､
真
理
の
伝
達
が
問
題
と
な
る
場
で
は
､
語
る
老
と
し
て
の
他
者
存
在
へ
の
関
心

は
無
く
､
伝
達
に
お
い
て
は
専
ら
言
葉
に
つ
い
て
の
垂
直
的
な
真
判
断
が
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
､
問
題
と
し
て
秒
わ
れ
な
い
な
が
ら
も
明
白
に
認
め
ら
れ
た
思
考
の
伝
達
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
一



見
し
た
と
こ
ろ
そ
れ
は
言
語
一
般
の
約
定
的
な
様
態
を
追
認
七
た
に
す
ぎ
な
い
様
に
も
み
ぇ
る
｡
然
し
『
教
師
論
』
に
お
い
て
批
判

さ
れ
た
言
語
一
般
に
対
す
る
観
方
と
は
知
識
の
客
観
萬
移
転
と
し
て
考
え
ら
れ
た
d
O
C
e
r
e
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
｡
勿
論
､
既

知
の
言
葉
を
対
象
と
し
て
い
る
以
上
言
語
の
約
定
性
に
存
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
し
､
ま
た
外
化
さ
れ
た
言
葉
が
聞
き
手
に
と

っ
て
の
手
懸
り
で
あ
る
以
上
語
り
手
の
真
意
と
言
葉
の
指
示
す
る
思
考
内
容
が
一
致
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
依
然
と
し
て
不
明
の

ま
ま
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
は
言
語
一
般
の
約
定
的
性
質
が
よ
り
正
確
に
語
ら
れ
た
と
み
る
こ
と
も
出
来
よ
う
｡
何
れ
に
し
て
も
7
ウ

グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
は
､
真
理
の
伝
達
の
場
合
で
は
語
る
老
の
真
意
や
思
考
或
い
は
よ
り
広
く
｢
心
｣
が
全

く
問
題
と
な
ら
な
い
の
に
対
し
て
､
思
考
の
伝
達
の
場
合
で
は
､
少
な
く
と
も
語
る
老
の
思
考
な
い
し
思
考
内
容
を
言
葉
の
指
示
作

用
に
従
っ
て
然
々
の
も
の
と
し
て
措
定
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
も
真
意
が
問
穎
と
な
る
様
な
魂
の
死
滅
を
信
ず
る
人
や

嘘
を
つ
く
人
､
欺
く
人
で
さ
え
も
､
思
考
の
伝
達
と
い
う
点
で
み
れ
ば
､
自
己
の
思
考
内
容
を
言
葉
に
表
わ
し
て
い
る
と
い
え
る
の

で
あ
る
｡
こ
れ
を
7
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
は
表
現
上
の
事
故
が
な
い
場
合
を
前
提
し
つ
つ
次
の
様
に
言
う
｡
｢
実
際
､
嘘
を
つ
く
人
で

さ
え
も
自
分
の
語
り
出
す
事
柄
に
つ
い
て
考
え
て
お
り
､
そ
の
故
に
た
と
え
我
々
.
が
､
捗
ら
が
真
実
を
語
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
知

ら
な
い
と
し
て
も
､
彼
ら
の
語
る
こ
と
が
心
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
の
で
き
っ
ま
り
､
如
何
な
る
人
で
あ
れ
｢
何
か
｣

を
語
る
場
合
､
頁
意
と
は
無
関
係
に
そ
の
｢
何
か
｣
に
つ
い
て
の
思
考
が
既
に
心
の
中
に
所
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
､
言
わ
ば

言
語
に
対
す
る
基
本
的
な
観
方
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

処
で
こ
の
思
考
の
伝
達
に
つ
い
て
は
.
､
ア
ウ
ダ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
意
味
論
が
<
s
i
g
n
u
ヨ
1
r
e
S
>
の
二
項
関
係
に
基
づ
く

と
い
う
D
亡
e
b
r
｡
W
に
対
し
て
､
既
に
M
a
r
㌻
s
や
J
a
c
k
s
O
n
が
<
.
s
i
g
n
u
⊇
-
r
e
S
-
e
邑
t
a
t
i
Q
>
の
三
項
関
係
に
基
づ
く
と
正
当
に

指
摘
し
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
倦
『
教
師
論
』
に
お
い
て
は
､
例
え
ば
著
作
冒
頭
か
ら
ア
ウ
ダ
ス
テ
ィ
貢

が
ぎ
p
亡
e
i
t
な
仕
方
で
思
考
の
領
域
或
い
は
よ
り
広
く
精
神
の
領
域
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
｡
例
え
ば
s
i

と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
<
s
i
g
n
与
-
r
e
S
>
の
一
義
的
固
定
的
指
示
関
係
を
断
っ
て
､
そ
の
言
葉
の
所
謂
｢
意
味
｣
の
場
と
し
て

一
〇
一



一
〇
二

邑⊇亡S

を
呈
示
し
て
い
る
こ
と
(
Ⅰ
【
一
∽
)
､
記
号
が
記
号
を
指
示
す
る
場
面
で
は
､
例
え
ば
く
e
r
b
§
と
n
O
m
e
n
と
い
う
語
の
包

摂
な
い
し
合
同
関
係
に
つ
い
て
も
実
は
各
語
が
場
合
に
応
じ
て
指
示
す
る
意
味
領
域
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
(
声
這

f
f
)
､
記
号
が
事
物
を
指
示
す
る
場
面
で
は
指
示
対
象
と
し
て
r
e
S
で
は
な
く
敢
え
て
s
i
g
コ
i
f
i
c
a
b
i
〓
a
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
(
声

N
N
)
､
事
物
と
記
号
の
価
値
差
を
問
題
に
す
る
場
面
で
は
両
者
の
間
に
c
O
g
n
i
t
i
O
r
2
2
ヨ
を
置
く
こ
と
(
ヂ
N
莞
f
)
､
な
ど
｢
記

号
論
｣
の
各
場
面
に
は
精
神
の
内
に
生
ず
る
｢
意
味
｣
に
相
当
す
る
も
の
を
示
す
箇
所
が
あ
る
｡
こ
の
様
な
｢
記
号
論
｣
に
お
け
る

｢
意
味
｣
の
位
置
づ
け
は
著
作
末
尾
に
お
け
る
思
考
の
伝
達
の
論
述
を
準
備
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
｡

こ
う
し
て
､
語
り
手
は
約
定
的
な
語
義
に
注
意
し
て
自
ら
の
思
考
に
相
応
し
い
言
葉
を
使
用
す
る
努
力
を
す
る
限
り
､
言
葉
は
語

り
手
の
内
に
あ
る
事
物
に
つ
い
て
の
思
考
を
反
映
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
し
､
ま
た
､
聞
き
手
は
言
葉
の
約
定
的
な
指

示
作
用
に
基
づ
い
て
再
構
成
さ
れ
た
思
考
内
容
を
語
り
手
固
有
の
も
の
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
様
に
､
言
語
使
用
の

