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２
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追
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序
Ｊ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
あ
か
で
み
ぃ
は
以
下
の
よ
う
に
客
観
学
か
ら
主
体
学
へ
の
移
行
を
論
理
的
に

提
案
い
た
し
ま
す
。

〔
一

脳
の
特
殊
性
〕
を
確
認
し
〔
二

脳
と
認
識
〕
の
対
応
関
係
を
理
解
し
〔
三

言

語
〕
の
本
質
を
把
握
し
ま
す
。〔
四

情
念
融
和
〕
の
方
法
に
つ
い
て
要
点
を
規
定
し
ま
す
。

〔
五

生
体
防
御
〕
に
つ
い
て
確
認
し
〔
六

血
液
と
労
働
〕
の
対
応
関
係
を
理
解
し
〔
七

貨
幣
と
消
費
権
〕
に
つ
い
て
本
質
的
に
提
案
し
ま
す
。
〔
八

健
康
平
和
生
活
〕
へ
の
要

点
を
規
定
し
ま
す
。
健
康
平
和
な
認
識
と
労
働
の
た
め
に
で
す
。

一

脳
の
特
殊
性

動
物
と
人
間
に
お
い
て
皮
膚
・
感
覚
器
・
神
経
系
・
脳
が
進
化
し
て
き
ま
し
た
。

「
人
間
の
神
経
細
胞
団
は
、
生
後
細
胞
分
裂
を
し
な
い
特
殊
な
細
胞
団
で
す
。
神
経
細
胞

は
突
起
（
神
経
線
維
）
を
も
ち
、
刺
激
を
受
け
る
と
そ
の
突
起
を
伸
し
、
隣
接
す
る
神
経
細

胞
の
突
起
と
の
間
に
新
た
な
か
ら
み
あ
い
（
回
路
網
）
を
つ
く
り
ま
す
。
」
（
「

」
内
は
文
献

３
の
表
現
を
ほ
ぼ
継
承
）

ヽ

ヽ

神
経
線
維
は
興
奮
し
て
い
な
い
と
き
形
質
膜
の
膜
内
に
〈
カ
〉（
カ
リ
ウ
ム
・
イ
オ
ンK

+

）

が
多
く
膜
外
に
〈
ナ
〉
（
ナ
ト
リ
ウ
ム
・
イ
オ
ン

N
a +

）
が
多
い
で
す
。
興
奮
す
る
と
形
質

膜
の
膜
内
に
〈
ナ
〉
が
増
え
膜
外
に
〈
カ
〉
が
増
え
そ
れ
が
す
な
わ
ち
電
位
パ
ル
ス
で
あ
り

波
と
し
て
と
な
り
へ
と
な
り
へ
伝
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
東
洋
医
学
に
お
い
て
〈
陰
性
〉
と
さ
れ
て
い
る
食
物
は
〈
カ
〉
が
多
く
含
ま

れ
〈
陽
性
〉
と
さ
れ
て
い
る
食
物
は
〈
ナ
〉
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
桜
沢
如
一
氏
ら

が
発
見
し
ま
し
た
。

神
経
系
に
お
け
る
電
気
化
学
的
運
動
も
、
食
物
の
〈
陰
性
〉〈
陽
性
〉
も
、〈
カ
〉
と
〈
ナ
〉

が
本
質
的
で
あ
り
、
何
ら
か
の
連
関
が
あ
る
と
予
想
さ
れ
ま
す
。
〈
カ
〉
は
炎
色
反
応
に
お

い
て
紫
色
で
あ
り
〈
ナ
〉
は
黄
色
で
あ
り
東
洋
医
学
に
お
い
て
紫
色
は
〈
陰
性
〉
で
あ
り
黄

色
は
〈
陽
性
〉
で
す
。

脳
は
酸
素
を
多
く
消
費
し
脳
に
お
け
る
電
気
化
学
的
運
動
は
ブ
ド
ウ
糖
代
謝
以
外
の
代
謝

に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

二

脳
と
認
識

人
間
に
お
い
て
神
経
系
と
脳
の
進
化
と
い
う
客
観
的
生
理
的
な
存
在
の
歴
史
は
、
そ
れ
が
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直
接
に
、
認
識
（
感
覚
・
表
象
・
概
念
）
の
伝
統
と
い
う
主
体
的
な
存
在
の
歴
史
で
す
。
客

