
「
簡
単
に
且
包
括
的
に
い
へ
ぱ
言
語
と
は
人
類
の
思
想
を
発
表
す
る
手
段
で

あ
る
と
定
義
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
（
三
口
．
乏
冨
冒
昌
》
冒
符
脚
目
９
（
）

写
ご
言
豈
一
○
【
Ｆ
幻
巨
銅
匡
色
的
①
．
』
②
『
即
己
．
目
）
、

「
言
語
は
こ
と
ば
の
音
声
（
響
①
①
。
甲
の
（
）
匡
且
の
）
を
手
段
に
使
っ
て
思
想
を
発

表
し
た
も
の
と
定
義
す
る
事
が
出
来
る
」
（
国
．
リ
ミ
。
ｇ
雷
⑩
８
国
昌
層
品

巨
ｐ
頤
①
》
』
ｃ
ｃ
（
｝
、
己
．
胃
１
ｔ
四
）

古
典
的
言
語
学
書
を
と
り
だ
し
て
み
る
と
、
吾
々
は
右
の
や
う
な
、
言
語
を

思
想
発
表
の
手
段
叉
は
思
想
を
発
表
し
た
も
の
と
み
る
定
義
を
多
く
見
出
す

害
こ
れ
に
対
し
て
、
ゞ
比
較
的
新
し
い
も
の
を
見
る
と
、
次
の
様
に
定
義
さ
れ
て

ゐ
る
。「

言
語
の
定
義
を
精
確
に
下
す
こ
と
は
む
づ
か
し
い
け
れ
ど
も
、
先
づ
差
当

っ
て
間
に
合
ふ
だ
け
の
定
義
を
下
せ
ば
、
『
吾
々
の
声
を
色
々
に
変
へ
、
色
々

に
組
み
合
言
偏
ソ
並
べ
た
り
し
宮
之
を
使
っ
て
吾
々
が
言
ひ
表
は
さ
う
と
思

ふ
思
想
や
感
情
の
符
号
に
す
る
も
の
』
で
あ
る
と
い
つ
一
」
良
か
ら
う
」
ｓ
・
国
．

大
久
保
忠
利
氏
訳

「
ハ
ャ
カ
ワ
思
考
と
行
動
に
お
け
る
言
語
」

評(-）⑫

4

小

鴫

孝

｜｜’ 郎

を
用
い
て
お
こ
な
う
表
現
活
動
」
（
小
林
英
夫
「
言
語
学
通
論
」
一
九
四
七
年
、

二
五
頁
）

〆
言
語
を
表
出
の
手
段
と
み
る
か
、
そ
れ
と
も
表
出
そ
の
も
の
と
み
る
か
と
い

ふ
問
題
を
一
応
別
に
し
て
、
右
の
両
者
を
比
較
す
る
と
、
後
者
の
定
義
で
は
、

注

前
者
の
様
に
、
言
語
を
単
に
思
想
の
表
出
と
み
る
だ
け
で
は
な
し
に
、
・
思
想
並

び
に
感
情
の
表
出
と
見
倣
す
点
が
注
目
さ
れ
る
。
今
こ
の
二
つ
の
観
方
に
つ
い

て
一
考
し
て
み
よ
う
。

註
尤
も
こ
の
場
合
に
謂
ふ
と
こ
ろ
の
「
思
想
」
を
「
思
考
」
「
思
惟
」
と

み
る
べ
き
か
、
同
時
に
想
起
さ
れ
た
「
感
情
」
も
含
め
た
も
の
か
ど
う
も

概
念
規
定
が
明
確
で
な
い
と
も
云
へ
る
。

人
間
言
語
の
權
造
を
究
明
す
る
に
当
っ
て
、
対
象
を
情
意
活
動
か
ら
微
断
し

て
、
単
に
知
的
な
面
に
の
み
求
め
た
の
は
、
十
九
世
紀
の
近
代
言
語
学
の
主
流

を
占
め
て
来
た
実
証
主
義
言
語
学
の
最
も
著
し
い
特
徴
で
あ
っ
た
。
彼
等
が
先

づ
当
面
の
対
象
と
し
て
取
扱
ふ
も
の
は
音
韻
で
あ
り
語
彙
で
あ
り
語
法
で
あ
っ

た
。
そ
の
態
度
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
は
、
表
出
運
動
の
結
果
と
し
て
横
た
は
っ

ゐ
る
も
の
が
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
分
析
以
後
の
対
象
た
る
言
語
そ
の
も
の
の

本
質
を
閏
明
し
よ
う
と
い
ふ
様
な
最
も
重
要
な
出
発
点
に
於
け
る
正
し
い
言
語

の
四
〕
ａ
⑦
》
ご
〕
芽
○
邑
巨
の
↑
ご
旨
貢
）
ご
』
⑦
の
ｇ
①
唇
○
○
○
吊
闇
ロ
ロ
輯
巨
固
醒
（
）
．
今
津
］
⑦
９
．
》
』
Ｃ

Ｃ
Ｐ
く
巳
．
門
、
．
窪
）
）

「
通
常
い
ふ
言
語
と
は
有
意
的
の
表
出
連
動
で
、
思
想
感
情
を
発
表
伝
達
す

る
事
を
目
的
と
し
、
そ
の
手
段
と
し
て
或
社
会
に
約
束
的
に
定
ま
っ
た
音
声
を

使
ふ
も
の
を
い
っ
て
居
る
」
（
神
保
格
．
言
語
学
概
論
」
、
一
九
一
三
年
、
一
八

頁
）

「
人
間
が
そ
の

～

思
想
・
感
情
を
な
か
ま
に
伝
え
る

L

里

四
四ベ

く
、
分
節
さ
れ
た
音
声

ク



観
の
確
立
深
化
を
期
す
る
態
度
は
毫
も
見
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
言
語
を
以
て