場
に
お
い
て
は
<
s
i
g
コ
⊆
ヨ
ー
r
e
S
-
C
O
g
i
t
a
t
i
｡
>
の
三
項
関
係
に
基
づ
く
言
語
構
造
を
前
提
と
す
る
の
で
､
ア
ウ
ダ
ス
テ
ィ
ブ
ス

が
問
題
と
し
て
掲
げ
た
｢
言
葉
の
効
用
｣
が
妥
当
す
る
<
p
e
r
b
O
ヨ
i
コ
e
S
>
の
伝
達
も
か
か
る
構
造
に
基
づ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る｡

コ

真
理
麦
志
向
す
る
対
話

言
語
使
用
一
般
に
お
け
る
言
葉
が
効
用
を
も
つ
と
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
如
何
な
る
場
面
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
｡
既
に
述
べ
た
様

に
､
勧
め
(

ad⊇○-きiO

)
に
お
け
る
勒
用
は
真
理
の
探
求
を
も
た
ら
す
限
り
で
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
､
言
語
使
用
一
般
に
お
け
る

思
考
の
伝
達
も
そ
の
局
面
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
効
用
を
も
つ
と
は
い
え
な
い
｡
そ
れ
で
は
､
言
語
使
用
の
場
に
お
け
る
思
考
の
伝

達
は
如
何
に
し
て
<
廿
e
r
h
O
m
i
n
e
s
>
の
伝
達
と
し
て
聖
書
解
釈
へ
の
方
位
を
と
っ
て
真
理
を
志
向
し
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ



う
か
｡
こ
れ
を
直
接
的
に
叙
述
し
説
明
す
る
箇
所
は
『
教
師
論
』
の
中
に
は
な
い
｡
然
し
､
対
話
の
推
移
自
体
に
そ
れ
を
示
唆
す
る

垂

も
の
が
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
｡
と
い
う
の
も
､
『
教
師
論
』
の
対
話
の
目
的
は
｢
語
る
と
き
､
我
々
は
何
が
起
こ
る
こ
と
を
望
む
か

｣

と
い
う
問
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
り
､
そ
し
て
そ
の
答
は
さ
し
あ
た
り
､
対
話
の
相
手
の
精
神
の
内
奥
に
お
い
て
真
理
の
照
明
を
生

ぜ
し
め
そ
れ
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
､
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
『
教
師
論
』
に
お
け
る
対
話
自
体
が

か
か
る
答
を
生
み
出
し
た
と
し
得
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
事
は
､
ア
ウ
ダ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
対
話
の
冒
頭
で
｢
以
下
の
対
話
の
中
で
事
実

正

そ
の
も
の
が
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
｣
と
述
べ
､
ま
た
ア
デ
オ
ダ
ー
ト
ゥ
ス
が
対
話
の
最
後
で
7
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
の
発
言

蚕

を
指
し
て
｢
あ
な
た
の
言
葉
の
勧
め
｣
と
述
べ
て
い
る
こ
と
と
符
合
し
て
い
る
｡
そ
れ
故
､
勒
用
を
も
つ
思
考
の
伝
達
と
は
､
『
教

師
論
』
の
結
論
で
あ
る
｢
内
奥
に
お
い
て
莫
な
る
教
師
の
み
が
教
え
る
｣
と
い
う
事
象
を
対
話
の
相
手
の
内
奥
で
真
理
の
伝
達
が
生

起
す
る
こ
と
を
通
じ
て
知
ら
し
め
る
た
め
に
限
定
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
伝
達
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
な

そ
れ
で
は
か
か
る
伝
達
は
如
何
な
る
仕
方
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
実
際
の
対
話
の
詳
紳
な
検
討
は
別
の
機
会
に
譲

る
と
し
て
､
こ
こ
で
は
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
が
対
話
に
つ
い
て
叙
述
す
る
箇
所
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
彼
は
言
う
｡
｢
何
か
質
問

さ
れ
た
時
そ
れ
を
否
定
し
て
も
､
更
に
他
の
質
問
が
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
認
め
る
様
に
導
か
れ
る
､
と
い
う
こ
と
が

し
ば
し
ば
起
こ
る
の
で
す
が
､
こ
れ
は
事
柄
全
体
に
つ
い
て
あ
の
光
に
相
談
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
人
の
視
力
の
弱
さ
に
よ
っ
て
起

こ
る
の
で
す
｡
そ
の
人
は
そ
の
全
体
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
す
が
､
全
体
を
構
成
し
て
い
る
諸
部
分
に
つ
い
て
質
問
さ

れる時に諸部分によって認めてゆく様に勧め促されるのできこの事柄全体(restOta)とは『教師論』の著作

全
体
に
お
い
て
は
ま
さ
に
｢
真
理
の
伝
達
｣
と
い
う
事
象
で
あ
り
､
ア
ウ
ダ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
思
考
を
対
話
に
よ
っ

て
実
践
的
に
ア
デ
オ
ダ
ー
ト
ゥ
ス
に
伝
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
伝
達
は
<
i
n
t
2
r
r
O
g
a
r
e
-
r
e
S
P
O
n
d
e
r
e
>
に
よ
っ

て
遂
行
さ
れ
､
事
象
全
体
を
異
な
る
事
象
と
し
て
把
捉
し
て
い
る
側
(
7
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
)
が
基
本
的
に
質
問
者
の
役
割
を
受
け

も
つ
｡
質
問
者
は
応
答
老
の
精
神
の
視
力
に
応
じ
て
部
分
的
問
題
か
ら
質
問
し
始
め
､
｢
注
意
を
促
す
こ
と
の
で
き
る
記
号
を
送
詣

一
〇
三



そ
れ
は
応
答
老
が
｢
自
ら
発
見
す
る
た
暫
で
あ
っ
て
｢
内
的
に
学
ぶ
の
に
相
応
し
い
｣
仕
方
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
う
し
て

質
問
と
応
答
の
往
復
に
お
い
て
応
答
老
の
内
に
は
伝
達
内
容
に
つ
い
て
の
判
断
が
適
時
生
起
す
る
｡
こ
れ
を
質
問
者
が
確
証
す
る
た

め
に
は
自
分
の
指
示
す
る
事
象
と
同
じ
事
象
に
つ
い
て
相
手
が
言
表
す
る
様
に
求
め
て
質
問
す
れ
ば
よ
い
｡
そ
の
結
果
､
応
答
老
が

｢
質
問
さ
れ
た
時
､
語
ら
れ
た
事
と
同
じ
こ
と
を
答
え
る
こ
と
が
出
来
た
き
と
な
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
Q
勿
論
､
こ
の
翌
日
の
事

象
の
同
一
(
i
d
e
ヨ
)
を
保
証
す
る
の
は
､
応
答
老
の
言
表
か
ら
再
構
成
さ
れ
た
思
考
内
容
と
自
ら
の
思
考
内
容
と
の
間
の
同
一
性
に

っ
い
て
の
判
断
で
あ
る
｡
例
え
ば
ア
ウ
ダ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
ア
デ
オ
ダ
ー
ト
ゥ
ス
に
対
し
て
敢
え
て
対
話
の
内
容
を
要
約
さ
せ
て
い
る