観
的
生
理
的
な
存
在
の
歴
史
は
、
そ
れ
が
直
接
に
、
主
体
的
な
存
在
の
歴
史
で
す
。

客
観
的
生
理
的
な
神
経
系
と
脳
に
お
け
る
電
気
化
学
的
運
動
は
、
そ
れ
が
直
接
に
、
主
体

的
な
認
識
（
感
覚
・
表
象
・
概
念
）
の
運
動
で
す
。
客
観
的
生
理
的
な
運
動
は
、
そ
れ
が
直

接
に
、
主
体
的
な
運
動
で
す
。

こ
こ
に
生
理
学
と
認
識
学
を
論
理
的
に
統
一
す
る
実
体
概
念
の
学
問
用
語
と
し
て
〈
神
経

的
認
識
〉
を
提
案
し
ま
す
。

〈
神
経
的
認
識
〉
に
お
い
て
、
客
観
的
生
理
的
な
面
（
神
経
系
と
脳
）
と
主
体
的
な
面
（
感

覚
・
表
象
・
概
念
）
が
、
直
接
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
ふ
た
つ
の
別
の
面
の
対
応
関
係
で
す
。

対
立
の
統
一
と
い
う
論
理
の
一
種
類
で
す
。

神
経
系
と
脳
か
、
感
覚
・
表
象
・
概
念
か
、
客
観
的
生
理
的
な
面
か
、
主
体
的
な
面
か
、

生
理
学
か
、
認
識
学
か
、
あ
れ
か
、
こ
れ
か
、
と
問
い
か
け
て
い
た
の
で
は
、
問
題
が
解
決

し
ま
せ
ん
。

あ
れ
も
こ
れ
も
、
対
立
の
統
一
と
い
う
論
理
、
ふ
た
つ
の
別
の
面
の
対
応
関
係
を
認
め
、

〈
神
経
的
認
識
〉
と
い
う
実
体
概
念
を
確
立
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
心
脳
問
題
」

の
解
決
な
の
で
す
。
た
だ
し
、
論
理
実
証
主
義
や
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
本
音
は
、
現
実
論

