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ヨ
ハ
ン
・
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ヘ
ル
ダ
ー
（Johan G

ottfried H
erder 1744-1803

（
は
、
現
在
ポ
ー
ラ
ン
ド
領
に
属
し
て
い
る
東
プ
ロ
イ
セ
ン

の
小
都
市
モ
ー
ル
ン
ゲ
ン
に
生
ま
れ
た
思
想
家
で
あ
る
。
彼
は
ハ
ー
マ
ン
と
と
も
に
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
ク
運
動
の
理
論
的
指
導

者
と
し
て
文
学
、
言
語
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
美
学
の
領
域
で
は
、
論
文
「
彫
塑
」
に
お
い
て
彫
刻
を
触
覚
と
関
連
付
け
て
論
じ
た
こ
と
で

有
名
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
触
覚
に
関
す
る
理
論
と
言
語
に
関
す
る
理
論
は
、
管
見
の
限
り
で
は
こ
れ
ま
で
十
分
に
関
連
付
け
て
論
じ
ら
れ
た
と

は
い
え
な
い
。

　
そ
れ
は
こ
の
二
つ
の
議
論
が
、
別
々
の
場
面
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
さ
る
事
な
が
ら
、
ヘ
ル
ダ
ー
が
触
覚
を
彫
刻
と
い
う
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
に

結
び
つ
け
た
の
に
対
し
、
言
語
を
主
に
聴
覚
と
結
び
付
け
た
か
ら
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
言
語
と
触
覚
の
問
題
は
、
一
見
す
る
と
別
の
文
脈
に
あ

る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
触
覚
と
言
語
の
関
係
は
ヘ
ル
ダ
ー
に
お
い
て
無
視
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
第
一
に
言
語
が
、
触
覚

が
他
の
感
官
と
結
ぶ
関
係
を
表
す
ひ
と
つ
の
典
型
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
触
覚
が
言
語
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
触
覚
が
も
つ
一
つ
の

限
界
を
超
え
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ヘ
ル
ダ
ー
触
覚
論
に
お
け
る
言
語
の
役
割
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し
た
が
っ
て
ヘ
ル
ダ
ー
の
触
覚
論
を
言
語
に
関
す
る
議
論
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
ヘ
ル
ダ
ー
の
触
覚
論
、
言
語
論
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と

が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

第
一
章
　
ヘ
ル
ダ
ー
の
触
覚
概
念

ヘ
ル
ダ
ー
の
触
覚
論
と
し
て
最
初
に
念
頭
に
上
が
る
の
は
、「
彫
塑
」
で
あ
ろ
う
。
一
七
八
八
年
に
完
成
し
た
こ
の
論
は
、
彼
自
身
が
付
し
た
表

紙
の
注
釈
に
よ
れ
ば
一
七
六
八
年
か
ら
七
〇
年
に
か
け
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
議
論
は
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
ジ
ャ
ン
ル
論
と
い
う
性

質
を
持
っ
て
い
た
。

引
用
1

　

芸
術
は
き
ち
ん
と
二
つ
の
主
要
感
覚
、
視
覚
と
聴
覚
に
分
類
さ
れ
る
。
最
初
の
主
役
た
る
視
覚
に
は
人
々
の
望
む
一
切
の
平
面
、
形
、
色
、

姿
、
彫
像
、
舞
台
、
跳
躍
、
衣
服
が
付
与
さ
れ
る
。
し
か
し
、
視
覚
は
そ
れ
を
要
求
し
て
い
な
い
。
し
か
し
美
し
い
形
を
な
す
も
の
が
、
本

来
視
覚
か
ら
規
定
さ
れ
る
も
の
か
ど
う
か
、
美
し
い
形
と
い
う
概
念
が
視
覚
を
そ
の
根
源
で
あ
り
、
上
級
判
事
で
あ
る
と
認
め
る
か
ど
う
か

は
、
疑
問
視
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
真
っ
向
か
ら
否
定
さ
れ
る
。（
中
略
（
低
く
体
を
か
が
め
て
彫
像
の
周
り
を
う
ろ
つ
く
愛
好
家
を
見

た
ま
え
。
彼
は
、
視
覚
を
触
覚
と
化
す
る
た
め
に
、
つ
ま
り
あ
た
か
も
暗
が
り
の
な
か
で
手
探
り
す
る
か
の
よ
う
に
見
る
た
め
に
、
そ
う
す

る
他
に
仕
方
が
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
（FH

A
 4, 235

（

美
し
い
形
、
す
な
わ
ち
立
体
で
作
ら
れ
た
彫
刻
は
色
や
平
面
と
異
な
っ
て
視
覚
を
「
上
級
判
事
」
と
し
な
い
。
彫
刻
は
触
覚
が
そ
の
主
要
な
感
官

と
な
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
色
や
形
に
関
わ
る
絵
画
と
は
別
に
論
じ
る
べ
き
だ
。
中
略
以
降
の
部
分
に
は
後
に
触
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
と
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り
あ
え
ず
彫
刻
と
触
覚
、
絵
画
と
視
覚
と
い
う
連
関
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
芸
術
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
同
一
性
と
差
異
を
論
じ
た
ジ
ャ
ン
ル
論
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
で
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
た
主
題
で
あ
り
、
有
名
な

も
の
は
一
七
六
六
年
の
レ
ッ
シ
ン
グ
『
ラ
オ
コ
ー
ン
』
で
あ
る
。
レ
ッ
シ
ン
グ
は
彫
刻
作
品
の
ラ
オ
コ
ー
ン
像
と
失
わ
れ
た
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
文

学
作
品
を
比
較
し
、
絵
画
・
彫
刻
と
文
学
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
た
。
絵
画
や
彫
刻
作
品
に
お
い
て
激
し
い
苦
悶
の
表
情
が
見
ら
れ
な
い
の
は
表

現
が
不
十
分
な
の
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ン
ル
の
特
質
か
ら
き
た
帰
結
で
あ
る
と
レ
ッ
シ
ン
グ
は
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
絵
画
・
彫
刻
は
空
間
に
色
と

形
を
描
く
こ
と
で
併
存
す
る
対
象
の
一
瞬
を
描
写
す
る
の
に
対
し
て
、
文
学
作
品
は
継
起
す
る
部
分
か
ら
な
る
行
為
を
描
く
ジ
ャ
ン
ル
だ
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
同
時
期
に
ド
イ
ツ
の
思
想
家
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
レ
ッ
シ
ン
グ
と
同
様
に
絵
画
と
文
学
の
違
い
を
論
じ
、
絵
画
を
空
間
、
文
学
を

時
間
と
関
係
づ
け
、
そ
れ
を
視
覚
と
聴
覚
と
い
う
感
官
の
違
い
と
結
び
つ
け
た
。

　
レ
ッ
シ
ン
グ
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
ら
が
寄
稿
す
る
雑
誌
『
最
近
の
ド
イ
ツ
文
学
に
関
す
る
文
学
書
簡
』
の
熱
心
な
読
者
で
あ
っ
た
ヘ
ル
ダ
ー

は
、
当
然
両
者
の
議
論
を
読
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。「
彫
塑
」
は
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
お
よ
び
レ
ッ
シ
ン
グ
の
議
論
に
対
し
て
、
発
想
の
点
で