が
(
声
-
?
ふ
苓
こ
宅
一
会
)
1
こ
の
時
ア
ウ
ダ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
事
象
に
つ
い
て
の
思
考
の
同
一
性
の
確
認
を
意
図
し
て
い
る
.
と
考
え

ら
れ
よ
う
｡
斯
く
し
て
応
答
者
が
最
終
的
に
事
象
全
体
を
兜
え
た
時
､
両
者
共
に
そ
れ
を
同
じ
其
な
る
事
象
と
し
て
同
じ
真
理
の
光

の
内
に
観
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
言
わ
ば
真
理
の
共
有
経
験
と
も
言
う
べ
き
段
階
に
至
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
こ

そ
<
p
e
r

h
旨
i
n
㌻
>
の
伝
達
が
目
的
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡

こ
の
様
に
<
p
e
r

h
｡
m
5
.
e
S
>
の
伝
達
は
真
理
の
伝
達
を
根
拠
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
思
考
の
伝
達
一
般
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
｡
そ
れ
故
､
伝
達
さ
れ
る
思
考
内
容
む
､
そ
れ
が
事
象
全
体
を
構
成
す
る
部
分
命
題
に
つ
い
て
の
固
有
の
思
考
で
あ
る
と
し
て

も
､
真
理
に
即
し
て
そ
こ
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
る
限
り
は
正
し
い
思
考
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡
し
か
も
そ
れ
は
7
デ
オ
ダ
ー
ト
ゥ
ス

の
抵
抗
や
反
論
に
対
応
す
る
調
整
力
を
も
ち
無
理
な
く
裏
理
の
伝
達
へ
と
導
く
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
そ
の
た
め
に
は
各
段

階
の
思
考
内
容
に
対
し
て
､
そ
れ
に
相
応
し
い
分
節
音
(
･
a
r
t
i
c
u
-
a
t
a
く
○
舛
)
を
選
択
し
て
適
用
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
｡
こ
れ
ら

の
操
作
に
よ
っ
て
外
化
さ
れ
た
言
葉
は
､
質
問
者
側
に
と
っ
て
は
､
自
己
に
生
じ
た
莫
認
識
を
他
者
に
も
生
起
さ
せ
る
た
め
の
効
力

あ
る
道
具
と
な
り
､
他
方
応
答
者
側
に
と
っ
て
は
､
ま
さ
に
其
認
識
に
と
っ
て
有
効
な
成
立
契
機
と
な
る
｡
言
葉
の
使
用
者
と
し
て
の

｢
人
｣
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
､
応
答
老
に
と
っ
て
異
な
る
事
象
全
体
を
把
え
て
い
る
質
問
者
と
い
う
他
者
は
､
真
理
を
志
向
す

る
限
り
必
要
不
可
欠
な
存
在
で
あ
る
し
､
ま
た
質
問
者
に
と
っ
て
応
答
老
と
い
う
他
者
は
､
自
己
の
既
知
の
莫
な
る
事
象
を
専
有
せ



ず
｢
倣
慢
や
嫉
妬
な
し
に
｣
伝
達
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
存
在
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
意
味
で
『
教
師
論
』
は
｢
言
葉
に
よ
る
導

き
(
く
e
r
b
i
s
罵
r
d
亡
e
e
r
e
)
肖
一
会
)
｣
と
し
て
の
<
p
e
r
h
｡
ヨ
5
.
e
S
>
の
伝
達
の
意
義
を
そ
の
根
底
に
有
し
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

結

語

『
教
師
論
』
の
著
作
の
目
的
が
マ
タ
イ
第
二
三
章
第
八
節
～
第
十
節
に
つ
い
て
の
解
釈
で
あ
る
な
ら
悔
ま
さ
し
く
対
話
と
い
う

方
法
は
<
真
理
の
伝
達
>
を
知
解
す
る
の
に
相
応
し
い
手
段
に
な
る
｡
対
話
は
､
言
葉
が
既
に
一
般
的
に
教
育
手
段
と
し
て
使
用
さ

れ
流
通
し
て
い
る
現
状
､
つ
ま
り
根
源
的
な
目
的
性
を
欠
い
た
言
葉
の
現
状
か
ら
出
発
し
､
言
葉
に
よ
る
伝
達
の
可
能
性
を
検
討
す

る
記
号
論
を
介
し
て
､
真
理
の
伝
達
を
明
確
に
位
置
づ
け
る
に
至
る
｡
そ
の
後
に
明
言
さ
れ
た
｢
言
葉
の
勒
用
｣
と
は
､
明
ら
か
に

根
源
的
な
目
的
へ
と
定
め
ら
れ
た
言
葉
の
使
用
を
肯
定
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
様
な
勒
用
あ
る
言
葉
は
､

根
源
か
ら
発
す
る
莫
な
る
事
象
を
敢
え
て
言
蓑
主
体
を
通
じ
て
外
在
化
さ
せ
､
他
者
に
対
し
て
同
じ
根
源
へ
と
向
か
わ
し
め
る
力
を

も
つ
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
言
わ
ば
応
答
の
典
型
と
な
る
聖
書
解
釈
が
単
に
他
者
か
ち
孤
立
し
た
個
的
精
神
の
営
為
の
み
な
ら
ず
､

共
同
体
に
お
い
て
真
理
の
共
有
を
め
ざ
す
行
為
で
も
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡
ま
た
一
方
で
は
7
ウ
ダ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
一
連
の

解
釈
善
が
他
者
に
向
け
て
の
講
解
(
e
コ
a
r
r
a
t
i
｡
こ
r
a
c
t
a
t
亡
S

)
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
､
『
教
師
論
』
の
対
話
と
い

ぅ
方
法
に
は
単
な
る
形
式
以
上
の
も
の
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
確
か
に
表
面
的
に
は
人
間
相
互
の
伝
達
の

価
値
が
低
く
見
積
も
ら
れ
て
い
る
様
に
み
え
る
が
､
そ
れ
は
知
識
の
教
育
に
対
す
る
皮
相
的
な
観
方
を
批
判
す
る
た
め
で
あ
っ
て
本

来
の
目
的
で
は
な
い
｡
寧
ろ
我
々
は
著
作
の
大
半
が
伝
達
に
関
わ
る
記
号
の
研
究
か
ら
成
る
こ
と
を
把
え
直
し
て
､
言
葉
の
積
極
的

な
意
義
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
海

一
〇
五
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建
築
の
事
例
が
非
常
に
具
体
的
に
示
さ
れ
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い
る
(
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白
-
∽
¢
～
芸
)
｡

言

A
u
g
u
s
t
i
コ
u
S
-
C
｡
ミ
…
ぎ
芸
}
O
C
S
F 畏

営
●
B
e
】
g
i
q
u
e
こ
冨
-
盲
}
芦
芦
…
…
i
｡
d
｡
｡
d
ヨ
｡
｡
i
t
u
s

q
u
a
｡
.
｡
.
｡
i
｡
｡
｡
r
P
｡
コ
T

言

こ
の
分
け
方
は
便
宜
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
｡
初
期
著
作
と
は
､
対
象
を
数
的
な
も
の
に
還
元
す
る
思
想
を
も
つ
『
秩
序
論
』
､
≡
｡
棄
論
』
､

『
真
の
宗
教
』
､
『
自
由
意
志
論
』
等
で
あ
り
､
中
期
以
降
の
著
作
と
は
､
言
語
論
乃
至
記
号
論
を
琴
フ
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
､
『
三
位
一

体
論
』
､
『
初
心
者
へ
の
教
導
』
等
で
あ
る
｡

言

A
u
g
u
s
ニ
コ
u
S
一
b
屯
営
首
ぎ

0
0
S
F

畏
H
ヂ
B
e
-
g
i
q
亡
e
こ
S
〇
一
己
態
･
(
く
｡
.
b
｡
)
監
ヨ
｡
｡
∩
=
=
蔓
u
ヨ
主
q
u
a
｡
｢
｡
ヨ
｡
S

r
勺
S
-
コ
○
⊃

e
X
h
i
b
e
コ
t

u
t

コ
O
r
i
ヨ
u
S
.