単
に
一
‐
意
味
を
も
っ
た
音
声
」
だ
と
か
、
「
思
考
の
道
具
」
と
見
倣
し
て
、
そ

の
本
質
を
知
的
性
格
に
限
定
し
て
把
捉
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
乍
ら
、
吾
々
が
研
究
の
対
象
を
、
結
果
的
な
資
料
に
基
づ
い
て
知
的

な
面
の
み
に
究
明
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
：
表
現
以
前
並
び
に
以
後
の
情
意
活
動

の
面
ｌ
心
琿
的
な
面
乃
至
行
動
的
な
面
を
併
せ
て
究
明
す
る
か
と
い
ふ
こ
と
ば
、

現
代
の
言
語
学
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な
課
題
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
・

人
間
言
語
が
鳥
獣
の
音
声
に
比
較
し
て
、
本
質
的
に
相
違
す
る
点
は
、
後
者

が
本
能
的
自
然
的
な
表
出
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
は
理
知
的
人
工
的
で
あ

る
こ
と
、
ゞ
た
と
へ
後
者
に
も
観
念
ら
し
い
も
の
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
人
間

の
様
に
複
雑
高
等
な
思
想
の
分
節
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
る
。
人
間
言
語
は
本
質
的
に
自
然
音
で
は
な
い
。
従
っ
て
知
的
な
も
の

で
あ
ら
う
。
た
と
へ
情
的
な
も
の
が
表
現
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て

直
接
的
で
は
な
い
。
例
へ
ぱ
「
嬉
し
い
」
と
か
「
悲
し
い
」
と
か
い
ふ
表
現
に

し
て
も
、
そ
れ
が
決
し
て
感
情
の
直
接
的
表
現
で
は
な
く
て
、
単
に
「
嬉
し
い
」

「
悲
し
い
」
と
い
ふ
概
念
を
音
声
的
に
表
現
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
。
そ
れ
故
こ
の

表
現
そ
の
も
の
に
話
者
乃
至
聴
者
に
感
情
情
緒
が
こ
め
ら
れ
て
ゐ
る
か
否
か
と

い
ふ
こ
と
は
、
自
ら
別
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
人
間
言
語
が
分
節
音
と

い
ふ
知
的
な
手
段
を
用
ゐ
て
ゐ
る
限
り
、
そ
こ
に
直
接
感
情
の
介
入
す
る
余
地

は
な
い
と
も
一
応
考
，
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
・

旧
来
の
言
語
学
害
ｌ
少
く
と
も
十
九
世
紀
の
実
証
主
義
を
遵
奉
す
る
言
語

学
者
達
が
、
「
言
語
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
ふ
問
題
に
触
れ
ず
、
従
っ
て
又

言
語
の
定
義
づ
け
等
に
も
殆
ど
関
心
を
も
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
理
由
が
、
右
の
様

に
対
象
を
単
に
知
的
手
段
と
し
て
余
り
に
も
限
定
し
す
ぎ
て
取
扱
っ
た
こ
と
に

大
久
保
忠
利
訳
・
ヌ
ヤ
カ
ワ
思
考
と
行
動
に
お
け
る
言
語
」

可

Ｊ
も
ｒ
《
ら
ご
つ
Ｏ

欧
洲
言
語
学
に
於
け
る
近
来
の
著
し
い
傾
向
は
、
か
う
し
た
実
証
主
義
の
後

退
と
、
こ
れ
に
代
る
理
想
主
義
の
治
頭
で
あ
ら
う
。
所
謂
「
構
成
主
義
か
ら
檮

造
主
義
こ
「
媒
介
観
よ
り
動
力
観
へ
」
は
現
代
枇
界
の
言
語
学
界
に
於
け
る
動

向
を
単
的
に
明
示
し
て
ゐ
る
。
直
観
即
表
現
即
芸
術
と
い
ふ
説
で
有
名
な
イ
タ

リ
ヤ
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
言
語
即
ち
詩
で
あ
る
。
く
い
毒
唖
塞
需
學
と
）

こ
の
考
へ
方
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
ま
で
も
、
さ
う
し
た
表
現
学
的
言
語
観

詮
有
す
る
も
の
に
、
か
の
う
オ
ス
ラ
ー
が
あ
る
。
彼
は
言
語
学
の
真
の
対
象
が
、

単
に
物
理
的
な
方
面
の
み
に
存
在
し
得
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
、
新
た
に
心
理
的

方
面
よ
り
出
発
す
る
表
現
的
研
究
の
重
要
性
を
論
じ
て
ゐ
る
。
吾
々
は
蕊
に
主

知
主
義
的
言
語
観
に
対
立
す
る
主
情
主
義
的
言
語
観
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

（
園
奉
読
辮
龍
韮
油
眠
嘩
痢
論
）

又
一
方
、
か
う
し
た
反
実
証
主
義
の
立
場
を
と
る
も
の
と
し
て
、
か
の
ブ
ン

ポ
ル
ト
以
来
、
シ
ュ
タ
イ
ン
タ
ー
ル
、
カ
ヅ
シ
ラ
ー
、
ヴ
ァ
イ
ス
ゲ
ル
バ
ー
、

シ
ュ
テ
ン
ッ
ェ
ル
等
に
至
る
独
逸
言
語
哲
学
派
の
「
言
語
内
在
形
式
」
の
究
明

を
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
又
、
ヴ
ン
ト
か
ら
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
、
マ
ル
テ
ィ
、