と
し
て
の
認
識
学
を
排
除
し
た
い
よ
う
で
す
。
そ
れ
で
も
現
実
論
と
し
て
の
認
識
学
へ
接
近

し
た
い
と
す
る
学
者
の
過
渡
的
な
用
語
が
、「
ク
オ
リ
ア
」
（
感
覚
質
）
で
す
。

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

三

言
語

個
人
に
お
け
る
認
識
（
感
覚
・
表
象
・
概
念
）
の
運
動
は
、
言
語
を
中
心
と
す
る
表
現
と

い
う
物
質
的
像
の
運
動
を
媒
介
と
し
て
、
発
達
し
て
い
ま
す
。
認
識
は
物
質
的
像
を
媒
介
と

し
て
発
達
し
て
い
ま
す
。

以
下
に
お
い
て
、
対
象
と
は
、
現
実
の
あ
る
い
は
架
空
の
・
体
内
と
世
界
で
す
。

表
現
の
本
質
は
〈
対
象
を
認
識
し
て
表
現
し
て
あ
る
〉
（
対
象
↓
認
識
↓
表
現
）
と
い
う

客
観
的
な
微
細
歴
史
的
関
係
で
す
。
こ
れ
を
〈
表
現
形
成
過
程
〉
と
呼
び
ま
す
。
〈
表
現
形

成
過
程
〉
は
〈
対
象
を
そ
れ
の
像
と
し
て
認
識
す
る
（
感
覚
・
表
象
・
概
念
す
る
）
認
識
過

程
〉
（
対
象
↓
認
識
）
と
〈
認
識
を
そ
れ
の
像
と
し
て
表
現
す
る
（
物
質
に
加
工
す
る
）
表

現
過
程
〉
（
認
識
↓
表
現
）
の
統
一
で
す
。

表
現
に
あ
る
〈
表
現
内
容
〉
と
は
〈
表
現
形
成
過
程
〉
と
い
う
関
係
の
中
に
あ
る
認
識
の

構
造
で
す
。
表
現
の
本
質
は
〈
表
現
形
成
過
程
〉
と
い
う
関
係
で
あ
り
そ
の
中
に
〈
表
現
内

容
〉
と
い
う
認
識
の
構
造
が
あ
り
ま
す
。

表
現
を
理
解
す
る
こ
と
は
理
解
者
が
〈
表
現
内
容
〉
と
い
う
表
現
者
の
認
識
の
構
造
に
同

化
す
る
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、
表
現
者
と
理
解
者
と
に
お
い
て
生
活
体
験
な
い
し
記
憶
の
あ

り
方
に
ず
れ
が
あ
れ
ば
同
化
に
は
一
定
の
限
界
も
あ
り
ま
す
。

言
語
は
特
殊
な
表
現
で
あ
り
、
音
声
言
語
と
文
字
言
語
と
が
あ
り
ま
す
。

言
語
の
本
質
は
〈
対
象
を
認
識
し
標
準
概
念
化
し
て
言
語
規
範
を
介
し
言
語
表
現
し
て
あ
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る
〉
（
対
象
↓
認
識
↓
標
準
概
念
↓
言
語
規
範
↓
言
語
）
と
い
う
客
観
的
な
微
細
歴
史
的
関

係
で
す
。
こ
れ
を
〈
言
語
形
成
過
程
〉
と
呼
び
ま
す
。
〈
言
語
形
成
過
程
〉
は
〈
対
象
を
そ

れ
の
像
と
し
て
認
識
し
（
感
覚
・
表
象
・
概
念
し
）
さ
ら
に
標
準
概
念
化
す
る
認
識
過
程
〉

（
対
象
↓
認
識
↓
標
準
概
念
）
と
〈
認
識
を
標
準
概
念
化
し
そ
れ
の
像
と
し
て
言
語
規
範
を

介
し
言
語
表
現
す
る
（
物
質
に
加
工
す
る
）
表
現
過
程
〉
（
認
識
↓
標
準
概
念
↓
言
語
規
範

↓
言
語
）
の
統
一
で
す
。
〈
認
識
を
標
準
概
念
化
す
る
過
程
〉
（
認
識
↓
標
準
概
念
）
は
〈
認

識
過
程
〉
の
仕
上
げ
で
あ
る
と
と
も
に
〈
表
現
過
程
〉
の
端
緒
で
あ
り
、
言
語
表
現
者
の
社

会
的
実
践
の
立
場
に
お
い
て
試
行
錯
誤
が
あ
り
ま
す
。

言
語
に
あ
る
〈
意
味
〉
と
は
〈
言
語
形
成
過
程
〉
と
い
う
関
係
の
中
に
あ
る
標
準
概
念
を

中
心
と
し
た
認
識
の
構
造
で
す
。
言
語
の
本
質
は
〈
言
語
形
成
過
程
〉
と
い
う
関
係
で
あ
り

そ
の
中
に
〈
意
味
〉
と
い
う
標
準
概
念
を
中
心
と
し
た
認
識
の
構
造
が
あ
り
ま
す
。

言
語
を
理
解
す
る
こ
と
は
理
解
者
が
〈
意
味
〉
と
い
う
言
語
表
現
者
の
標
準
概
念
を
中
心

と
し
た
認
識
の
構
造
に
同
化
す
る
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、
言
語
表
現
者
と
理
解
者
と
に
お
い