言

d
≡
r
e
と
亡
O
C
e
r
e
の
対
立
図
式
は
､
加
藤
武
｢
…
i
-
1
e
ニ
e
コ
と
し
て
の
伝
達
-
D
e
一
)
｡
C
l
r
i
コ
a
C
h
r
i
s
二
a
コ
a

に
お
け
る
d
｡
｡
｡
r
｡
の
構

造
-
｣
(
立
教
大
学
研
究
報
告
<
人
文
科
学
>
第
四
五
号
､
一
九
八
六
年
)
に
基
づ
く
｡

甘)

A
u
g
u
s
エ
コ
u
S
)
b
Q
⇒
岩
讐
訂
ご
;
】
火
裏
白
∵
岩
･

ヱ

≡
㌻
雲
ム
〇
.
C
u
ヨ
く
e
r
O
d
e
h
i
s
a
g
i
-
u
r
一
q
亡
a
e
ヨ
e
コ
1
e

c
｡
コ
S
P
i
c
i
ヨ
u
S
→
i
d
e
s
二
三
e
=
e
｡
一
u
｡
l
q
u
｡
.
｡
ニ
冨
｡
盲
q
｡
i
d
｡
ヨ

】
〇
q
u
i
∃
u
r
}
q
u
a
e

P
r
a
e
S
e
コ
ニ
a

c
O
コ
…
e
…
u
r

i
コ
i
=
む
i
コ
1
e
-
i
〇
r
e
ど
c
e

く
e
r
i
-
a
l
i
s
一
q
u
a

i
p
s
e

q
u
i
d
i
c
i
t
u
r

h
(
)
…
O

i
コ
t
e
-
i
{
)
ト

i
コ
ー
u
s
t
r
a
t
u
r

e
t

fruitur∵ed

t
亡
…
q
u
｡
q
亡
e
コ
｡
S
l
e
r

a
u
d
i
l
〇
r
】
S
i

e:ps÷≡)S｡Cr｡t｡｡｡SiヨP=｡i宍｡-｡くid=●

コ
○
く
〓
q
u
已
d
i
c
C

S
u
a

C
O
コ
{
e
ヨ
P
】
a
二
C
コ
e
】
コ
○
コ
く
e
r
b
i
s
ヨ
e
i
s
･

甘
)
一
般
に
『
教
師
論
』
に
お
い
て
は
認
識
の
個
人
性
･
閉
鎖
性
や
言
葉
自
体
の
不
完
全
性
か
ら
､
対
話
は
対
話
者
相
互
の
力
動
的
な
探
求
活
動
で
は
な
く
､

｢
聞
き
手
｣
中
心
の
活
動
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
【
M
a
r
c
B
a
･
a
エ
コ
e
l
勺
｢
a
コ
号
s
e

Desb〇･des-S㌻i〇l冬e

elヨ㌻】身uistiqu｡

c
h
e
N

S
a
i
コ
t
A
u
g
u
s
二
っ
}
h
昌
き
9
曇
忘
一
く
C
】
.
票
忘
0
0
N
は
対
話
に
つ
い
て
｢
そ
の
重
点
は
聞
き
手
に
お
か
れ
る
｡
即
ち
解
釈
に
､
或
い
は
少

な
く
と
も
語
り
手
が
世
界
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
解
釈
す
る
可
能
性
に
お
か
れ
る
(
p
.
0
0
N
)
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
ま
た
､
戸
A
･
M
a
r
k
u
s
}
S
t
･
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A
u
g
u
s
二
コ
e
…
S
i
g
コ
S
一
句
ざ
コ
芸
忘
竺
訂
.
N
こ
冨
→
1
.
も
『
教
師
論
』
を
｢
解
釈
者
｣
の
理
論
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
｡
(
A
長
£
罫
ヂ
ゝ

C
O
〓
害
こ
○
さ
ミ
C
3
.
註
c
已

内
冨
卓
也
.
N
e
一
く
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ゝ
卓
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功
卜
計
》
≦
】
P
a
r
i
s
→
-
雲
占
も
.
-
A
ひ
.

b屯
∋
白
も
こ
六
日
こ
ー
.
i
u
d
i
c
a
-
i
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一
e
く
e
r
a

e
u
ヨ

d
i
c
e
r
e
.

註
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㌣
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m
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畠
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N
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○
∃
G
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ヨ
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i
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O

id
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O
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e
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a
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e
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C
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ヨ
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id

q
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∋
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O

P
-
○
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e
-
i
･
u
t

a
コ
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ヨ
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S

-
〇
q
u
e
コ
二
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a
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p
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e
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ヨ
○
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ヨ
害
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=
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｢
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コ
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c
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C
a
コ
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ヨ
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S
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C
O
コ
ニ
コ
g
ニ
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a
u
一
c
u
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a
=
a

p
-
e

a
≡
s
く
e
r
b
a

p
-
a
e
t
e
r
く
○
-
亡
コ
t
a
t
e
…
コ
O
S
=
a
ヨ

〓
コ
g
u
完
-
P
S
i
u
s

e
r
r
O
-
e

P
…
S
i
=
u
コ
一
い

軋
≡
チ
ー
×
臼
一
£
.
i
コ
ー
e
r
d
u
ヨ害

C
i
d
e
r
e
…
…
C
u
ヨ

a
C
C
i
d
〓
a
p
p
a
r
e
r
e
･

監
ふ
a
:
‥
¥
日
∴
岩
.
c
u
ヨ

i
=
e

q
u
i
-
O
q
u
i
l
u
-
e
a
J
e
…
q
u
i
d
e
ヨ

S
i
g
コ
i
〓
c
芝
q
亡
a
e

C
品
i
l
已
-
S
e
d

p
-
e
r
u
∃
q
u
e

t
g
t
u
ヨ

S
i
b
i

e
l
･

a
≡
s
q
u
i
b
u
s
d
a
ヨ
ー
e
-
v
e
r
O

C
u
i
-
O
q
…
1
u
-
e
t

iteヨ

已
i
i
s
コ
…
コ
u
≡
s
コ
C
コ

ideヨ

S
■
g
コ
i
r
i
c
a
t
･

丸
〓
㌣
一
×
臼
-
畠
.
H
u
i
c

e
r
r
O
r
i

d
e
r
i
⊃
≡
害
e
S
ヨ
e
d
e
r
i

p
O
S
S
e

d
i
c
u
コ
一
.