ビ
ュ
ー
ラ
ー
の
如
き
心
理
学
派
の
拾
頭
に
よ
っ
て
、
更
に
は
オ
グ
デ
ン
、
リ
チ

ャ
ー
ヅ
共
著
「
意
味
の
意
味
」
（
ｏ
Ｅ
ｇ
ｍ
ｐ
①
国
。
冨
己
の
酌
冒
困
昌
呂
昌

日
①
塑
忌
品
．
｝
后
ｇ
）
等
に
尖
っ
て
、
旧
世
紀
的
実
証
主
義
に
於
け
る
言
語
観
の

偏
見
は
漸
く
是
正
さ
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

ク
ロ
ー
チ
ェ
の
言
語
観
に
大
い
に
共
鳴
し
て
ゐ
た
か
の
ア
メ
リ
カ
の
サ
ピ
ァ

は
、
そ
の
著
「
言
語
」
（
厨
ロ
唱
畠
①
。
シ
邑
冒
弓
○
号
ｇ
旨
８
ｓ
①
野
口
身
昌

讐
⑦
①
ｇ
］
圏
ご
第
一
、
章
序
論
に
於
い
て
、
言
語
の
定
義
に
就
い
て
考
察
し
、

＆
可
』

四
五



次
の
様
な
論
述
が
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
日
常
生
活
で
は
、
概
念
乏
の
も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
具
体
的

な
事
柄
や
特
別
の
関
係
に
関
心
を
抱
い
て
ゐ
る
。
例
へ
ぱ
、
私
が
「
今
朝
は

飯
が
う
ま
か
っ
た
」
と
い
ふ
様
な
場
合
に
、
私
は
、
何
も
苦
し
ん
で
肩
の
凝

る
や
う
、
な
思
索
に
耽
っ
て
ゐ
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
伝
へ
た
い

の
は
愉
上
い
記
憶
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
習
慣
的
な
表
現
の
溝
に
よ
っ
て
記
号

的
に
あ
ら
は
さ
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
文
中
の
各
要
素
は
個
別
的
な

概
念
ま
た
は
概
念
的
関
係
、
も
し
く
は
両
者
の
結
合
し
た
も
の
を
規
定
し
て

は
ゐ
る
が
、
し
か
し
文
全
体
と
し
て
は
、
な
ん
ら
概
念
的
な
意
義
を
持
た
な

い
。
中
略
。
言
語
は
心
の
用
の
全
般
に
わ
た
る
こ
と
の
出
来
る
道
具
で
あ
る

と
見
倣
さ
れ
よ
う
。
（
赤
唖
仔
詠
獄
頁
）

右
は
表
現
そ
の
も
の
が
必
ず
し
も
思
考
思
惟
の
如
き
知
的
な
も
の
と
限
ら
ず
、

対
象
を
「
女
全
体
と
し
て
」
み
る
時
「
愉
し
い
記
憶
」
の
伝
達
が
目
的
で
あ
り
、

こ
の
情
意
活
動
を
ぬ
き
に
し
て
、
対
象
を
「
個
別
的
な
概
念
又
は
概
念
的
関
係
」

と
い
ふ
様
な
知
的
な
面
の
み
に
把
握
す
べ
き
で
な
い
、
「
心
の
用
の
全
般
に
わ

た
る
」
点
、
即
ち
知
情
意
の
全
般
に
わ
た
る
点
を
考
察
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
て

ゐ
る
。

言
語
を
た
耳
に
思
想
発
表
の
面
即
ち
知
的
な
面
に
の
み
捕
捉
す
べ
き
で
は
な

く
て
、
感
情
表
現
の
面
、
情
意
活
動
の
面
に
新
た
に
究
明
の
メ
ス
を
ふ
る
ふ
く

き
こ
と
を
論
じ
た
最
初
の
述
作
に
、
か
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
学
を
祖
述
し
た
バ
イ
イ

を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

総
じ
て
生
活
の
現
象
は
、
そ
こ
に
人
間
の
本
性
の
情
的
及
び
意
志
的
要
素

が
恒
存
し
、
し
ば
し
ば
そ
れ
が
優
勢
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
特
徴
と
す
る
。

し

従
っ
て
理
知
は
頗
る
重
要
な
り
と
は
言
ひ
条
、
そ
こ
で
は
手
段
の
役
割
し
か

↑
務
め
左
い
◎
そ
の
結
果
、
か
や
う
な
特
質
は
自
然
的
言
語
活
動
の
う
ち
に
反

映
し
て
、
そ
れ
が
純
然
た
る
知
的
構
成
物
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
て
を
り
、
又

い
つ
ま
で
も
妨
げ
る
で
あ
ら
う
。
中
略
。
か
く
し
て
余
は
言
語
活
動
を
ぱ

感
情
の
表
現
で
あ
り
行
動
の
要
具
で
あ
る
と
し
て
研
究
す
る
こ
と
の
、
言
語

学
に
と
っ
て
肝
要
な
る
こ
と
を
強
調
せ
ん
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
」
一
（
国
巳
ぎ

ぽ
崗
畠
侭
①
①
ご
色
乱
①
．
⑦
ｇ
①
く
の
〉
冒
貝
〕
這
届
小
林
英
夫
訳
「
言
語
活

動
と
生
活
」
一
二
頁
）

右
は
、
言
語
が
生
活
の
表
現
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
が
純
然
た
る
知
的
構
成
物