て
生
活
体
験
な
い
し
記
憶
の
あ
り
方
な
い
し
言
語
規
範
に
ず
れ
が
あ
れ
ば
同
化
に
は
一
定
の

限
界
も
あ
り
ま
す
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
言
語
処
理
に
お
い
て
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
個
々
の
文
字
言
語
・
音
声
言
語
に
あ
る
〈
意
味
〉
を
処
理
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
言
語

慣
用
例
・
言
語
型
式
を
論
理
的
に
分
類
し
て
記
録
し
ま
す
。
言
語
慣
用
例
は
句
例
・
節
例
・

文
例
・
文
章
例
で
あ
り
、
言
語
型
式
は
語
彙
・
句
型
・
節
型
・
文
型
・
文
章
型
で
す
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
記
録
す
る
言
語
慣
用
例
・
言
語
型
式
の
論
理
的
な

分
類
は
、
個
々
の
文
字
言
語
・
音
声
言
語
の
本
質
で
あ
る
〈
言
語
形
成
過
程
〉
の
う
ち
ま
ず

は
〈
表
現
過
程
〉
を
次
に
〈
認
識
過
程
〉
を
ひ
ろ
く
社
会
的
に
把
握
し
す
な
わ
ち
〈
言
語
形

成
過
程
〉
の
社
会
的
法
則
性
を
把
握
し
つ
つ
行
い
ま
す
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
論
理
的
に
分
類
し
て
記
録
す
る
言
語
慣
用
例
・
言

語
型
式
は
、
〈
意
味
〉
処
理
設
計
者
が
想
定
す
る
社
会
的
標
準
概
念
の
表
現
で
す
。
な
お
、

概
念
に
は
語
の
概
念
・
句
の
概
念
・
節
の
概
念
・
文
の
概
念
・
文
章
の
概
念
が
あ
り
ま
す
。

人
間
社
会
に
お
け
る
認
識
と
表
現
は
〈
無
自
覚
主
体
的
な
認
識
と
表
現
が
あ
り
、
客
観
的

な
表
現
関
係
の
反
省
が
あ
り
、
そ
し
て
自
覚
主
体
的
な
認
識
と
表
現
が
あ
る
〉
（
無
自
覚
主

体
的
↓
客
観
的
↓
自
覚
主
体
的
）
と
い
う
〈
否
定
の
否
定
〉
に
お
い
て
発
達
し
て
い
き
ま
す
。

〈
人
間
に
よ
る
認
識
の
相
互
理
解
〉
論
に
集
約
さ
れ
る
自
覚
主
体
認
識
学
の
た
め
〈
綜
合

的
な
言
語
・
表
現
・
記
録
・
通
信
・
制
御
の
理
論
〉
＝
〈
綜
合
通
信
論
〉
が
重
要
と
な
っ
て

い
ま
す
。

四

情
念
融
和

世
界
の
物
理
的
進
化
・
生
理
的
進
化
・
認
識
伝
統
の
中
に
お
い
て
日
本
民
族
な
い
し
諸
民

族
の
情
念
を
ど
の
よ
う
に
融
和
さ
せ
て
い
く
か
。

民
族
学
者
の
川
喜
田
二
郎
氏
が
そ
の
た
め
の
認
識
と
表
現
の
方
法
を
創
始
し
ま
し
た
。
川
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喜
田
と
二
郎
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
を
と
り
Ｋ
Ｊ
法
で
す
。
（
Ｋ
Ｊ
法
を
め
ぐ
る
知
的
所
有
権
に
関
し
て

は
必
ず
本
稿p

1
0

の
註
を
お
読
み
く
だ
さ
い
。
）

以
下
、
現
実
論
と
し
て
の
認
識
学
や
表
現
論
な
ど
の
具
体
化
と
し
て
、
Ｋ
Ｊ
法
の
要
点
に

つ
い
て
規
定
し
ま
す
。
た
だ
し
、
本
稿
は
川
喜
田
二
郎
氏
に
事
前
に
見
せ
た
も
の
で
は
な
く
、

責
任
は
す
べ
て
山
田

学
に
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
全
体
観
か
ら
入
り
ま
す
。
地
球
表
面
は
一
体
で
あ
り
そ
の
物
理
的
運
動
・
生
理
的