賛
同
し
つ
つ
も
、
彫
刻
の
位
置
づ
け
に
異
議
を
唱
え
る
論
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
諸
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
差
異
を
認
め
、
そ
れ
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
る
表
現
の
違
い
を
肯
定
し
つ
つ
も
、
視
覚
芸
術
と
し
て
一
つ
に
区
分
さ
れ
た
絵
画
と
彫
刻
の
違
い
を
指
摘
す
る
。「
美
し
い
形
」

す
な
わ
ち
彫
塑
は
、
平
面
、
色
か
ら
な
る
絵
画
と
異
な
り
視
覚
を
根
源
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
平
面
上
に
描
か
れ
る
絵
画
は
視
覚
に
よ
っ
て
捉

え
ら
れ
る
が
、
立
体
的
な
彫
刻
作
品
は
触
覚
で
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
ヘ
ル
ダ
ー
の
論
に
お
い
て
彫
刻
と
結
び
付
け
ら
れ
る
触
覚
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
一
七
六
九
年
に
書
か
れ
た
未
完
の

草
稿
「
触
覚
と
い
う
感
覚
に
つ
い
て
（” Zum

 Sinn des G
efühls“

（」
に
は
以
下
の
よ
う
な
文
章
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

引
用
2

触
れ
る
人
間
の
世
界
は
直
接
の
現
在
で
あ
る
。
彼
は
目
を
持
た
ず
、
従
っ
て
距
離
そ
れ
自
体
も
、
表
面
も
、
色
彩
も
、
想
像
す
る
力
も
、
想
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像
す
る
力
の
感
覚
さ
え
も
持
っ
て
い
な
い
。
全
て
が
現
在
し
、
神
経
の
な
か
に
有
り
、
自
分
の
中
で
直
に
接
し
て
い
る
。
哲
学
者
に
と
っ
て

は
な
ん
と
い
う
世
界
だ
ろ
う
か
。
小
さ
い
が
強
固
だ 

（FH
A

 4, 235

（

目
で
距
離
を
と
っ
て
見
る
視
覚
に
対
し
て
、
触
覚
は
直
接
触
れ
る
世
界
で
あ
る
。
視
覚
が
表
面
、
色
彩
を
も
つ
の
に
対
し
、
触
覚
は
そ
れ
を
持
つ

こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と
は
二
点
あ
る
。
一
つ
は
触
覚
が
「
想
像
す
る
力
を
も
た
な
い
」
と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
可

能
に
す
る
の
は
表
面
や
色
彩
を
持
つ
視
覚
に
委
ね
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
視
覚
は
以
下
の
よ
う
な
能
力
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
る
。

引
用
3

視
覚
は
も
っ
と
も
精
巧
な
、
も
っ
と
も
哲
学
的
な
感
覚
で
あ
る
。
視
覚
は
極
め
て
精
密
な
訓
練
、
推
理
、
比
較
に
よ
っ
て
磨
か
れ
、
調
整
さ

れ
る
［
…
］（FH

A
 4, 253

（

視
覚
は
推
理
、
比
較
を
可
能
に
す
る
。
そ
れ
は
物
事
を
は
っ
き
り
と
切
り
分
け
、
関
係
づ
け
る
こ
と
で
、
論
理
的
に
捕
ら
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て

触
覚
は
全
て
の
も
の
を
曖
昧
に
受
け
取
る
暗
い
感
覚
と
さ
れ
る
。
物
事
を
分
離
す
る
視
覚
と
全
て
を
一
体
化
し
て
受
け
取
る
触
覚
、
視
覚
と
触
覚

は
第
一
に
こ
の
対
比
で
論
じ
ら
れ
る
。

　
触
覚
の
第
二
の
特
徴
は
、
引
用
2
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
そ
の
世
界
の
「
小
さ
さ
」
で
あ
る
。
我
々
が
手
で
触
れ
ら
れ
る
範
囲
は
目
で
見
え
る
範

囲
よ
り
も
ず
っ
と
小
さ
い
。
例
え
ば
ヘ
ル
ダ
ー
は
「
魂
は
自
ら
に
触
れ
な
が
ら
世
界
の
中
に
入
る
。
魂
は
そ
の
諸
力
に
お
い
て
空
間
と
時
間
に
よ
っ

て
制
限
さ
れ
て
い
る
の
で
、
全
て
を
直
接
に
認
識
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
」（SW

S 8, 104

（
と
い
う
。
人
が
手
で
触
れ
ら
れ
る
も
の
は
、
人
の

存
在
す
る
空
間
と
時
間
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
視
覚
は
よ
り
広
い
範
囲
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
触
覚
と
視
覚
は
接

触
の
有
無
と
そ
の
結
果
の
距
離
の
大
小
の
対
比
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
触
覚
は
視
覚
に
は
及
ば
な
い
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ヘ
ル
ダ
ー
が
触
覚
を
「
小
さ
い
が
強
固
」
と
述

べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
触
覚
だ
け
が
も
つ
優
位
性
も
存
在
す
る
。
実
際
、
ヘ
ル
ダ
ー
は
「
あ
る
芸
術
が
我
々
を
実
態
と
現
実
に

引
き
止
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
彫
刻
芸
術
こ
そ
そ
う
な
の
だ
」（SW

S 4, 320

（
と
指
摘
す
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え

る
の
か
。
引
用
1
の
後
半
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
部
分
を
見
て
み
よ
う
。

引
用
4

低
く
身
を
か
が
め
て
彫
像
の
周
り
を
う
ろ
つ
く
愛
好
家
を
見
て
み
た
ま
え
。
彼
は
視
覚
を
触
覚
と
化
す
る
た
め
に
、
つ
ま
り
あ
た
か
も
暗
が

り
の
中
で
手
探
り
を
す
る
か
の
よ
う
に
見
る
た
め
に
そ
の
よ
う
に
す
る
ほ
か
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
（
中
略
（
だ
か
ら
こ
そ
彼
は

滑
り
動
く
。
彼
の
目
は
手
と
な
り
、
光
線
は
指
と
な
っ
た
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
彼
の
心
は
、
手
と
光
線
よ
り
は
る
か
に
敏
感
な
指
、
像
を
作
っ

た
人
の
腕
と
魂
と
な
っ
て
、
像
を
己
の
中
に
つ
か
も
う
と
す
る
指
を
持
っ
て
い
る
（FH

A
 4, 254

（

 

愛
好
家
は
見
て
い
て
も
、
触
る
よ
う
に
見
る
。
そ
の
と
き
彼
の
目
は
手
と
な
り
、
光
線
は
指
と
な
る
。
こ
の
引
用
で
注
目
す
べ
き
は
そ
の
先
で
あ

る
。
愛
好
家
は
手
と
光
線
よ
り
敏
感
な
指
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
像
を
己
の
内
に
掴
む
。
直
接
接
触
で
き
る
こ
と
が
触
覚
の
特
徴
で
あ
る
こ
と

は
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
た
だ
掴
み
触
れ
る
だ
け
で
な
く
像
を
己
の
内
に
取
り
込
み
、
か
つ
像
の
内
部
に
触
れ
て
い
く
。
表
面
上
の
接
触
で
は
な