た
り
得
ず
、
寧
ろ
人
間
の
本
性
た
る
情
意
の
要
素
が
優
勢
で
あ
る
か
ら
、
言
語

現
象
を
感
情
の
表
現
乃
至
行
動
の
要
具
と
し
て
観
察
す
べ
き
こ
と
の
重
要
性
を

論
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

既
述
の
如
く
、
叉
右
の
バ
イ
イ
の
説
明
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
て
ゐ
る
様
に
、

現
代
欧
洲
言
語
学
に
於
け
る
研
究
対
象
の
視
野
は
、
特
に
「
意
味
研
究
」
に
於

い
て
、
主
知
主
義
よ
り
主
情
主
義
へ
の
転
回
か
ら
、
更
に
は
こ
れ
ら
の
綜
合
を

期
し
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。
わ
が
学
界
に
於
い
て
も
、
勿
に
か
う
し
た
方
面
に
学

の
重
要
性
を
認
識
し
て
、
既
に
研
究
に
着
手
し
、
叉
そ
の
業
績
の
一
部
が
発
表

さ
れ
て
は
ゐ
る
が
、
未
だ
学
界
の
主
潮
流
は
さ
う
し
た
こ
と
と
は
寧
ろ
無
縁
と

も
思
は
れ
る
活
動
も
続
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

目

か
う
し
た
際
、
大
久
保
忠
利
氏
訳
コ
ヤ
カ
ワ
思
考
と
行
動
に
お
け
る
言
語
」

（
岩
波
現
代
叢
書
）
を
得
た
こ
と
は
、
わ
が
学
界
に
も
必
ず
や
大
き
・
な
プ
ー
フ
ス

と
な
る
で
あ
ら
う
。

本
書
の
原
著
は
、
の
眉
．
餌
口
冨
盲
君
ｐ
》
震
冒
晨
巨
侭
①
冒
自
言
長
冒
曽
己

い

§

四
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I

〆

＝

崔
凰
さ
ロ
圏
》
己
も
〕
國
胃
８
口
茸
）
国
３
８
“
ａ
○
○
．
》
ｚ
①
君
田
○
鼻
．
で
、
原
著

者
は
、
カ
ナ
ダ
に
国
籍
を
有
し
、
ア
メ
リ
カ
で
も
評
論
・
講
義
・
機
関
誌
編
集

等
に
大
い
に
活
躍
し
、
特
に
一
‐
一
般
意
味
論
」
運
動
の
指
導
的
人
物
と
し
て
、

非
常
に
注
目
さ
れ
て
ゐ
る
人
で
あ
る
。
．
般
意
味
論
」
と
い
ふ
の
は
、
ア
ル

ブ
レ
ッ
ド
・
コ
ー
ズ
ィ
ブ
ス
キ
ー
シ
犀
巴
厨
貝
昌
冨
宮
（
扁
忌
１
后
ｇ
）
の

創
始
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

言
語
と
人
間
と
の
関
係
を
研
究
対
象
と
す
る
科
学
。

言
語
そ
の
他
の
一
記
号
に
対
す
る
人
間
の
反
応
の
研
究
。

記
号
の
シ
ゲ
キ
を
以
て
、
ま
た
そ
れ
を
受
け
て
の
人
間
の
行
動
の
研
究
。

人
間
の
相
互
作
用
を
言
葉
の
ゴ
ミ
ュ
ニ
ヶ
ー
、
ン
ヨ
ン
の
機
構
を
通
し
て
研
究

す
る
。こ

の
害
は
言
語
。
思
考
・
行
動
の
間
の
関
係
を
専
ら
研
究
す
る
。
言
語
と
、

人
々
の
言
語
的
習
慣
が
、
人
が
考
え
る
時
（
考
え
の
》
十
中
九
ま
で
は
自
分
に

話
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
、
話
す
時
、
聞
く
時
、
読
む
時
、
書
く
時
に
、
ど

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
。
、
、

う
現
わ
れ
る
か
を
調
べ
よ
う
と
思
う
。
こ
の
本
の
基
礎
に
あ
る
仮
定
は
言
語

、
、
、
、
、
誼
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
使
用
を
通
じ
て
の
広
い
種
内
的
協
同
が
人
間
生
存
の
基
礎
的
機
構
で
あ
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
珀
迅
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
と
。
そ
れ
と
平
行
の
仮
定
は
、
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
言
語
の
使

沌
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‐
、
℃
、
、
、
、
、
埴
、
、
、
誼
、
、
、
、
誼
、

用
が
不
一
致
と
衝
突
を
創
り
激
化
さ
せ
た
場
合
に
は
、
話
し
手
か
聞
き
手
か
、

、
迅
、
池
、
、
、
、
、
、
、

そ
の
両
方
か
に
欠
陥
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
類
の
「
生
存
適
格

、
、

性
」
と
は
、
人
々
が
共
に
生
存
で
き
る
機
会
を
増
す
よ
う
な
方
法
で
話
し
書

き
聞
き
読
む
能
力
を
持
つ
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
（
三
○
頁
）