ア
ウ
ダ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
定
義
に
つ
い
て
積
掻
的
に
そ
の
意
義
を
評
価
し
て
は
い
な
い
｡
結
局
の
所
､
①
論
争
対
立
は
事
物
(
r
e
s
)
に
つ
い
て
で
は

な
く
言
葉
に
つ
い
て
生
起
す
る
こ
と
､
②
b
O
コ
亡
S
d
e
f
i
コ
ニ
○
-
が
ほ
ん
の
僅
か
し
か
い
な
い
こ
と
､
③
d
i
s
c
享
コ
a

d
e
ニ
コ
i
e
⊃
d
i
に
つ
い
て
の
論

争
も
あ
る
こ
と
､
を
示
し
っ
つ
こ
の
場
で
取
り
扱
う
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
し
て
い
る
｡

註
互
参
照
｡
t
a
コ
t
u
ヨ
は
言
葉
に
よ
る
a
d
ヨ
○
コ
e
r
e
の
面
に
つ
い
て
否
定
的
視
点
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
｡

b
?
芦
屋
こ
彗
ご
蓋
.
S
e
d

de

l
0
1
a

u
l
i
-
.
i
l
a
l
e
く
e
-
b
O
r
u
…
】
q
u
a
e
→
S
i

b
e
コ
e

C
害
S
i
d
e
r
c
一
u
-
･
コ
ヨ
P
a
｢
く
a

e
S
一
-
a
=
a
s
を
D
e
u
s

S
i
く
e
r
こ
-
r
e
q
U
i
r
e
ヨ
u
S
.

こ
の
｢
言
葉
の
効
用
｣
は
実
際
の
対
話
の
場
に
お
け
る
言
葉
の
役
割
を
肯
定
的
に
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
｡
｢
他
の
機
会
｣
に
つ
い
て
は
､

M
≡
k
u
s
(
O
P
亡
羊
p
.
3
)

は
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
琴
一
巻
～
第
四
巻
を
挙
げ
､
加
藤
武
(
｢
ア
ウ
ダ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
ペ
ル
ソ
ー

ナ
と
解
釈
｣
立
教
大
学
研
究
報
告
<
人
文
>
第
四
一
号
､
一
九
八
二
年
)
は
､
そ
れ
に
先
立
つ
も
の
と
し
て
『
創
世
記
註
解
I
!
マ
一
一
教
徒
を
論

駁
す
る
(
D
e
O
e
コ
e
S
i

c
O
コ
t
r
a

M
a
コ
i
c
b
a
e
ウ
S
)
』
を
挙
げ
て
い
る
｡

一
〇
七
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〇
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｢
序
文
｣
に
つ
い
て
は
加
藤
武
論
文
(
前
註
)
に
多
く
を
学
ん
だ
｡
尚
､
｢
序
文
｣
の
執
筆
年
代
に
つ
い
て
は
様
々
の
論
争
が
あ
る
が
､
本
稿
に

お
い
て
は
中
期
以
降
の
言
語
論
に
お
け
る
特
質
と
し
て
の
<
p
e
r

h
｡
ヨ
i
コ
e
S
>
の
伝
達
に
焦
点
を
絞
る
の
で
問
題
に
し
な
い
｡

審
A
u
g
u
s
t
i
コ
u
S
一
b
屯

▲
賢
岩
ワ
ニ
.
喜
=
草
昇
鼓
…
チCO
S
L
.
ヨ
昌
幸
B
e
】
g
i
q
u
e
)
-
3
N
盲
}
N
}
㌣

正
一
註
㌫
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こ
｣
｣
)

D
u
a
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s
u
コ
l

r
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s
-
q
亡
i
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コ
i
三
u
r

O
ヨ
コ
i
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t
r
a
c
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a
二
〇
S
C
r
i
p
t
u
-
a
r
u
ヨ
}
ヨ
已
u
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i
コ
<
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コ
i
e
コ
d
i
-
q
u
2
e

i
コ
t
e
〓
e
g
e
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d
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S
亡
コ
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ー
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t
∃
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u
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p
r
O
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r
e
コ
d
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}
q
u
a
e

i
コ
t
e
〓
e
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t
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s
u
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裏書亘≧缶医書窃畜蚤正

丸
∑
㌣
)
P
r
〇
･
N
･

ユ
ニ
乱
こ
P
;
.
㌣

事
例
と
し
て
､
文
字
の
知
識
な
し
に
聞
く
だ
け
で
聖
書
を
記
憶
し
思
慮
深
い
考
察
に
よ
っ
て
知
解
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
エ
ジ
プ
ト
僧
ア
ン
ト
ニ
ウ

ス
と
､
す
盲
の
故
に
神
に
祈
り
三
日
後
に
本
を
読
む
こ
と
が
出
来
た
と
伝
え
ら
れ
る
奴
隷
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡

戸
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e
<
a
コ
e
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巴
d
e
i
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a
コ
d

A
コ
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ー
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P
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○
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i
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O
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･
i
s
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a
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a
】
A
ぎ
苫
芝
軋
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軋
q
き

警
已
れ
芸
一
く
○
-
.
-
一
-
3
0
は
､
こ
の
第
三
の
人
々
の
知
解
の
あ
り
方
を
通
常
の
人
間
教
育
の
手
続
き
と
し
て
の

p
a
i
d
e
i
a
と
区
別
し
て
a

c
h
a
-

r
i
s
ヨ
a
こ
c

p
-
O
C
e
S
S

O
f

s
O
ヨ
e

k
i
コ
d
(
p
｣
缶
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と
称
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て
い
る
｡

bQ

き
c
㌻
c
ぎ
計
㌻
p
r
〇
.
ひ
.
C
e
=
2
e
コ
ー
ヨ
q
u
O
コ
i
a
ヨ
C
ト
ー
i
s
l
l
a
コ
i
s
コ
O
b
i
s
-
e
S

eSlニuise

S
c
r
i
p
l
u
r
a
s

s害CtaS

S
i
コ
e

d
u
c
e

h
e
ヨ
ー
コ
e

g
a
u
d
e
コ
t

コ
O
S
S
e
.

∑
皐
チ
.
p
r
〇
.
→
.