く
、
内
部
に
お
い
て
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
が
相
互
に
関
係
す
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ヘ
ル
ダ
ー
の
議
論
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
が
内
側
に
入
り
込
み
同
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
反
発
も
生
じ

る
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
は
触
覚
が
持
つ
二
つ
の
要
素
、
対
象
を
取
り
込
み
、
同
化
す
る
要
素
を
引
力
、
反
発
す
る
要
素
を
斥
力
と
表
現
し
、

引
力
と
斥
力
と
い
う
哲
学
の
最
高
概
念
は
、
触
覚
と
い
う
最
も
単
純
な
事
柄
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
引
力
は
対
象
を
内
に
取
り
込
む
が
、

斥
力
が
生
む
反
発
は
そ
れ
が
自
己
と
異
な
る
こ
と
を
示
し
、
逆
に
自
己
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
働
き
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
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よ
う
に
魂
が
触
覚
を
通
じ
て
世
界
の
中
に
入
る
こ
と
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
自
己
を
形
成
す
る
重
要
な
行
為
で
あ
っ
た
。

　
以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
ヘ
ル
ダ
ー
は
「
彫
塑
」
に
お
い
て
、
彫
刻
、
お
よ
び
触
覚
を
絵
画
お
よ
び
視
覚
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
、
非
常
に
明

快
な
論
を
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
ヘ
ル
ダ
ー
の
論
は
、
絵
画
と
彫
刻
、
視
覚
と
触
覚
と
い
っ
た
単
純
な
二
分
法
に
と
ど
ま
ら

な
い
。

　
そ
の
点
を
考
え
る
た
め
、
引
用
1
の
中
略
以
降
の
部
分
を
再
度
見
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
彫
刻
作
品
を
見
る
愛
好
家
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
彼

は
た
と
え
、
目
で
見
て
い
た
と
し
て
も
視
覚
を
使
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
た
か
も
手
探
り
で
作
品
に
触
る
よ
う
に
見
る
の
で
あ
り
、
触

覚
的
に
作
品
を
見
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
議
論
は
ヘ
ル
ダ
ー
の
論
を
実
際
の
彫
刻
鑑
賞
と
適
合
さ
せ
る
重
要
な
論
点
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

我
々
は
彫
刻
を
実
際
に
手
で
触
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
た
め
彫
刻
作
品
が
常
に
触
覚
的
に
鑑
賞
さ
れ
る
と
主
張
す
る
た
め
に
は
、
た
と

え
見
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
も
実
際
は
、
触
る
よ
う
に
見
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　
し
か
し
こ
の
議
論
は
他
方
で
問
題
を
は
ら
む
も
の
と
い
え
る
。
も
し
視
覚
が
触
覚
的
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
る
な
ら
ば
、
絵
画
を
視
覚
と
、

彫
刻
を
触
覚
と
関
連
付
け
る
こ
と
で
双
方
の
ジ
ャ
ン
ル
の
独
自
性
を
保
証
す
る
こ
と
に
疑
念
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
彫
刻
を
目
で
見
て
い
た

と
し
て
も
そ
れ
を
触
覚
的
に
見
る
、
と
い
う
議
論
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
絵
画
を
視
覚
的
に
見
た
と
し
て
も
そ
れ
を
触
覚
的
に
見
る
可
能
性
は
な

い
の
だ
ろ
う
か
。
絵
画
は
平
面
で
あ
り
、
彫
刻
は
立
体
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
と
し
て
も
な
ぜ
立
体
の
み
が
触
れ
る
よ
う
に
見
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
の
か
。

　
こ
の
疑
問
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
が
自
ら
の
命
題
を
主
張
し
た
理
由
を
説
明
す
る
と
き
に
よ
り
強
い
も
の
と
な
る
。
彼
は
「
あ
き
ら
か
な
命
題
」
す
な

わ
ち
「
視
覚
に
は
平
面
、
絵
が
属
し
、
立
体
と
立
体
の
形
は
触
覚
に
属
す
る
」
と
い
う
命
題
を
な
ぜ
述
べ
た
の
か
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
ら

で
あ
る
。
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引
用
5

そ
れ
は
多
く
の
こ
と
に
役
立
つ
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
二
つ
の
異
な
っ
た
、
そ
し
て
た
が
い
に
も
つ
れ
あ
う
感
覚
の
作
用
の
根

本
法
則
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的
領
域
と
は
、
け
っ
し
て
空
理
空
論
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
だ
。
学
問
と
芸
術
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
概
念

が
こ
と
ご
と
く
、
そ
の
根
源
に
還
元
さ
れ
た
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
、
還
元
さ
れ
う
る
も
の
な
ら
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
結
合
は
バ
ラ
バ
ラ
に
分
離

さ
れ
、
バ
ラ
バ
ラ
な
も
の
は
様
々
に
結
合
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。（
中
略
（
だ
か
ら
わ
た
し
は
こ
こ
で
、
あ
く
ま
で
も
二
つ
の
感
覚
に
、
そ
し

て
同
じ
美
と
い
う
一
つ
の
概
念
に
と
ど
ま
る
の
だ
（FH

A
 4, 252

（

視
覚
と
触
覚
は
二
つ
の
異
な
っ
た
感
覚
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
個
別
の
領
域
を
持
つ
が
、
し
か
し
同
時
に
そ
れ
は
互
い
に
も
つ
れ
合
い
、
還
元
さ

れ
得
る
。
分
離
し
、
か
つ
結
合
す
る
こ
の
二
つ
の
領
域
の
関
係
を
ヘ
ル
ダ
ー
は
、「
二
つ
の
感
覚
、
そ
し
て
同
じ
美
と
い
う
一
つ
の
概
念
」
と
表

現
す
る
。
す
な
わ
ち
視
覚
と
触
覚
は
ま
っ
た
く
別
個
の
感
覚
な
の
で
は
な
く
、
分
離
し
得
な
い
二
つ
の
感
覚
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
視
覚
と
触
覚
は
ど
の
よ
う
に
結
合
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
視
覚
の
根
底
に
触
覚
が
存
在
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
。

引
用
6

視
覚
と
い
う
感
覚
は
平
面
の
作
用
を
す
る
。
表
面
の
上
で
像
や
色
で
戯
れ
、
滑
り
ま
わ
る
。
し
か
も
視
覚
は
非
常
に
多
く
の
、
互
い
に
組
み

合
わ
さ
れ
た
も
の
を
相
手
に
す
る
か
ら
、
視
覚
に
よ
っ
て
根
底
に
達
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
決
し
て
な
い
だ
ろ
う
。
視
覚
は
他
の
感
覚
か
ら

借
用
し
、
他
の
感
覚
を
土
台
と
す
る
。
つ
ま
り
他
の
感
覚
に
よ
る
補
助
概
念
が
視
覚
の
基
礎
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
基
礎
を
視

覚
は
た
だ
光
で
包
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
。
も
し
私
が
今
、
こ
う
い
う
他
の
感
覚
の
補
助
概
念
に
至
ら
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
し
て
も
し
私
が

姿
と
形
と
を
見
て
取
る
代
わ
り
に
ま
ず
つ
か
も
う
と
し
な
い
な
ら
ば
、
視
覚
か
ら
の
美
と
真
と
い
う
私
の
理
論
は
永
遠
に
宙
に
浮
い
て
し
ま