．
と
潟
害
①
。

、
右
に
よ
っ
て
も
解
る
や
う
に
、
著
者
は
先
づ
、
・

人
間
は
話
す
動
物
で
あ
る
．
‐
Ｉ
こ
の
事
実
を
考
え
に
入
れ
な
い
人
間
生

大
久
保
忠
利
訳
。
貝
・
ヤ
カ
ワ
思
考
と
行
動
に
お
け
る
言
語
」

L

1

』

ピ
ー
マ
ハ
１

存
の
理
論
は
、
海
狸
が
歯
と
平
た
い
尾
の
興
味
あ
る
使
用
を
考
え
に
入
れ
な

い
で
海
狸
生
存
の
理
論
を
考
え
る
の
と
同
じ
に
科
学
的
で
な
い
。
（
一
二
頁
）

と
指
摘
し
、
人
間
生
存
に
と
っ
て
そ
れ
程
大
切
な
言
語
の
機
能
が
、
恰
も
「
潤

滑
油
」
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
中
に
「
目
に
見
え
な
い
金
剛
砂
」
を
混
じ
へ
て

ゐ
る
こ
と
に
人
々
は
気
づ
い
て
ゐ
な
い
、
そ
れ
故
、
吾
々
は
そ
れ
を
あ
く
迄
探

し
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
少
し
で
も
そ
の
探
求
に
成
功
す
れ
ば
、
現
在
は
ま
だ
不
完
全
に
し

、
、

か
実
現
さ
れ
て
い
な
い
人
類
の
協
同
の
可
能
性
を
押
し
進
め
る
に
は
、
ど
の

、
、
、
誼
、
、
、
殖
沁
、
、

方
向
に
前
進
す
れ
ぱ
よ
い
か
の
あ
ら
ま
し
を
探
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。
（
一
五
頁
）

と
い
ふ
。
輩
に
は
、
「
医
学
的
仮
定
が
健
康
の
方
が
病
気
よ
り
好
ま
し
い
と
い

う
の
と
同
じ
く
、
協
同
の
方
が
衝
突
よ
り
好
ま
し
い
」
と
い
ふ
「
倫
理
的
仮
定
」

に
立
脚
し
て
、
人
間
社
会
協
同
の
為
の
正
し
い
言
語
を
求
め
る
「
意
味
論
研
究
」

の
立
場
が
窺
は
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
書
の
冒
頭
に
は
、
次
の
や
う
な
「
意
味
論
的
寓
話
」
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
精
神
的
に
も
地
理
的
に
も
、
ひ
ど
く
か
け
離
れ
た
二
つ
の
社
会
（
Ａ

町
と
Ｂ
村
と
）
に
共
通
の
問
題
、
即
ち
不
況
に
よ
る
解
雇
が
行
な
は
れ
た
・
さ

官
Ａ
町
の
役
員
達
は
、
資
産
の
あ
る
実
業
家
で
、
教
育
も
あ
り
、
親
切
に
み

え
る
人
達
だ
っ
た
℃
彼
等
は
こ
れ
を
「
救
済
」
の
名
に
お
い
て
、
不
幸
な
解
雇

者
達
に
呼
び
か
け
た
。
し
か
し
そ
れ
は
完
全
に
失
敗
に
終
っ
た
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
Ｂ
村
の
行
き
方
は
全
く
別
で
、
村
の
役
員
の
一
人
が
「
保
険
」
の
原
理

を
説
い
て
、
そ
の
適
用
を
事
務
的
に
提
案
し
た
。
そ
の
結
果
、
Ｂ
村
の
失
業
者

達
は
、
月
五
○
ド
ル
の
お
か
げ
で
、
自
殺
も
せ
ず
、
失
敗
者
と
し
て
心
も
責
め

ら
れ
ず
、
罪
も
犯
さ
ず
、
頭
も
変
に
な
ら
ず
、
階
級
的
憎
悪
に
発
展
も
し
、
な
か

四
七



1

己

つ
、
た
。
さ
て
教
授
の
語
っ
た
右
の
様
な
話
に
対
し
て
、
友
人
間
に
討
論
が
始
め

ら
れ
、
広
告
家
は
三
」
救
済
」
を
『
保
険
』
と
呼
ぶ
の
は
名
案
だ
」
と
い
ひ
、

他
の
一
人
、
社
会
運
動
家
は
「
そ
れ
は
『
救
済
』
な
ど
で
は
な
く
て
、
失
業
者

の
当
然
の
権
利
だ
」
と
い
ふ
。
二
人
は
一
ｌ
何
と
呼
ぱ
う
と
救
済
だ
」
「
だ
ま
れ

保
険
だ
」
と
い
ふ
訳
で
、
腹
を
立
て
、
喧
咋
を
し
て
、
各
々
の
細
君
ま
で
も
口

を
き
か
な
く
な
っ
た
。
又
広
告
家
は
自
分
の
息
子
を
お
ど
か
し
て
、
若
し
息
子

が
社
会
運
動
家
の
娘
と
の
婚
約
を
破
棄
し
な
い
と
言
ふ
な
ら
勘
当
す
る
と
ま
で

言
ひ
出
し
た
。
以
上
が
そ
の
概
略
で
あ
る
が
、
蕊
に
は
、
コ
ト
バ
の
も
つ
思
想

性
な
り
人
生
観
世
界
観
の
相
違
、
従
っ
て
そ
れ
が
各
人
の
思
考
を
支
へ
、
感
情

を
左
右
し
、
更
に
は
行
動
に
及
ぼ
す
と
い
ふ
様
な
、
謂
は
ぱ
言
語
生
活
の
文
化

的
背
景
詮
考
察
す
る
こ
と
の
重
要
義
蓮
よ
く
暗
示
し
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
言
語
と