註
丸
干
}
P
r
〇
.
0
0
.
s
e
d

c
u
ヨ
⊥
e
g
i
t
}
e
t

コ
u
〓
C
S
i
b
-
h
〇
ヨ
i
コ
u
ヨ
e
X
P
O
コ
e
コ
l
e

i
コ
t
e
-
〓
g
こ
-
C
亡
r

i
p
s
e

a
≡
s

a
〓
e
c
t
a
t

e
x
p
O
コ
e
r
e
}

害

コ
〇
コ
P
三
i
u
s

e
｡
S

r
e
ヨ
i
〓
i
t
亡
e
｡
}

u
l

i
p
s
i

q
u
O
q
u
e
コ
ヨ
P
e
r

h
O
ヨ
i
コ
e
ヨ
一
S
e
d

i
ニ
O

i
コ
t
u
S

d
O
C
e
コ
l
e

i
コ
t
e
≡
g
a
コ
こ

已
こ
乱
こ
P
r
〇
.
㌣

l
∋
C
く
e
;
e
t

q
u
O
d

p
e
r

h
O
ヨ
i
コ
e
ヨ

d
i
s
c
e
コ
d
u
ヨ
e
S
t
,
S
i
コ
e

S
u
P
e
r
b
i
a

d
i
s
c
a
t
い
e
t

P
e
r

q
u
e
ヨ

d
害
e
t
u
r

a
ニ
u
s
}
S
i
コ
e

S
u
P
e
r
b
i
a

e
t

s
i
コ
e
-
コ
く
i
d
i
a

l
r
a
d
a
t

q
u
C
d

a
c
c
e
p
こ
‥

こ
こ
乱
こ
P
r
〇
.
㌣

巳
こ
乱
こ
P
;
.
0
0
.
Q
u
a
ヨ
q
u
a
ヨ
コ
e
ヨ
O

d
e
b
e
t

a
】
i
q
u
i
d

s
i
c

h
a
b
e
r
e

q
u
a
s
i

s
亡
u
…
P
-
名
r
i
u
ヨ
一
コ
i
s
irO
こ
2

∃
e
コ
d
a
c
i
u
ヨ
.
N
a
…

〇
ヨ
コ
e
く
e
r
u
ヨ

a
b

≡O

e
S
t
】
q
u
i

a
i
t
‥
出
g
O

S
u
ヨ

く
e
r
i
t
a
s
.

∑
こ
己
:
P
;
.
ア
s
e
d

a
b
i
e
c
l
a

e
s
s
e
l
ト
u
ヨ
a
コ
a

C
O
コ
d
-
c
i
O
}
S
i

p
e
l

h
e
ヨ
i
コ
e
S

h
O
ヨ
i
コ
i
b
u
s

d
e
亡
S
く
e
r
b
u
ヨ

S
u
u
ヨ
ヨ
i
コ
i
s
t
r
a
-
e



⊃
〇
ニ
c

く
i
(
】
e
r
e
l
u
r
＼
…
…
‥

i
p
s
a

c
h
彗
i
;
s
}
q
u
完

S萱

i
コ
く
i
c
e
∃

h
O
∃
i
コ
e
S
コ
O
d
O

u
コ
〓
a
二
s

a
s
l
r
-
コ
g
ニ
】
コ
○
コ
h
a
b
e
r
e
t

adぎヨ
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ど
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d
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d
O
r
u
ヨ
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i
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P
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c
e
r
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コ
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宏

加
藤
武
前
掲
論
文
(
註
窃
)
｢
人
間
を
媒
介
と
す
る
(
p
e
r

b
昌
i
コ
e
S
)
神
の
言
(
く
e
r
b
u
ヨ
D
e
i
)
の
伝
達
､
こ
れ
が
人
尚
の
品
格
(
c
C
コ
d
i
･

｡
i
｡
h
u
ヨ
｡
｡
む
)
を
保
証
す
る
た
め
に
神
が
わ
ざ
わ
ざ
と
ら
れ
た
迂
路
､
愛
故
の
迂
曲
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｣
(
十
一
頁
)
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
｡

重 訳 韮$詔書

註
互
参
照
｡
他
に
c
〇
⊃
S
u
】
e
･
e
と
の
関
係
を
示
す
巴
一
∽
0
0
の
テ
ク
ス
ト
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

註
窃
参
照
｡

言
葉
の
使
用
と
言
葉
そ
の
も
の
と
は
優
劣
差
を
以
て
明
確
に
区
別
さ
れ
る
｡
(
c
f
.
b
～

→
≡
忘
.
こ
ヂ
N
の
)

テ
ク
ス
ト
上
の
表
現
と
し
て
は
､
人
間
の
教
師
を
q
u
i

a
d
ヨ
○
コ
u
i
l
と
し
た
り
､
そ
の
行
為
を
a
d
ヨ
2
こ
二
｡
S
e
r
…
｡
C
i
コ
a
コ
ー
ー
s
と
す
る
箇
所
(
宮
司
〉

会
)
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

pⅦ

季
長
:
u
宅
･
芸
･
u
l

i
a
ヨ
…
コ
C
r
e
d
e
-
e
…
u
S

l
a
コ
1
u
ヨ
】
S
e
d

e
-
訂
ヨ

i
コ
1
e
ニ
e
g
e
r
e

i
コ
C
i
p
e
r
e
ヨ
u
S
}
q
u
a
ヨ

く
e
-
e

S
C
r
i
p
t
u
ヨ

S
i
t

き
C
t
ミ
〓
a
t
e

d
i
く
i
コ
a
.

『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
序
文
と
『
教
師
論
』
を
結
び
つ
け
る
接
点
と
し
て
更
に
次
の
二
点
を
準
ず
る
も
の
と
し
て
挙
げ
て
お
こ
う
｡
一
つ
は

<
p
｡
｢
h
〇
ヨ
i
コ
e
S
>
の
伝
達
の
用
語
と
し
て
の
<
t
r
a
d
e
r
e
-
a
C
C
i
p
e
r
e

>
が
『
教
師
論
』
に
も
見
い
出
さ
れ
る
点
で
あ
る
｡
明
確
な
術
語
で

は
な
く
ま
た
安
定
し
た
対
語
で
も
な
い
が
､
そ
の
意
味
は
人
間
間
の
相
互
伝
達
で
あ
る
｡
例
え
ば
実
際
の
対
話
を
語
る
文
脈
で
は
当
一
㌫
(
t
r
a
d
e
･

r
e
)
､
室
戸
A
ふ
∵
芸
(
a
c
c
i
p
e
r
e
)
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
特
に
後
者
は
頻
出
す
る
(
例
え
ば
声
N
N
な
ど
)
｡
も
う
一
つ
は
､
真
理
の
伝
達
を

得
た
老
が
他
者
へ
の
伝
達
に
着
手
す
る
点
で
あ
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
事
例
を
指
摘
す
る
こ
と
し
か
出
来
な
い
｡
例
え
ば
冒
頭
に
お
い
て
､
自
分

の
心
の
内
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
を
神
へ
と
向
か
わ
し
め
る
司
祭
の
例
(
Ⅰ
一
N
)
や
､
拶
半
部
に
お
い
て
､
嘘
を
つ
く
人
の
対
極
に
立
つ
真