い
、
私
は
シ
ャ
ボ
ン
玉
を
手
に
浮
か
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
（FH

A
 4, 252-3

（
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視
覚
は
平
面
の
上
で
戯
れ
る
が
、
そ
れ
が
根
底
に
達
す
る
た
め
に
は
他
の
感
覚
を
土
台
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
補
助
と
な
る
感
覚
は
、

引
用
文
中
に
「
私
が
姿
と
形
を
見
て
取
る
代
わ
り
に
、
ま
ず
つ
か
も
う
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、「
つ
か
む
も
の
」
す
な
わ
ち
触
覚
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
視
覚
と
触
覚
は
、
五
感
の
中
の
そ
れ
ぞ
れ
と
し
て
併
置
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

触
覚
が
よ
り
根
源
的
な
感
覚
と
し
て
視
覚
を
支
え
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
視
覚
と
触
覚
は
二
つ
の
異
な
っ
た
感
覚
で
あ

り
な
が
ら
切
り
離
し
得
な
い
結
合
を
保
つ
こ
と
が
で
き
、
一
つ
の
美
と
い
う
概
念
に
属
す
る
と
言
わ
れ
る
。

第
二
章
　
言
語
と
五
感

　
以
上
が
ヘ
ル
ダ
ー
の
彫
刻
に
関
す
る
議
論
に
お
け
る
、
視
覚
と
触
覚
の
関
係
で
あ
る
。
で
は
ヘ
ル
ダ
ー
の
こ
の
議
論
の
中
で
言
語
は
ど
こ
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
ヘ
ル
ダ
ー
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
だ
ろ
う
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
論
で
は
、
言
語
は
聴
覚
に

代
表
さ
れ
る
時
間
芸
術
に
属
す
る
。
す
な
わ
ち
視
覚
と
触
覚
、
絵
画
と
彫
刻
と
い
う
ヘ
ル
ダ
ー
の
議
論
の
外
側
に
位
置
す
る
。
そ
し
て
実
際
、
ヘ

ル
ダ
ー
は
自
ら
の
言
語
論
に
お
い
て
、
言
語
を
主
に
聴
覚
を
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
聴
覚
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
な
い
「
彫

塑
」
お
い
て
は
、
言
語
に
関
す
る
別
の
言
及
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
触
覚
、
視
覚
の
双
方
と
関
連
付
け

た
形
で
言
語
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
形
で
言
語
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
事
態
が
可
能
に
な
る
の
か

を
次
に
確
認
し
よ
う
。

　
ま
ず
初
め
に
、
言
語
と
聴
覚
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ヘ
ル
ダ
ー
の
『
言
語
起
源
論
』
で
は
、
言
語
は
第
一
に
聴
覚
に
基
づ
く

能
力
と
さ
れ
て
い
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
は
言
語
、
お
よ
び
文
学
に
関
す
る
論
考
を
多
く
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
も
っ
と
も
有
名
な
も
の
は
こ
の

『
言
語
起
源
論
』
だ
ろ
う
。
こ
の
著
作
は
ヘ
ル
ダ
ー
が
一
九
六
九
年
に
ベ
ル
リ
ン
学
士
院
が
募
集
し
た
懸
賞
論
文
が
元
に
な
っ
て
い
る
。
論
文
「
彫

塑
」
の
草
案
は
一
九
六
八
年
か
ら
七
〇
年
に
か
け
て
作
ら
れ
た
た
め
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
記
述
で
あ
る
。
こ
の
懸
賞
論
文
の
論
題
は
「
人
間
は
先
天
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的
能
力
の
み
で
独
力
で
言
語
を
発
明
し
得
た
か
」
で
あ
っ
た
。
言
語
は
神
が
完
成
し
た
も
の
を
与
え
た
の
か
、
そ
れ
と
も
人
間
が
作
り
出
し
た
も

の
な
の
か
、
と
い
う
こ
の
論
争
に
関
す
る
ヘ
ル
ダ
ー
の
主
張
は
後
に
見
る
が
、
ま
ず
は
彼
が
『
言
語
起
源
論
』
の
な
か
で
言
語
の
発
生
を
聴
覚
と

結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
よ
う
。

引
用
7

た
と
え
ば
こ
こ
に
羊
が
い
た
と
す
る
。
自
然
と
い
う
一
枚
の
大
き
な
風
景
画
の
上
で
は
、
羊
は
像
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
対
象
、
あ
ら
ゆ
る
形
象
、

あ
ら
ゆ
る
色
彩
と
と
も
に
目
に
映
る
の
で
あ
る
。
い
か
に
多
く
の
も
の
が
視
覚
に
と
じ
込
み
、
し
か
も
い
か
に
区
別
し
が
た
い
こ
と
で
あ
ろ

う
。
あ
ら
ゆ
る
し
る
し
は
細
か
く
い
り
ま
じ
り
、
並
び
合
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ど
の
よ
う
な
し
る
し
も
、
言
葉
で
は
表
現
で
き
な
い
の

で
あ
る
。
だ
れ
も
形
を
言
葉
で
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
色
を
音
で
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
そ
こ
で
羊
を
手
で
触
っ
て
見
る
。
触
覚
は
視
覚
よ
り
も
確
か
で
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
余
り
に
も
多
種
多
様
で
区
別
し
難

く
入
り
混
じ
っ
て
い
る
。
誰
が
自
分
の
手
に
感
じ
た
こ
と
を
言
葉
で
語
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
羊
は
「
メ
ー
」
と
な
く

で
は
な
い
か
。
こ
れ
で
あ
れ
ほ
ど
に
も
区
別
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
色
彩
画
の
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
、
自
然
に
一
つ
の
し
る
し
が
流
れ
て

き
て
深
く
は
っ
き
り
と
魂
の
奥
ま
で
入
り
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。（
中
略
（
し
た
が
っ
て
人
間
は
聞
き
取
る
能
力
と
し
る
し
を
捕
ら
え

る
能
力
を
持
つ
生
物
と
し
て
、
言
語
を
発
明
す
る
よ
う
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
（FH

A
 1, 734-5

（

言
語
は
多
様
な
現
実
の
中
で
一
つ
の
も
の
を
分
離
す
る
能
力
で
あ
り
、
同
じ
も
の
が
再
び
現
れ
た
時
に
そ
れ
だ
と
分
か
る
た
め
の
印
だ
、
と
ヘ
ル

ダ
ー
は
言
う
。
そ
し
て
引
用
で
は
羊
と
い
う
言
葉
が
で
き
る
過
程
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
視
覚
や
聴
覚
と
い
っ
た
感
官
の
区
別
と

世
界
の
認
識
の
仕
方
が
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
。
も
し
我
々
が
視
覚
で
世
界
を
認
識
す
れ
ば
余
り
に
も
多
く
の
印
が
混
じ
っ
て
い
て
区
別
で
き
な