思
考
と
の
分
つ
く
か
ら
ざ
る
結
合
性
は
、
．
言
語
の
差
異
は
音
響
や
記
号
に
つ

い
て
の
差
異
で
な
く
、
世
界
の
見
か
た
そ
の
も
の
の
差
異
で
あ
る
」
と
い
ふ
プ

ン
ポ
ル
ト
の
言
葉
や
、
ヴ
ァ
イ
ス
ゲ
ル
バ
ー
の
「
言
語
社
会
学
」
に
み
ら
れ
る
、

言
語
は
社
会
の
創
造
で
あ
り
、
社
会
制
度
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
も
通
ず
る
も

の
が
あ
ら
う
。

十
九
世
紀
に
至
っ
て
所
謂
「
音
韻
法
則
」
が
発
見
さ
れ
、
実
証
的
な
言
語
研

究
が
「
科
学
」
と
し
て
の
基
盤
を
確
立
し
た
。
．
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
言
語
を
本
質
的

に
「
知
的
な
も
の
」
と
し
て
把
握
し
、
、
ハ
イ
イ
が
そ
こ
か
ら
新
た
に
「
感
情
的

言
語
１
－
を
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
が
、
輩
に
は
更
に
進
ん
で
「
そ
れ
を
受
け
て

の
行
動
の
研
究
」
を
目
ざ
す
所
以
が
あ
る
。
・

言
語
の
研
究
に
対
し
て
、
こ
の
様
な
新
た
な
る
視
点
に
立
つ
こ
と
は
，
欧
米

諸
国
に
於
け
る
注
目
す
べ
き
最
近
の
動
き
と
し
て
、
そ
れ
が
今
後
ど
の
様
な
方

向
に
新
し
い
理
論
な
り
体
系
な
り
が
う
ち
樹
て
ら
れ
る
か
は
、
ま
こ
と
に
期
待

L

Ｈ
、
、
△
４
．
グ
〆
ｕ
ｎ
や

h

､

旬

の
大
き
い
も
の
が
あ
ら
う
。

わ
が
国
に
於
い
て
も
、
戦
後
「
思
想
の
科
学
研
究
会
一
や
一
‐
民
主
主
義
科

学
者
協
会
」
の
人
達
に
よ
っ
て
、
か
な
り
新
し
い
研
究
の
領
域
が
示
さ
れ
つ

上
あ
る
。
こ
の
著
の
訳
者
大
久
保
氏
は
、
戦
後
い
ち
早
く
「
百
万
人
の
言
語

学
」
を
刊
行
し
、
そ
の
後
も
数
多
く
の
労
作
を
世
に
問
ひ
、
最
近
に
は
「
コ

ト
、
〈
の
魔
術
と
思
考
」
コ
ト
ゞ
ハ
の
心
理
と
技
術
」
ヨ
ト
、
ハ
の
生
理
と
文
法

論
」
の
三
著
に
よ
っ
て
、
そ
の
言
語
研
究
に
於
け
る
心
理
学
的
社
会
学
的
立

場
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
わ
が
学
界
の
言
語
研
究
に
対
し
て
は
、
あ
く

迄
批
判
的
立
場
を
堅
持
し
て
ゐ
ら
れ
る
。

著
者
は
そ
の
序
（
日
本
語
版
の
た
め
に
）
に
、

今
日
の
日
本
の
思
考
と
教
育
に
、
意
味
論
の
①
日
脚
冒
胃
の
の
必
要
性
が
あ

／
る
で
あ
ろ
う
か
私
は
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
た
し
か
に
、
日
本
に
も
、
英

語
国
で
と
同
様
の
意
味
論
の
大
き
な
必
要
性
が
あ
る
、
と
感
じ
ら
れ
る
の
で

す
。

意
味
の
な
い
コ
ト
、
《
に
影
響
を
受
け
や
す
い
こ
と
、
雄
弁
に
熱
を
込
め
て

言
わ
れ
た
事
を
信
じ
易
い
傾
向
、
事
実
で
考
え
る
よ
り
も
標
語
の
よ
う
な
も

の
で
考
え
易
い
こ
と
、
な
ど
は
、
英
語
国
民
や
西
洋
人
た
ち
だ
け
に
特
有
の

欠
点
で
は
な
く
て
、
人
類
の
大
部
分
の
弱
点
で
あ
り
ま
す
。
コ
ト
バ
に
よ
る

自
己
陶
酔
の
可
能
性
は
、
言
語
の
あ
る
と
こ
ろ
、
常
に
存
在

す
る
と
指
摘
し
て
ゐ
る
。
著
者
の
か
う
し
た
警
告
が
、
吾
々
日
本
人
に
と
っ
て
、

今
迄
か
ら
、
ど
れ
程
痛
感
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
そ
の
具
体
的
な
材
料

は
、
吾
々
の
日
常
身
辺
に
あ
り
余
る
程
で
は
な
か
ら
う
か
。

著
者
は
更
に
、

日
本
の
哲
学
的
ま
た
は
科
学
的
思
考
に
お
い
て
、
意
味
論
的
問
題
が
、
ま

､

奇

ｑ
ｋ

Ｅ
Ｊ

型 二



’

だ
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
？
ｌ
は
私
か
ら
日
本
の
読
者
に
自
分
で
答

え
て
頂
き
た
い
。

と
云
っ
て
、
意
味
論
運
動
推
進
に
つ
い
て
の
批
判
と
協
力
と
を
希
望
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