運
動
・
認
識
運
動
に
は
論
理
的
な
模
様
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
〈
地
球
面
模
様
〉
と
呼
ぶ
こ

と
に
し
ま
す
。
地
域
・
海
域
は
〈
地
球
面
模
様
〉
の
部
分
な
の
で
す
。

こ
の
あ
た
り
の
全
体
観
を
Ｋ
Ｊ
法
の
「
移
動
大
学
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
は
「
雲
と
水
と
」

と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
よ
り
象
徴
表
現
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

山
田

学
は
Ｋ
Ｊ
法
に
学
び
、
〈
日
本
民
族
に
お
い
て
資
本
制
社
会
の
問
題
を
旧
ソ
連
と

は
別
の
根
本
的
な
方
法
に
よ
り
解
決
し
そ
の
流
れ
を
逆
に
ロ
シ
ア
へ
輸
出
す
る
〉
ぐ
ら
い
に

考
え
た
い
で
す
。

Ｋ
Ｊ
法
は
創
造
性
の
発
揮
の
た
め
に
あ
り
、
〈
現
実
論
と
し
て
の
学
問
の
日
本
語
と
日
本

語
な
ど
の
健
康
法
と
し
て
の
芸
術
〉
を
中
心
に
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
創
造
性
を
発
揮
し
て
い
く

か
？

こ
れ
が
問
題
で
す
。

Ｋ
Ｊ
法
は
、
自
分
の
未
知
の
世
界
に
取
材
し
諸
現
象
か
ら
そ
の
奥
に
あ
る
構
造
を
把
握
し

て
い
く
た
め
の
、
事
務
と
思
索
の
技
で
す
。

わ
ざ

た
だ
し
Ｋ
Ｊ
法
は
、
身
の
ま
わ
り
の
手
段
を
し
だ
い
し
だ
い
に
総
合
し
て
い
く
日
本
民
族

的
な
創
造
性
を
、
よ
り
継
続
的
か
つ
大
局
的
に
し
て
い
け
る
よ
う
、
川
喜
田
二
郎
氏
が
編
み

出
し
た
事
務
と
思
索
の
技
で
す
。
山
田
の
学
び
方
が
浅
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ど
う
し
て

も
、
夏
目
漱
石
『
草
枕
』
の
言
う
「
情
に
棹
さ
せ
ば
流
さ
れ
る
」
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
Ｋ

Ｊ
法
の
み
で
な
く
、
現
実
論
と
し
て
の
国
家
本
質
論
か
ら
目
的
分
析
す
る
、
西
欧
民
族
的
な

目
的
分
析
で
は
な
い
、
新
し
い
日
本
民
族
的
な
目
的
分
析
の
創
造
性
が
必
須
で
あ
る
と
、
山

田
は
判
断
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
後
者
の
み
で
は
、
「
智
に
働
け
ば
角
が
立

つ
」
と
な
り
ま
す
。

と
に
か
く
、
Ｋ
Ｊ
法
に
よ
る
民
衆
の
情
念
融
和
の
仲
介
を
通
し
、
民
衆
の
個
性
的
特
殊
的

な
生
活
現
場
（
休
養
と
労
働
の
現
場
）
に
現
実
論
と
し
て
の
健
康
生
活
論
を
適
用
す
る
際
の

諸
条
件
や
創
意
工
夫
を
発
見
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
山
田
は
考
え
ま
す
。

情
念
の
良
縁
を
創
造
で
き
た
な
つ
か
し
く
な
る
集
会
場
所
・
仕
事
場
所
・
生
活
場
所
を
増

や
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
創
造
的
地
縁
に
つ
い
て
川
喜
田
二
郎
氏
は
「
ひ
ろ
ば
の
創
造
」「
参