く
な
る
。
し
た
が
っ
て
視
覚
は
言
語
を
作
り
出
す
の
に
適
さ
な
い
。
逆
に
触
覚
で
世
界
を
認
識
す
る
と
全
て
が
入
り
混
じ
り
、
区
別
し
難
く
な
る
。
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こ
れ
も
同
様
に
言
語
に
は
適
さ
な
い
。
こ
こ
で
は
物
事
を
分
離
比
較
す
る
視
覚
の
能
力
と
、
全
て
を
渾
然
一
体
に
甘
受
す
る
触
覚
の
能
力
と
い
う

「
彫
塑
」
と
同
様
の
論
点
が
あ
り
つ
つ
も
、
そ
の
両
者
が
言
語
と
は
な
じ
ま
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
聴
覚
は
、
適
度
な
分
離

が
可
能
な
た
め
、
羊
を
世
界
か
ら
区
別
し
、
同
じ
も
の
が
現
れ
た
時
の
再
認
識
を
可
能
に
す
る
。
そ
の
と
き
人
は
、
そ
れ
に
名
前
を
付
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
聴
覚
こ
そ
は
、
言
語
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

　
『
言
語
起
源
論
』
で
は
こ
の
よ
う
に
基
本
的
に
は
言
語
は
聴
覚
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
聴
覚
に
つ
い
て
特
に
記
述
の
な
い
「
彫
塑
」

お
よ
び
同
時
期
に
書
か
れ
た
触
覚
に
関
す
る
草
稿
「
触
覚
と
い
う
感
覚
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
も
言
語
は
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
先

述
べ
た
よ
う
に
聴
覚
と
の
関
連
で
は
な
く
、
い
わ
ば
触
覚
的
な
側
面
と
視
覚
的
な
側
面
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
が
な
ぜ
生
じ

た
の
か
を
確
認
し
よ
う
。

　
ま
ず
初
め
に
、
触
覚
的
な
側
面
に
つ
い
て
論
じ
る
。
そ
れ
は
次
の
箇
所
で
あ
る
。

引
用
8

［
盲
人
が
案
出
し
た
］
名
詞
は
真
の
名
詞
、
つ
ま
り
触
れ
ら
れ
る
実
体
そ
れ
自
身
の
名
前
で
あ
り
、
大
多
数
の
我
々
の
言
語
の
よ
う
に

―

外
見
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
形
容
詞
も
た
し
か
に
色
も
な
く
、
多
彩
で
絵
画
的
で
も
な
い
が
、
触
れ
や
す
く
、
強
固
で
、
触
れ
ら
れ
る
も

の
で
あ
ろ
う 

（FH
A

 4, 235

（

も
し
盲
人
、
す
な
わ
ち
視
覚
を
も
た
ず
触
覚
を
中
心
に
世
界
を
認
識
し
て
る
人
間
が
言
語
を
案
出
し
た
ら
、
そ
れ
は
触
れ
ら
れ
る
実
体
を
表
現
す

る
だ
ろ
う
、
と
ヘ
ル
ダ
ー
は
述
べ
る
。
こ
れ
は
触
覚
的
な
言
語
で
あ
り
、
色
彩
豊
か
で
は
な
い
が
、
強
固
で
触
れ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
特
質
が
触
覚

の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
確
認
し
た
。
こ
の
よ
う
に
我
々
が
触
覚
に
よ
っ
て
世
界
を
捉
え
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
世
界
を
認
識
す
る
言
語
が

存
在
す
る
な
ら
ば
「

―
そ
れ
は
省
察
の
た
め
の
な
ん
と
素
晴
ら
し
い
領
域
だ
ろ
う
か

―
」
と
ヘ
ル
ダ
ー
は
賞
賛
す
る
の
で
あ
る
。
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勿
論
、
こ
の
言
語
は
架
空
の
も
の
で
あ
り
、
本
来
の
言
語
と
は
異
な
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
は
続
け
て
、「
そ
の
言
語
は
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
で
は
な
い

だ
ろ
う
」（FH

A
 4, 235

（
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
触
覚
的
な
言
語
へ
の
言
及
が
戯
れ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
の

言
語
論
の
中
に
も
同
様
の
記
述
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
そ
れ
は
原
初
の
言
葉
と
い
う
次
の
議
論
で
あ
る
。

引
用
9

「
こ
こ
に
い
る
多
感
な
生
物
は
激
し
い
感
情
を
何
一
つ
う
ち
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
不
意
打
ち
を
く
わ
さ
れ
た
そ
の
瞬
間
に
、
意

図
す
る
こ
と
な
く
、
全
て
の
感
情
を
音
に
よ
っ
て
表
出
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。」
（
中
略
（
「
こ
の
よ
う
な
た
め
息
、
こ
の
よ
う
な
響
き
が

言
語
で
あ
る
。
従
っ
て
感
情
に
発
す
る
言
語
で
あ
り
、
自
然
法
則
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
」 （FH

A
 1, 698

（

言
語
は
世
界
を
区
別
し
、
認
識
の
し
る
し
を
付
け
る
も
の
だ
と
先
に
指
摘
し
た
が
、
言
語
の
大
元
に
は
別
の
形
が
あ
る
、
と
ヘ
ル
ダ
ー
は
い
う
。

そ
れ
は
全
て
の
生
物
が
も
つ
感
情
の
流
出
と
し
て
の
言
語
で
あ
る
。
生
物
が
激
し
い
感
情
を
感
じ
た
と
き
、
そ
れ
を
音
と
し
て
表
現
す
る
。
そ
の

音
は
た
め
息
、
叫
び
声
に
基
づ
い
て
お
り
、
凡
て
の
生
物
が
共
通
し
て
持
つ
も
の
、
自
然
と
発
せ
ら
れ
る
「
自
然
語
」
で
あ
り
、
自
然
法
則
で
あ

る
。
こ
の
言
語
は
触
覚
的
で
あ
る
と
ヘ
ル
ダ
ー
は
指
摘
す
る
。

引
用
10

デ
ィ
ド
ロ
は
、
生
ま
れ
つ
き
の
盲
人
は
苦
し
ん
で
い
る
動
物
の
嘆
き
に
対
し
て
、
眼
が
見
え
る
人
間
よ
り
も
敏
感
で
な
い
に
違
い
な
い
、
と

述
べ
て
い
る
。
し
か
し
私
は
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
反
対
だ
と
信
じ
る
。
も
ち
ろ
ん
目
の
見
え
な
い
人
間
に
は
こ
の
み
じ
め
な
、
痙

攣
し
て
い
る
生
き
物
の
感
動
的
な
姿
は
す
べ
て
隠
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
す
べ
て
の
例
が
教
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
ま
さ
に
こ
の
隠
匿
に
よ
っ

て
聴
覚
は
分
散
さ
れ
る
こ
と
が
一
層
少
な
く
、
一
層
注
意
深
く
な
り
、
洞
察
力
を
深
め
る
。
そ
れ
で
ど
の
よ
う
な
嘆
き
の
響
き
も
そ
れ
だ
け
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一
層
切
実
に
、
矢
の
よ
う
に
鋭
く
伝
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
さ
ら
に
触
覚
を
利
用
し
、
手
探
り
を
し
な
が
ら
、
次
第
に
手
を
ふ
れ
る
範
囲

を
ひ
ろ
げ
て
み
る
が
よ
い
。
苦
し
ん
で
い
る
生
体
の
痙
攣
に
触
れ
、
そ
の
損
傷
を
手
で
完
全
に
感
じ
取
る
と
よ
い
。
恐
怖
の
旋
律
と
苦
痛
が