㈲

本
書
は
二
部
に
分
れ
、
第
一
部
一
‐
言
語
の
機
能
」
に
於
い
て
は
人
間
言
語
の

解
明
を
単
に
用
具
的
通
達
的
地
図
的
科
学
的
報
告
の
言
語
と
し
て
の
機
能
の
面

の
み
に
置
か
ず
、
こ
れ
を
個
人
又
は
集
団
の
感
情
を
左
右
（
結
合
叉
は
反
溌
）

し
、
行
動
に
影
響
を
与
へ
る
前
記
号
的
感
化
的
コ
ミ
ュ
ニ
ヶ
ー
、
ン
ヨ
ン
の
面
に

注
目
し
て
、
「
日
常
生
活
に
入
り
込
ん
で
い
る
前
記
号
的
要
素
を
瑚
解
す
る
こ

と
」
の
重
要
性
を
説
き
、

言
語
を
邦
解
し
、
ま
た
使
用
す
る
能
力
莚
増
す
た
め
に
は
、
従
っ
て
、
語

の
通
達
的
内
包
に
対
す
る
識
別
力
を
磨
く
だ
け
で
な
く
、
言
語
の
感
化
的
要

素
を
見
抜
く
力
を
磨
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
（
九
五
頁
）

と
い
っ
て
ゐ
る
。
感
情
の
み
な
ら
ず
、
吾
々
の
行
動
に
最
も
大
き
な
影
響
を
与

へ
る
も
の
と
し
て
、
人
間
は
「
未
来
の
出
来
事
」
を
「
調
整
す
る
」
「
言
語
の

指
令
的
用
法
」
を
心
得
て
ゐ
る
。
従
っ
て
そ
れ
が
、
「
人
類
の
未
来
の
活
動
を

調
整
し
、
指
導
し
、
影
響
を
与
え
る
」
（
九
九
頁
）
無
智
、
過
失
、
不
誠
実
な

ど
の
「
指
令
的
言
語
」
が
引
起
す
失
望
（
指
令
と
幻
滅
）
は
、
や
が
て
「
人
間

の
あ
い
だ
の
相
互
信
頼
を
破
壊
」
（
一
○
二
頁
）
し
、
社
会
の
秩
序
を
攪
乱
す

る
。
故
に
人
々
が
「
で
き
る
だ
け
確
実
な
発
言
を
実
行
す
る
こ
と
が
道
徳
的
な

義
務
で
あ
る
。
」
（
一
○
二
頁
）
と
論
じ
て
ゐ
る
。

な
ぼ
著
者
は
「
科
学
は
報
告
の
中
で
最
も
正
確
な
報
告
」
「
文
学
は
感
情

の
最
も
正
確
な
表
現
」
「
で
あ
る
」
と
し
て
ゐ
る
（
一
二
七
頁
）
が
、
厳
密

大
久
保
忠
利
訳
・
「
ハ
ャ
カ
ワ
思
考
と
行
動
に
お
け
る
言
語
‐
’

ｌ
剣
。
令
子
４
‘

札．

、

に
は
「
で
あ
る
‐
」
で
は
な
く
て
、
「
を
期
し
て
い
る
」
又
は
「
目
ざ
し
て
い

る
」
と
説
く
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
｜
‐
真
の
」
科
学
叉
は
文
学
と
断
る
必
要

が
あ
ら
う
。

第
二
部
「
言
語
と
思
考
」
は
「
牝
牛
ベ
ヅ
シ
ー
」
か
ら
説
か
れ
、
「
牝
牛
１
は

牝
牛
２
で
は
な
い
」
と
い
ふ
著
者
独
創
の
法
則
を
基
礎
と
し
、
「
抽
象
の
〈
シ

ゴ
」
を
図
示
し
て
過
程
の
レ
ベ
ル
（
段
階
）
を
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
。
垂
で
は

鍔
一
部
に
説
か
れ
た
「
外
在
的
意
味
」
（
外
延
・
感
筧
的
・
具
体
的
）
と
「
内

在
的
意
味
」
（
内
包
・
非
感
覚
的
・
抽
象
的
）
の
関
係
を
明
確
に
し
て
、
「
抽
象

の
過
程
」
に
於
け
る
種
々
の
「
評
価
錯
誤
」
を
と
り
あ
げ
て
分
析
し
て
ゐ
る
。

例
へ
ぱ
、
「
頭
の
中
の
杣
象
と
外
側
と
の
混
同
」
「
レ
ベ
ル
の
混
同
」
ヨ
ト
＊
ハ

の
グ
ル
グ
ル
廻
り
」
「
低
い
レ
ベ
ル
の
袖
象
こ
だ
わ
り
型
」
か
ら
、
更
に
は
「
抽

象
へ
の
不
信
用
」
「
妄
想
の
廿
界
」
「
思
い
込
み
型
」
「
二
値
的
考
え
方
」
（
感
情

的
）
「
言
語
過
剰
」
等
々
。
さ
う
し
た
「
内
在
的
考
え
方
」
の
原
因
が
「
事
実
」

（
て
い
る
）
と
「
理
想
」
（
あ
る
べ
き
）
と
の
食
ひ
達
ひ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