画
社
会
」
と
表
現
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
か
ら
は
、
創
造
的
地
縁
と
い
う
土
台
と
あ
わ
せ
、
情
報
の
や
り
と
り
を
通
し
て
情
念

の
良
縁
を
創
造
で
き
た
な
つ
か
し
く
な
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
画
面
を
増
や
し
て
い
く
。
そ
う
い

う
創
造
的
通
信
縁
も
大
切
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
う
い
う
理
想
に
照
し
、
恥
し
い
限
り
で
す
が
、
山
田
は
Ｊ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
あ
か
で
み
ぃ
サ
イ

ト
を
さ
さ
や
か
に
試
行
し
て
い
ま
す
。
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＊

Ｋ
Ｊ
法
は
ま
ず
、
自
分
の
未
知
の
世
界
に
取
材
す
る
た
め
、
〈
記
憶
と
注
意
と
発
想
と
私

的
記
録
と
公
的
表
現
〉
を
調
和
さ
せ
ま
す
。

生
活
や
生
産
の
流
れ
の
中
に
お
い
て
見
た
り
聞
い
た
り
想
っ
た
り
話
し
た
り
し
た
新
鮮
な

内
容
を
続
け
て
見
な
が
ら
聞
き
な
が
ら
想
い
な
が
ら
話
し
な
が
ら
あ
と
で
正
し
く
想
い
出
せ

る
よ
う
私
的
記
録
す
る
。
そ
の
場
に
お
い
て
文
字
言
語
の
主
要
部
分
の
み
や
記
号
や
線
な
ど

を
自
然
に
工
夫
し
面
的
に
表
現
す
る
。
川
喜
田
氏
は
こ
れ
を
「
点
メ
モ
」
「
ラ
ク
ガ
キ
」
と

命
名
し
自
覚
的
な
訓
練
こ
そ
を
奨
励
し
ま
し
た
。
上
達
す
る
と
思
わ
ぬ
威
力
を
発
揮
し
ま
す
。

こ
の
上
達
に
は
後
述
す
る
Ｋ
Ｊ
法
図
解
の
訓
練
も
深
く
関
係
し
て
い
ま
す
。
感
覚
器
・
脳
・

口
・
手
・
文
具
を
自
然
に
連
動
さ
せ
る
訓
練
で
す
。
鋭
い
深
い
注
意
と
発
想
と
記
憶
の
必
要

に
関
し
、
そ
れ
を
阻
害
す
る
形
式
的
記
録
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
れ
を
促
進
す
る
内
容
本

位
臨
時
記
録
で
す
。

公
的
表
現
は
あ
と
で
時
間
の
と
れ
た
と
き
に
じ
っ
く
り
行
い
ま
す
。

そ
し
て
Ｋ
Ｊ
法
に
お
い
て
は
、
会
議
法
と
し
て
、「
ワ
イ
ワ
イ
ガ
ヤ
ガ
ヤ
（
個
人
点
メ
モ
）

↓
沈
黙
（
個
人
清
書
）
↓
連
歌
の
会
（
全
体
簡
易
図
解
化
）
」
と
い
う
認
識
と
表
現
（
音
声

・
文
字
・
図
解
）
の
リ
ズ
ム
を
人
体
の
脈
搏
の
鼓
動
（pulse
）
の
よ
う
に
く
り
か
え
す
「
パ

ル
ス
討
論
」
と
い
う
方
法
も
開
発
し
て
い
ま
す
。

＊

自
分
（
た
ち
）
に
興
味
が
あ
る
未
知
の
分
野
に
関
し
、
何
だ
か
気
に
か
か
る
こ
と
を
一
枚

一
項
目
ず
つ
文
字
言
語
な
ど
に
よ
り
記
し
た
Ｋ
Ｊ
元
ラ
ベ
ル
（
紙
き
れ
）
を
数
十
枚
か
ら
数

百
枚
用
意
し
ま
す
。
一
枚
一
項
目
と
は
Ｋ
Ｊ
法
で
「

志

」
と
称
す
る
ひ
と
つ
の
情
念
的

こ
こ
ろ
ざ
し

な
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
文
字
言
語
な
ど
の
奥
に
あ
る
情
念
と
情
念
の
ま
と
ま
り