身
体
を
走
る
。
彼
の
神
経
組
織
は
損
傷
を
共
感
す
る
。
死
の
響
き
が
す
る
。
こ
れ
こ
そ
自
然
語
の
持
つ
絆
で
あ
る 

（FH
A

 1, 706

（

感
情
の
言
語
、
た
と
え
ば
苦
し
ん
で
い
る
動
物
の
呻
き
は
、
眼
が
見
え
る
人
間
よ
り
も
見
え
な
い
人
間
の
方
が
良
く
わ
か
る
、
と
ヘ
ル
ダ
ー
は
言

う
。
そ
れ
は
視
覚
を
使
わ
な
い
こ
と
で
分
散
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
層
注
意
深
く
聞
き
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
触
覚
で
そ
の
動
物
に
触
れ

る
こ
と
は
、
そ
の
動
物
の
死
の
痙
攣
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
、
よ
り
良
い
理
解
に
繋
が
る
。
す
な
わ
ち
感
情
の
言
語
は
聴
覚
だ
け
で
な
く
触
覚

で
も
伝
わ
る
「
自
然
語
」
で
あ
り
、
凡
て
の
生
物
に
お
い
て
共
通
す
る
言
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
原
初
の
言
語
に
お
い
て
は
「
触

覚
は
聴
覚
に
非
常
に
近
い
」（SW

S 1, 745
（。「
ゴ
ツ
ゴ
ツ
・
ザ
ラ
ザ
ラ
・
サ
ラ
サ
ラ
」
な
ど
の
触
覚
上
の
音
声
表
現
は
「
手
で
触
れ
て
感
じ
て

い
る
よ
う
に
音
を
発
し
て
い
る
」（Ibid.
（
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
『
言
語
起
源
論
』
で
は
、
聴
覚
と
並
ん
で
触
覚
も
ま
た
言
語
を
司
る
感
官
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
ヘ
ル
ダ
ー

は
そ
う
主
張
し
な
い
。『
言
語
起
源
論
』
に
お
い
て
触
覚
に
基
づ
く
感
情
の
言
葉
は
「
本
能
」
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、「
理
性
」
に
基
づ
く

人
間
の
通
常
の
言
語
と
は
別
種
の
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
言
語
起
源
論
』
の
論
題
は
、
言
語
の
起
源
に
つ
い
て
の
も
の

で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
す
る
ヘ
ル
ダ
ー
の
論
点
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
人
間
は
神
に
よ
っ
て
言
葉
を
話
す
べ
く
作
ら
れ
て
は

い
る
が
、
言
葉
の
完
成
形
を
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
人
間
は
神
か
ら
言
語
を
作
り
出
す
能
力
を
得
て
い
る
が
、
こ
れ
を
使
っ

て
新
し
く
言
葉
を
開
発
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
全
て
の
生
物
が
持
ち
う
る
感
情
と
し
て
の
叫
び
声
と
は
異
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
我
々
が
使
用
し
て
い
る
言
葉
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
、
盲
人
が
生
み
出
す
触
覚
的
な
言
語
を
論
じ
た
箇
所
で
「
も

ち
ろ
ん
［
盲
人
の
生
み
出
す
言
語
は
］
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
で
は
な
い
だ
ろ
う
」（FH

A
 4, 235

（
と
続
く
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
実
際
使
わ
れ
て

い
る
言
語
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
語
の
よ
う
な
発
達
し
た
言
葉
に
つ
い
て
は
、
視
覚
と
共
通
す
る
要
素
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
『
旅
日
記
』
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に
お
い
て
、
理
想
の
学
校
に
つ
い
て
語
り
、
そ
こ
で
は
母
語
の
次
に
ラ
テ
ン
語
で
は
な
く
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ぶ
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の

理
由
は
フ
ラ
ン
ス
語
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も
っ
と
も
普
遍
的
か
つ
不
可
欠
な
言
葉
」
で
あ
り
、
私
た
ち
の
思
考
様
式
か
ら
す
れ
ば
「
も
っ
と
も
完

成
さ
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
（SW

S 2, 58

（。
な
ぜ
な
ら
「
フ
ラ
ン
ス
語
は
哲
学
的
な
文
法
を
前
も
っ
て
吟
味
す
る
た
め
の
も
っ
と
も
手
軽
で

形
の
す
っ
き
り
し
た
言
葉
」
で
あ
り
、「
物
語
、
理
性
、
推
論
に
属
す
る
事
柄
の
た
め
に
は
も
っ
と
も
秩
序
だ
っ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
「
理
性
」
に
お
い
て
は
、
視
覚
こ
そ
が
も
っ
と
も
発
達
し
た
感
官
で
あ
る
。

引
用
11

視
覚
が
発
達
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
理
性
も
共
に
精
妙
化
し
て
い
く
。
つ
ま
り
理
性
と
も
の
を
名
付
け
る
能
力
が
精
妙
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ

る
。
か
く
し
て
人
間
が
視
覚
的
現
象
の
特
徴
を
き
わ
め
て
細
部
に
渡
っ
て
描
写
す
る
段
階
に
達
し
た
時
に
は
、
な
ん
と
多
く
の
言
語
や
言
語

に
類
推
す
る
も
の
が
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
そ
こ
に
蓄
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う 

（FH
A

 1, 750

（

理
性
は
視
覚
と
と
も
に
精
妙
化
す
る
。
し
た
が
っ
て
視
覚
的
特
徴
を
上
手
く
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
時
に
は
言
語
は
す
で
に
発
達
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
言
語
が
十
分
に
発
達
し
た
状
態
に
お
い
て
は
理
性
的
な
側
面
が
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
理
性
と
は
、
先
に
述
べ

た
よ
う
に
し
る
し
を
分
離
区
別
し
、
認
識
す
る
能
力
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
比
較
、
推
論
す
る
能
力
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
は
こ
れ
を
「
意
識

性
」
と
呼
ぶ
。
そ
の
た
め
、「
人
間
に
は
、
彼
に
生
ま
れ
つ
き
備
わ
っ
て
い
る
意
識
性
の
状
態
に
置
か
れ
て
、
こ
の
意
識
性
を
初
め
て
独
力
で
働

か
せ
た
と
き
、
言
語
を
発
明
し
た
の
で
あ
る
」（SW

S 1, 722

（
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
意
識
性
が
感
情
の
言
葉
と
、
我
々
が
通
常
使
用

す
る
言
葉
を
区
別
す
る
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
言
語
を
感
官
と
関
連
付
け
る
場
合
、
ヘ
ル
ダ
ー
の
議
論
で
は
三
つ
の
論
点
が
あ
る
。
言
語
全
体
に
関
連
付
け
ら
れ
る
聴

覚
、
言
語
の
起
源
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
触
覚
的
側
面
、
発
達
言
語
と
し
て
語
ら
れ
る
視
覚
的
な
側
面
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
な
ぜ
ヘ
ル
ダ
ー
の
議
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
揺
れ
が
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
に
お
い
て
議
論
の

前
提
、
背
景
や
主
題
の
違
い
な
ど
が
存
在
し
、
そ
れ
が
理
由
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
彫
刻
は
触
覚
、
絵
画
は
視
覚
と
関