実
を
語
る
老
の
例
(
註
8
参
照
)
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

語
一
9
:
喜
や
∴
書
丁
声
S
e
d

e
R
e

i
a
ヨ
r
e
ヨ
i
t
t
O
a
t
q
u
e

COコCedO.Cuヨ責ba

e
i
u
s

audiぎcuiコ〇ta

S
u
コ
t
.
a
C
C
e
P
t
a

r
亡
e
r
i
コ
t
.
P
O
S
S
e

i≡

e
s
s
e
コ
O
t
u
ヨ
d
e

h
i
s

r
e
b
u
s

q
u
2
S

S
■
g
コ
i
f
i
c
a
コ
t
-
O
q
u
e
コ
t
e
ヨ
C
O
g
-
t
a
く
鵬
s
s
e
い
コ
u
ヨ
i
d
e
O

e
こ
a
ヨ
一
q
u
O
d
コ
u
コ
C

q
u
a
e
｢
〓
u
r
,
u
t
r
u
ヨ
V
e
r
a

d
i
莞
r
〓
一
d
i
s
c
i
t
→

一
〇
九



一
一
〇

窃■

;
註
こ
H
弓
こ
㌣

正
註
辞
参
照
｡
ア
ウ
ダ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が

i
u
d
e
x

】
O
q
u
e
コ
t
i
s

を
わ
ざ
わ
ざ

i
u
d
e
x
】
害
u
二
｡
コ
i
s

へ
と
言
い
直
し
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ
た
い
｡

｢
人
｣
は
判
断
対
象
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
判
断
対
象
は
判
断
主
体
よ
り
劣
位
に
あ
る
可
変
的
音
響
現
象
(
言
表
)
で
あ
り
､
こ
の
事
は

『
真
の
宗
教
』
に
お
い
て
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
｡
｢
判
断
｣
に
つ
い
て
は
拙
稿
｢
7
ウ
ダ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
判
断
の
構
造
｣
(
東
京
大
学

文
学
部
美
学
芸
術
学
研
究
紀
要
｢
研
究
｣
第
四
号
､
一
九
八
五
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
｡
尚
､
i
u
d
i
c
a
r
e
と
d
O
C
e
r
e
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
別
の

機
会
に
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
｡

密

b
Q
喜
q
こ
米
日
→
畠
.
N
a
ヨ
ヨ
e
コ
t
i
e
コ
t
e
S

q
u
i
d
e
ヨ
C
O
g
i
t
a
コ
t

e
二
a
ヨ
d
e

h
i
s

r
e
b
u
s
一
q
u
a
S

】
｡
q
u
u
コ
ー
u
･
-
亡
t

l賀etSi｡｡SCT

a
ヨ
u
S

aコ

く
e
r
亡
ヨ

d
i
c
a
コ
t
}
S
C
i
a
ヨ
u
S

l
a
ヨ
e
コ
e
O
S

i
コ
a
コ
i
ヨ
O

h
a
b
e
r
e

q
u
O
d

d
訂
u
コ
t
.

重

B.D.Jacks(芦

T
h
e

T
h
e
〇
･
y
｡
r

S
i
g
コ
S

i
コ
S
t
●
A
u
g
u
s
エ
コ
e
.
S

De

d
O
C
t
エ
コ
a

C
h
r
i
s
二
a
コ
a
･
A

C
O
〓
害
こ
書
○
ヽ
C
→
註
c
已

鴎
芸
甚
助
,
-
3
N
も
P
.
-
○
→
.
ア
ウ
ダ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
真
作
と
言
わ
れ
る

De

d
i
a
訂
c
t
i
c
a
で
は
､
c
O
g
i
t
a
t
i
O
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て

d
i
c
i
b
i
】
e
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
主
要
な
言
語
論
を
含
み
も
つ
著
作
に
･
は
現
わ
れ
ぬ
術
語
で
あ
る
上
､
D
e

d
i
a
-
e
c
t
i
c
a
の
著
作
自
体

が
教
則
本
的
色
彩
が
濃
い
の
で
採
ら
な
い
｡
他
方
中
期
以
降
の
著
作
で
は
c
O
g
i
t
巴
i
O
が
術
語
と
し
て
定
立
し
て
い
る
｡
例
え
ば

コ
一
一
位
一
体
論
』

第
十
五
巻
第
十
章
･
第
十
一
章
､
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
第
一
巻
第
十
三
章
等
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

年季享重

b屯

〕
≡
芸
こ
l
}
-
.
Q
u
i
d

t
i
b
i
く
i
d
e
ヨ
u
r

e
慧
c
e
r
e

く
e
ニ
e
}

C
u
r
コ
ー
O
q
u
i
ヨ
U
r
.

註
丸
干
ー
】
→
-
.
q
u
C
d

iコ

h
a
c

コ
O
S
t
r
a

S
e
r
ヨ
O
C
i
コ
a
二
〇
コ
e

r
e
S

i
p
s
a

i
コ
d
i
c
a
b
i
1
.

ニ
ュ
虹
こ

米
ヨ
会
.
出
g
O
く
e
r
O

d
-
d
i
c
i
a
d
…
｡
コ
≡
｡
コ
e
く
e
r
b
｡
･
u
ヨ

t
U
｡
･
u
ヨ
.
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
は
ア
デ
オ
ダ
ー
ト
ゥ
ス
の
こ
の
返
答
に
先

立
っ
て
､
議
論
全
体
を
反
省
し
､
個
々
の
事
柄
に
つ
い
て
答
え
た
7
デ
オ
ダ
ー
ト
ゥ
ス
が
実
は
知
識
を
自
己
の
内
で
得
て
い
た
事
を
指
摘
し
っ
つ
､

そ
の
淵
源
に
つ
い
て
-

a

q
u
O

i
s
t
a
d
i
d
i
c
e
r
i
s

-
自
覚
を
促
し
て
い
る
｡

朽〉

『
教
師
論
』
の
対
話
の
推
移
自
体
が

s
e
-
f
-
r
e
f
言
x
i
く
e

で
あ
り
､
照
明
の
必
然
性
･
可
能
性
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
､
と
い
う
観
方

は
既
に
A
.
K
.
C
■
a
r
k
}
U
コ
i
l
y

a
コ
d
ヨ
e
t
h
O
d

i
コ
A
u
g
u
s
t
i
コ
e
}
s
.
.
亡
e

P
訂
g
i
s
t
r
〇
･
･
(
A
屋
£
ト
き
計
→
【
ヒ
邑
計
功
一
く
○
-
.
ア
ー
ミ
ご
p
.
-
○
)

に
見
受
け
ら
れ
る
｡
で
は
｢
対
話
｣
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
｡
『
教
師
論
』
は
一
連
の
カ
シ
キ
7
ク
ム
対
話
篇
と
同
様
に
e
X
e
r
C
i
t
a
こ
0

害
-
ヨ
i
(
c
r
.
ヒ
m

∋
芸
:
｡
声
N
こ

と
し
て
の
議
論
を
含
む
形
式
を
と
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
そ
の
議
論
の
展
開
は
直
線
的
で
も

d
e
d
u
c
二
く
e

で
も
な
い
と
さ
れ
る
(
A
.
K
.
〇
-
山
｢
k
も
℃
C
軋
ト
こ
P
J
O
)
｡
議
論
の
展
開
の
分
析
を
こ
こ
で
提
示
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
､
さ
し
あ
た
り
明
ら
か



な
事
実
は
『
教
師
論
』
が
ー
｡
q
u
i

の
問
題
に
つ
い
て

l
〇
q
u
i

と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
論
述
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
点
で
他
の