の
み
を
手
が
か
り
と
し
て
未
知
の
分
野
の
諸
現
象
か
ら
そ
の
奥
に
あ
る
構
造
を
段
階
的
に
把

握
し
て
い
く
。
全
体
構
造
を
把
握
し
た
ら
数
十
枚
か
ら
数
百
枚
の
Ｋ
Ｊ
元
ラ
ベ
ル
の
諸
関
係

を
面
的
に
秩
序
づ
け
て
表
現
す
る
。
こ
れ
が
Ｋ
Ｊ
法
図
解
作
成
過
程
で
す
。
Ｋ
Ｊ
法
図
解
は

記
号
・
絵
・
象
徴
な
ど
を
含
む
総
合
的
な
絵
画
的
文
章
で
す
。
民
族
学
者
の
川
喜
田
二
郎
氏

は
こ
の
表
現
様
式
を
地
理
学
の
地
図
や
仏
教
の
曼
陀
羅
の
記
憶
か
ら
発
達
さ
せ
た
の
で
し
ょ

ま

ん

だ

ら

う
か
。

さ
て
、
Ｋ
Ｊ
法
図
解
の
作
成
は
、
こ
の
未
知
の
分
野
に
お
い
て
諸
現
象
を
現
実
論
と
し
て

分
類
で
き
る
本
質
認
識
や
構
造
認
識
が
自
分
（
た
ち
）
に
は
ま
だ
な
い
、
と
い
う
謙
虚
な
自

覚
か
ら
始
り
ま
す
。
と
に
か
く
部
分
と
部
分
の
情
念
の
ま
と
ま
り
を
発
見
す
る
よ
う
に
部
分

と
部
分
の
意
味
の
ま
と
ま
り
を
し
だ
い
し
だ
い
に
発
見
し
て
い
こ
う
、
と
い
う
元
ラ
ベ
ル
か

ら
組
み
上
げ
る
認
識
姿
勢
に
徹
し
ま
す
。

ま
ず
、
「
ラ
ベ
ル
拡
げ
」
で
す
。
用
意
し
た
元
ラ
ベ
ル
を
た
て
よ
こ
に
形
式
的
に
は
読
み

や
す
い
よ
う
に
整
然
と
並
べ
ま
す
。
た
だ
し
、
内
容
的
に
は
む
し
ろ
ば
ら
ば
ら
に
し
た
ほ
う

が
よ
い
で
す
。
部
分
と
部
分
の
関
係
認
識
を
あ
え
て
徹
底
し
て
渾
沌
化
す
る
た
め
で
す
。

次
に
、
元
ラ
ベ
ル
全
体
を
並
べ
た
順
に
一
枚
一
枚
の
「
志
」
と
称
す
る
情
念
的
な
意
味
を
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確
認
し
な
が
ら
て
い
ね
い
に
読
解
し
ま
す
。
対
象
の
す
べ
て
の
部
分
を
あ
え
て
ば
ら
ば
ら
に