連
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
こ
の
時
期
の
議
論
で
ほ
ぼ
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
の
に
対
し
、
言
語
に
関
し
て
だ
け
こ
の
よ
う
に
様
々
な
感
官
と
の
関
連

が
言
及
さ
れ
る
点
は
考
慮
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
そ
の
理
由
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
先
に
あ
げ
た
言
語
の
触
覚
的
な
側
面
と
視
覚
的
な
側
面
、
す
な
わ
ち
原
初
の
言
葉
と
本
来
の
言
葉
は
完

全
に
別
個
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

引
用
12

我
々
に
お
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
理
性
が
感
情
を
、
そ
し
て
社
会
の
人
口
の
言
語
が
自
然
の
響
き
を
し
ば
し
ば
押
し
の
け
て
い
る
。
し
か
し
こ

の
場
合
で
す
ら
な
お
、
轟
き
渡
る
雷
鳴
の
よ
う
な
雄
弁
術
、
稲
妻
の
よ
う
に
人
を
撃
つ
文
芸
や
魔
術
的
な
身
振
り
な
ど
が
、
こ
の
自
然
語
に

模
倣
に
よ
っ
て
近
づ
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か 
（FH

A
 1, 706-7

（

既
に
述
べ
た
よ
う
に
ヘ
ル
ダ
ー
は
『
言
語
起
源
論
』
に
於
い
て
、
自
然
に
生
じ
た
感
情
の
言
葉
と
現
在
、
使
用
さ
れ
て
る
言
語
の
違
い
を
強
調
し

た
。
そ
れ
は
言
語
の
起
源
に
関
し
、
そ
れ
が
完
成
さ
れ
た
形
で
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
と
い
う
説
を
否
定
す
る
た
め
の
重
要
な
論
点
で
あ
っ
た
。
し

か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
原
初
の
言
語
と
現
在
の
言
語
は
無
関
係
で
は
な
い
。
原
初
の
言
葉
は
現
在
の
言
葉
の
「
養
分
（die Säfte

（」
で
あ
り
、
時

と
し
て
、
両
者
は
融
合
す
る
。
そ
の
際
、
雄
弁
術
と
並
ん
で
「
稲
妻
の
様
に
人
を
打
つ
文
芸
」
作
品
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
感
情

に
基
づ
く
原
初
の
言
語
が
通
常
の
言
語
と
の
断
絶
し
た
も
の
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
議
論
は
第
一
節
で
指
摘
し
た
触
覚
と
視
覚
の
関
係
と
同
様
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
視
覚
と
触
覚
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
こ
れ
ま
で
の
ジ
ャ
ン
ル
論
を
批
判
的
に
発
展
さ
せ
た
ヘ
ル
ダ
ー
の
重
要
な
主
張
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
視
覚
の
根
底
を
触
覚
が
支
え
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る
時
、
そ
の
連
関
は
決
し
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
そ
れ
と
同
様
に
言
語
の
視
覚
的
側
面
と
触
覚
的
側
面
、
す
な
わ
ち
原
初
の
言
語
と

発
達
し
た
言
語
の
差
異
は
重
要
な
論
点
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
ひ
と
つ
の
言
語
と
し
て
結
合
を
否
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
様
な
議
論
が
可
能
に
な
る
の
は
、
言
語
が
関
連
付
け
ら
れ
て
い
た
も
う
ひ
と
つ
の
感
覚
、
す
な
わ
ち
聴
覚
が
視
覚
と
触
覚
の
中

間
に
位
置
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

引
用
13

聴
覚
は
、
外
部
か
ら
の
刺
激
を
知
覚
す
る
領
域
と
い
う
点
で
、
人
間
の
持
つ
感
官
の
中
間
に
位
置
す
る
感
官
で
あ
る
。
触
覚
は
全
て
を
自
分

の
う
ち
に
、
自
分
の
器
官
の
中
で
の
み
感
じ
る
。
視
覚
は
我
々
を
我
々
か
ら
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
へ
と
運
ぶ
。
そ
れ
に
対
し
、
聴
覚
は
伝
達

可
能
性
の
程
度
と
い
う
点
で
中
間
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
（FH

A
 1, 746

（

ヘ
ル
ダ
ー
は
言
語
起
源
論
に
お
い
て
六
つ
の
観
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
聴
覚
が
視
覚
と
触
覚
の
中
間
点
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
引
用
は
そ
の
一

つ
め
の
論
点
、
外
界
と
の
距
離
に
お
い
て
聴
覚
が
視
覚
と
触
覚
の
中
間
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
視
覚
が
自
己
と
対
象
を
離
れ
た
と
こ
ろ

で
認
識
す
る
の
に
対
し
て
、
触
覚
は
全
て
を
直
接
、
自
分
の
う
ち
で
感
じ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
聴
覚
は
そ
の
中
間
程
度
の
距
離
を
保
つ
た
め
に
言

語
に
適
し
て
い
る
の
だ
、
と
ヘ
ル
ダ
ー
は
主
張
す
る
。
引
用
7
に
お
い
て
も
、
羊
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
た
経
緯
を
論
じ
る
と
き
、
視
覚
で
は
あ

ま
り
に
印
が
多
く
見
え
す
ぎ
、
触
覚
で
は
全
て
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
印
が
見
え
な
い
、
と
指
摘
さ
れ
、
聴
覚
は
中
間
で
あ
る
が
ゆ

え
に
言
語
に
適
し
て
い
る
、
と
い
う
形
で
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
聴
覚
は
視
覚
と
触
覚
の
中
間
に
位
置
す
る
こ
と
で
言
語
に
適
し

た
感
官
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
二
つ
の
感
官
の
中
間
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
隣
接
し
て
い
る
感
官
と
融
合
し
う
る
と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
ヘ

ル
ダ
ー
は
全
て
の
感
官
が
言
葉
を
持
つ
と
ま
で
主
張
す
る
が
、
そ
れ
が
可
能
に
な
る
の
は
聴
覚
が
「
一
方
で
は
触
覚
が
隣
り
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
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て
他
方
で
は
視
覚
が
隣
の
感
官
で
あ
る
。
そ
こ
で
感
じ
取
ら
れ
た
も
の
は
一
つ
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
す
べ
て
は
印
が
音
と
な
る
領
域
に
近
づ
く
。

こ
う
し
て
見
ら
れ
た
も
の
、
感
じ
ら
れ
た
も
の
は
ま
た
音
と
な
っ
て
耳
に
聞
こ
え
る
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
中
間
に
位
置
し
、
統
合
す
る
感
官
が

言
語
の
た
め
の
感
官
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
我
々
人
間
は
言
語
動
物
」（SW

S 1, 748

（
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
言
語
論
に
お
い
て
、
言
語
が
聴
覚
、
触
覚
、
視
覚
の
そ
れ
ぞ
れ
と
関
連
付
け
ら
れ
な
が
ら
も
矛
盾
を
生
じ
て
い
な
い

理
由
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
が
は
っ
き
り
と
分
離
し
つ
つ
も
同
時
に
ま
た
融
合
し
合
う
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
逆