対
話
篤
と
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
ろ
う
｡

問
題
と
方
法
の
一
致
に
つ
い
て
は
､
P
.
〓
.
B
a
k
e
l
･
}

ご
b
e
r
a
-
A
こ
s

as

p
h
ニ
O
S
O
P
h
i
c
a
-
〓
b
e
r
a
二
〇
コ
‥
S
t
.
A
u
g
u
s
こ
コ
e
.
S

Ce

M
a
g
i
s
t
r
O

(
A
c
誉
ぎ
Q
ミ
ミ
㌢
･
…
…
q
㌻
ぎ
ト
ミ
喜
ト
ぎ
已
乱
三
…
…
盲
鳴
き
㌻
㌻
一
向
嶋
M
…
r
へ
a
-
こ
霊
¢
)
も
同
様
に
『
教
師
論
』
を

d
-
a
■
e
c
二
c
a
-
e
x
p
冨
i
t
i
2
コ
(
こ
d
i
a
】
e
c
t
i
c
(
p
.
ミ
ご
と
考
え
て
い
る
｡
彼
は
『
教
師
論
』
が
､
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
第
四
巻
(
絨
ヂ
会
)

で
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
『
ガ
ラ
テ
ア
喜
』
と
同
様
に
s
u
b
d
u
e
d

s
壬
e
で
書
か
れ
て
い
る
と
す
る
｡
即
ち
､
反
論
を
検
証
す
る
忍
耐
が
求

め
ら
れ
､
鋭
敏
な
精
神
の
理
解
力
が
必
要
な
議
論
が
扱
わ
れ
､
知
る
べ
き
事
を
知
ら
ぬ
老
を
相
手
と
し
､
明
噺
さ
(

p
e
･
S
P
i
c
u
〓
a
s

)
が
特
質

と
な
る
如
き
論
述
の
あ
り
方
で
あ
る
(
p
p
.
ミ
○
)
｡

謁
一
b
屯

ヨ
蓋
こ
肖
一
芸
.
N
a
ヨ
q
⊂
O
d
s
a
e
p
e

c
∃
エ
コ
g
〓
一
u
ニ
コ
一
e
｢
,
O
g
a
一
u
s

a
-
i
q
u
i
d
コ
e
g
e
t
≡
q
u
e

a
d

id

r
a
t
e
コ
d
u
∃

a
≡
s

iコleT

蟹缶車重

;
g
a
ニ
○
コ
i
b
u
s

u
r
g
e
a
一
u
-
･
≡
h
O
C

i
ヨ
b
e
c
≡
ニ
a
t
e

c
e
-
コ
e
コ
ニ
s
-
q
u
i

d
e
-
e
;
t
a

i
=
a
ヨ
ー
u
c
e
…
C
O
コ
S
u
】
e
r
e
コ
○
コ
P
0
1
e
s
-
‥

q
u
O
d

u
t

p
a
r
t
i
b
u
s

r
a
c
i
a
l
一
a
d
ヨ
○
コ
e
l
u
r
一
C
u
∃

de

i
s
ニ
s

p
a
-
ニ
b
u
s

i
コ
1
e
r
;
g
巴
u
r
ム
u
i
b
u
s

〓
】
む

S
u
ヨ
ヨ
a

C
O
コ
S
l
a
l
一
q
u
a
ヨ

t
〇
一
a
ヨ

C
e
〓
一
e
r
e

コ
○
コ

く
a
-
e
b
a
t
.

註
㌫
:
弓
一
→
.
s
-
g
コ
山
d
a
コ
d
O
も
e
r

q
u
a
e

a
コ
i
∋
a
d
く
e
r
二

q
u
e
賀
t
.

こ
皐
サ
ー
<
臼
】
N
N
.
u
t

l
P
S
e
-
コ
く
e
コ
i
a
s
.

軋
≡
チ
一
)
目
■
含
.
(
q
u
O
ヨ
O
d
O

i
ニ
e
●
a

q
u
O

q
u
a
e
r
i
t
亡
r
一
)
i
コ
t
u
S

d
訂
c
e
r
e

i
d
O
コ
e
u
S
.

芸
㌫
:
H
肖
}
A
〇
.
q
u
i

p
O
S
S
e
t

i
コ
t
e
r
r
〇
g
a
t
u
S

e
a
d
e
∋

r
e
S
P
O
コ
d
e
r
e
一
q
u
a
e

d
i
c
t
a

s
u
コ
t
.

こ
の
箇
所
に
お
い
て
呈
示
さ
れ
た
①
真
偽
不
明

②
偽
の
知

③
真
の
知
は
そ
れ
ぞ
れ
①
c
r
e
d
e
r
e
●

O
P
i
コ
a
r
i
】
d
亡
b
i
t
a
r
e

②
a
d
く
e
r
S
a
r
i
-

r
e
コ
u
e
r
e

③
a
d
t
e
s
t
a
･
i
と
対
応
し
､
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
①
q
u
i

r
e
ヨ
コ
e
S
C
〓

②
q
u
i

s
e
訂
-
s
a
コ
｡
く
こ
③
(
右
の
引
用
文
)
と
対
応
し

て
い
る
｡

C
f
寧
こ
⊇
±
ざ
㌻
冨
ま
一
Ⅰ
こ
N
.

C
f
.
G
.
M
a
d
e
c
-
○
ヲ
C
ざ
エ
コ
t
r
O
d
u
c
こ
○
コ
ニ
ア
ム
ひ
.
F
e

b
Q
≒
長
計
;
｡
コ
√
s
t

p
a
s

u
コ
乱
註
〇
.
笥
Q

S
u
｢

〓
ヨ
P
O
S
S
i
b
i
≡
か

du

d
i
a
-
O
g
u
e
-
P
a
S

P
-
u
s

q
u
e

s
u
r

二
ヨ
P
O
S
S
i
b
i
≡
か

d
e
｣
√
コ
S
e
一
g
コ
e
ヨ
e
コ
t
→
…
a
i
s
b
i
e
コ
S
u
r
】
e
u
r
s

c
O
コ
d
i
t
i
害
Sde

pOSSibi≡飢.

新
た
な
問
題
と
し
て
『
教
師
論
』
の
著
作
の
構
成
に
つ
い
て
再
検
討
が
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
｢
記
号
論
｣
と
｢
内
的
教
師
論
｣
に
二
分
割
し

一
一
一



一
一
二

て
対
立
さ
せ
る
観
方
(
『
.
-
J
.
T
h
O
コ
コ
a
r
d
一
G
.
W
こ
d
e
く
a
】
d
一
C
f
〇
.
M
a
d
e
c
}
A
コ
a
】
y
s
e

d
u

De

M
a
g
i
s
t
-
○
】
知
…
慧
乱
…
短
言
乱
…

A
羞
季
冬
ぎ
ぎ
…
三
-
く
○
-
.
N
-
一
-
S
∽
)
よ
り
も
寧
ろ
調
停
し
言
葉
の
積
極
的
な
意
義
を
見
い
出
そ
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