無
責
任
な
「
教
育
」
や
「
雑
誌
の
小
説
」
「
広
告
」
等
の
コ
ミ
ュ
↓
一
ヶ
－
、
ン
ヨ
ン

に
大
き
な
注
意
を
払
は
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
説
き
、

内
在
的
考
え
方
は
、
今
や
消
費
者
の
生
活
の
、
指
導
原
理
に
ま
で
高
め
ら
れ

て
い
る
（
二
三
九
頁
）
と
い
ふ
。

さ
て
本
書
の
圧
巻
と
も
称
す
べ
き
章
は
第
十
六
章
「
人
間
と
ネ
ズ
ミ
‐
｜
で
あ

ら
う
。
輩
で
は
「
制
度
的
惰
性
」
と
、
「
偏
狭
な
近
視
眼
的
利
己
心
」
に
よ
っ

て
、
あ
る
ひ
は
「
変
化
へ
の
恐
怖
」
「
行
き
止
ま
り
」
等
に
よ
っ
て
、
人
間
（
世

界
）
の
女
化
の
問
題
が
甚
だ
し
く
遅
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
と
り
あ
げ
、
吾
々
は
、

難
問
に
ぶ
つ
か
っ
て
適
合
（
適
応
）
を
忘
れ
た
ネ
ズ
ミ
の
や
う
に
、
な
っ
て
は
な

ら
な
い
、
｜
ｉ
外
在
的
接
近
」
（
外
在
的
考
え
方
）
「
科
学
的
態
度
‐
｜
に
よ
っ
て
、

１
グ
１

一

4

ノ

四

うし



、

国
語
学

近
代
文
学
孜

語
文葉

》
』７明

治
学
院
諭
錐

国
文
学
研
究

成
城
女
芸

国
文
学

国ぱ近 吾
々
自
身
を
「
狂
気
に
追
い
込
」
ま
な
い
よ
う
努
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
論
じ
て
ゐ

る
。
（
二
四
一
’
二
五
九
頁
）

私
が
蓬
ま
で
一
書
い
て
来
た
時
既
に
与
へ
ら
れ
た
紙
数
も
超
過
し
、
い
さ
生

か
く
た
び
れ
た
の
で
、
一
寸
休
憩
し
よ
う
と
思
っ
て
何
げ
な
く
ラ
ジ
オ
の
ダ

イ
ア
ル
ー
を
廻
す
と
、
「
＊
ハ
ン
ザ
イ
ノ
／
、
、
」
と
い
ふ
嵐
の
や
う
な
声
が
聞
え
て

来
た
。
「
何
だ
ら
う
」
と
思
っ
た
ら
何
の
こ
と
は
な
い
。
今
日
は
丁
度
「
天
皇

‐
誕
生
日
」
で
あ
る
。
こ
の
「
、
ハ
ン
ザ
イ
」
の
「
感
化
的
内
包
」
は
、
こ
の
国
の

日
ク

レ

R

吟

・ず

批本
ん

交交受
語せ芸

1

1

階

‐
士
心

ヨ
ー
ロ

ー
、
二
・
三
・
四
・
五
日
本
文
学
協
会

・
六
月
号

創
刊
号
‐
日
本
近
廿
文
学
会

終
刊
号
三
色
菫
の
会

第
三
巻
第
三
号
醇
謡
醒
靖
識
鉾

第
十
八
・
十
九
・
．
国
語
学
会

二
十
輯
・

第
三
、
輯
近
代
文
学
研
究
会

第
三
輯
日
本
大
学
国
文
学
会

第
十
四
・
十
五
号
万
葉
学
会

第
三
十
六
号
郵
織
篝
筆
大
学

第
十
一
輯
早
稲
田
大
学
国
交
学
会

第
一
一
・
三
号
成
城
大
学
文
芸
学
部

第
十
．
三
号
関
西
大
学
国
文
学
会

､

げ

埼
玉
大
学
紀
要

滋
賀
大
学
学
芸
学

部
紀
要

東
京
学
芸
大
学
研

究
報
告

島
根
大
学
論
集

横
醒
国
立
大
学
人

文
紀
要

女
子
大
国
交

女
学
研
一
究

日
本
文
芸
研
究

女
子
大
・
文
学

文
学
思
潮

山
辺
道

人
文
研
究

西
京
大
学
学
術
研

究
報
告
人
文

老
若
婦
女
子
の
夢
、
即
ち
平
和
・
秩
序
・
蘂
栄
等
々
の
「
常
識
的
象
徴
」
だ

と
直
感
し
た
。
彼
等
は
「
い
く
つ
に
宏
っ
－
て
も
、
親
の
シ
ン
ボ
ル
宮
司
①
弓

望
且
］
巳
を
必
要
と
す
る
Ｉ
『
あ
ら
ゆ
る
答
』
を
そ
れ
か
ら
求
め
ら
れ
る

慰
め
に
な
る
権
威
を
。
‐
一
（
二
六
六
頁
）
さ
う
だ
。
｝
一
の
国
の
人
々
に
「
常
識

の
勝
利
」
を
雷
ら
さ
な
い
為
に
も
、
こ
の
善
は
大
き
な
意
義
を
も
つ
だ
ら
う

（
一
九
五
五
年
。
四
・
二
九
）

〆

0■

h÷ 第
五
・
六
集

第
五
号

第 第 第

創
刊
号

七

第
六
巻
第
二
号

国
交
篇
第
九
号

十
五
号

創
刊
号

第
二
集

第
四
・
五
号

且

干

茎，
瞭

四三三

号輯
百
壱

横
浜
国
立
大
学

埼
玉
大
学

滋
賀
大
学

東
京
学
芸
大
学

島
根
大
学

京
都
女
子
大
学
回
文
学
会

法
政
大
学
日
本
文
学
研
究
会

関
西
学
院
大
学
日
本
文
学
会

大
阪
女
子
大
学
文
学
会

「
近
代
文
学
」
大
阪
研
究
会

天
理
大
学
国
文
学
研
究
室

神
奈
川
大
学
人
文
学
会

西
京
大
学

五
○

一