に
言
え
ば
触
覚
論
に
お
い
て
も
言
語
が
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
単
な
る
一
側
面
の
類
似
で
は
な
く
、
触

覚
が
他
の
感
官
と
分
離
で
き
な
い
結
合
を
持
ち
、
だ
か
ら
こ
そ
全
て
の
感
覚
の
根
幹
と
み
な
さ
れ
る
重
要
な
事
例
と
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
も
触
覚
が
言
語
と
関
連
付
け
ら
れ
る
聴
覚
を
介
し
て
他
の
感
官
と
連
携
し
て
い
る
こ
と
は
、
も
う
一
つ
見
逃
し
得
な
い
役
割
を
果
た
し
て

い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
聴
覚
は
、
認
識
の
対
象
と
主
体
の
距
離
の
点
で
も
視
覚
と
触
覚
の
中
間
に
位
置
す
る
。
遠
く
離
れ
た
も
の
を
認
識
で

き
る
視
覚
と
、
直
接
触
っ
た
も
の
し
か
認
識
で
き
な
い
触
覚
、
そ
の
中
間
に
聴
覚
は
あ
る
。
触
覚
は
こ
の
よ
う
に
言
語
を
介
し
て
聴
覚
、
視
覚
と

結
び
つ
く
こ
と
で
認
識
の
範
囲
の
限
界
を
超
え
る
。
そ
の
論
点
を
示
す
も
の
と
し
て
、
本
稿
で
は
最
後
に
ヘ
ル
ダ
ー
の
歴
史
哲
学
を
取
り
上
げ
た

い
。

　
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
触
覚
に
よ
る
世
界
の
認
識
は
、
感
情
移
入
説
に
も
比
し
た
対
象
と
自
ら
の
引
力
、
斥
力
の
相
互
作
用
で
あ
っ
た
。

ヘ
ル
ダ
ー
は
同
様
の
方
法
を
歴
史
に
置
い
て
も
想
定
し
て
い
る
。
過
去
は
、
現
在
と
は
異
な
る
時
代
、
直
接
に
は
触
れ
ら
れ
な
い
出
来
事
に
接
す

る
行
為
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
他
者
を
学
び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
を
形
成
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
遠
く
離
れ
た
他
者
を

認
識
し
、
自
己
の
生
成
を
可
能
に
す
る
の
は
言
語
で
あ
る
。

引
用
14

魂
の
全
本
性
は
全
て
を
支
配
し
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
性
情
や
精
神
力
を
自
分
に
似
せ
て
型
ど
り
、
ご
く
つ
ま
ら
な
い
行
為
を
さ
え
自
分
の
色
合



17

い
で
染
め
る
。
こ
れ
を
我
が
身
で
感
じ
る
た
め
に
は
、
字
面
だ
け
を
見
て
答
え
て
は
な
ら
な
い
。
時
代
の
中
に
、
風
土
の
な
か
に
、
歴
史
全

体
の
な
か
に
、
一
切
の
な
か
に
感
情
移
入
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
―
そ
う
し
て
の
み
、
君
は
言
葉
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
だ
が

ま
た
、
そ
う
し
て
の
み
、
こ
こ
で
あ
れ
全
体
で
あ
れ
す
べ
て
は
自
分
だ
と
い
う
思
い
上
が
り
も
消
え
る
だ
ろ
う 

（FH
A

 4, 33

（

歴
史
に
お
い
て
他
者
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
言
葉
を
表
面
的
に
な
ぞ
る
だ
け
で
は
な
く
、
歴
史
の
中
に
入
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

時
に
重
要
な
の
は
、
他
者
を
自
分
に
似
せ
る
こ
と
で
は
な
い
。
触
覚
が
引
力
と
斥
力
で
動
い
て
い
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
他
者
の
中
に
入
り
、

全
て
を
内
側
か
ら
感
じ
つ
つ
も
、
そ
れ
が
自
分
だ
と
い
う
思
い
上
が
り
を
捨
て
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
初
め
て
私
た
ち
は
別
の
時
代
を
理
解
し

つ
つ
も
、
同
時
に
自
分
が
何
者
で
あ
る
の
か
も
分
か
る
。
こ
れ
は
ヘ
ル
ダ
ー
の
触
覚
論
を
歴
史
に
当
て
は
め
た
も
の
と
も
言
え
る
が
、
本
来
は
触

れ
ら
れ
な
い
は
ず
の
歴
史
対
象
に
た
い
し
て
こ
の
よ
う
な
認
識
を
可
能
に
す
る
の
が
言
語
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
哲
学
は
、
さ
ら
に
翻
っ
て
触
覚
の

議
論
に
も
反
映
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
触
覚
は
世
界
の
接
し
方
の
根
幹
で
あ
り
、
触
覚
に
よ
っ
て
現
実
を
認
識
で
き
る
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
そ

の
時
想
定
さ
れ
て
い
る
触
覚
は
触
れ
ら
れ
る
今
、
こ
こ
に
限
定
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
彫
刻
を
見
る
だ
け
で
触
る
よ
う
に
感
じ
る
の
と
同
様
に
、
言

語
は
歴
史
的
に
離
れ
た
他
者
を
経
験
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
そ
の
時
、
触
覚
の
世
界
は
「
小
さ
い
」
も
の
で
は
な
く
、
聴
覚
、
視
覚
と
融
合

し
つ
つ
、
よ
り
広
い
射
程
で
世
界
を
捕
ら
え
る
能
力
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

結
語

　
本
稿
で
は
ヘ
ル
ダ
ー
の
触
覚
論
に
お
い
て
言
語
の
果
た
す
役
割
を
考
察
し
た
。
触
覚
は
聴
覚
、
視
覚
の
根
幹
と
な
り
そ
れ
ら
と
区
別
さ
れ
つ
つ

も
、
他
の
感
官
と
の
分
離
し
得
な
い
結
合
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
、
言
語
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
言
語
は
聴
覚
と
主
に

関
連
付
け
ら
れ
な
が
ら
、
原
初
の
言
語
と
発
達
し
た
言
語
と
い
う
形
で
、
そ
の
触
覚
的
側
面
と
視
覚
的
側
面
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
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議
論
の
中
で
は
、
聴
覚
と
い
う
感
官
は
視
覚
、
触
覚
の
中
間
的
立
場
を
と
り
つ
つ
、
そ
の
両
者
を
つ
な
ぐ
役
割
を
持
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
言
語
は

こ
の
よ
う
に
触
覚
と
他
の
感
官
と
関
連
付
け
る
こ
と
で
、
触
覚
が
持
つ
、
限
定
を
緩
和
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
が
ヘ
ル
ダ
ー
の
歴

史
哲
学
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
本
来
触
れ
る
は
ず
の
な
い
歴
史
的
対
象
に
言
語
を
通
し
て
感
情
移
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
触
覚
経
験
と
類
似
の
経

験
が
可
能
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
時
ヘ
ル
ダ
ー
の
彫
刻
論
、
文
学
論
、
そ
し
て
歴
史
哲
学
が
触
覚
お
よ
び
言
語
の
議
論
を
中
心

と
し
て
一
体
の
も
の
と
し
て
見
え
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

本
稿
は
平
成
二
十
九
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
補
助
金
（
若
手
Ｂ
（
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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