確
認
し
ま
す
か
ら
関
係
認
識
が
渾
沌
と
し
ま
す
。
こ
う
し
て
元
ラ
ベ
ル
全
体
を
三
回
以
上
は

く
り
か
え
し
て
い
ね
い
に
読
解
し
関
係
認
識
が
渾
沌
と
し
た
ま
ま
全
体
観
を
記
憶
し
ま
す
。

す
る
と
渾
沌
と
し
た
関
係
認
識
の
中
に
も
「
こ
の
ラ
ベ
ル
と
あ
の
ラ
ベ
ル
は
全
体
の
中
に

お
い
て
情
念
的
な
意
味
が
よ
り
近
く
て
ま
と
ま
る
な

…

」
と
自
然
予
想
さ
れ
る
こ
と
が
い

く
つ
も
出
て
き
ま
す
か
ら
、
「
ラ
ベ
ル
集
め
」
の
段
階
に
入
り
ま
す
。
「
あ
の
ラ
ベ
ル
」
を
移

動
さ
せ
「
こ
の
ラ
ベ
ル
」
に
半
ば
重
ね
て
置
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
「
ラ
ベ
ル
集
め
」
を
し

な
が
ら
、
並
べ
た
順
に
読
解
す
る
こ
と
を
く
り
か
え
し
ま
す
。
厳
密
な
Ｋ
Ｊ
法
図
解
に
お
い

て
は
「
ラ
ベ
ル
集
め
」
さ
れ
た
一
セ
ッ
ト
は
ラ
ベ
ル
二
、
三
枚
と
し
ま
す
。
い
く
ら
全
体
を

く
り
か
え
し
読
解
し
て
も
「
ラ
ベ
ル
集
め
」
の
自
然
予
想
が
さ
れ
な
い
「
一
匹
狼
」
の
ラ
ベ

ル
が
全
体
の
三
分
の
一
前
後
は
の
こ
り
ま
す
。

次
に
、
「
ラ
ベ
ル
集
め
」
さ
れ
た
二
、
三
枚
の
ラ
ベ
ル
を
ク
リ
ッ
プ
か
輪
ゴ
ム
で
束
ね
ま

す
。
「
一
匹
狼
」
ラ
ベ
ル
に
は
「
一
匹
狼
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
特
定
色
の
点
な
ど
を
ラ
ベ

ル
の
す
み
に
入
れ
ま
す
。
「
情
念
的
な
意
味
が
ま
と
ま
る
な…

」
と
自
然
予
想
さ
れ
た
一
セ

ッ
ト
一
セ
ッ
ト
に
つ
い
て
〈
ま
と
ま
っ
た
意
味
を
文
字
言
語
表
現
し
て
新
し
い
一
枚
の
「
志
」

＝
ひ
と
つ
の
情
念
的
な
意
味
の
あ
る
ラ
ベ
ル
を
つ
く
る
〉
こ
と
が
「
表
札
づ
く
り
」
の
段
階

で
す
。
「
表
札
」
を
つ
く
り
一
セ
ッ
ト
一
セ
ッ
ト
の
上
に
重
ね
て
束
ね
て
い
き
ま
す
。
元
ラ

ベ
ル
と
「
表
札
」
と
い
う
段
階
の
ち
が
い
を
区
別
す
る
た
め
「
表
札
」
は
元
ラ
ベ
ル
と
異
る

色
で
書
き
ま
す
。

「
表
札
づ
く
り
」
に
お
い
て
は
「
情
念
的
な
意
味
が
ま
と
ま
る
な

…
」
と
自
然
予
想
さ

れ
た
内
容
を
新
し
い
「
志
」
＝
ひ
と
つ
の
情
念
的
な
意
味
の
あ
る
文
字
言
語
表
現
と
し
て
公

的
表
現
す
る
よ
う
認
識
と
表
現
の
苦
労
を
し
ま
す
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
は
ま
ず
内
容
の
主

要
部
分
を
「
点
メ
モ
」
（
私
的
記
録
）
し
つ
つ
元
ラ
ベ
ル
の
内
容
を
過
不
足
な
く
「
表
札
」

に
反
映
で
き
る
よ
う
元
ラ
ベ
ル
を
さ
ら
に
正
し
く
読
解
し
「
表
札
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
公
的

表
現
に
盛
り
込
み
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
短
歌
の
長
さ
の
二
、
三
枚
の
ラ
ベ
ル
の
内
容
を
「
表
札
」

と
い
う
一
枚
の
短
歌
の
長
さ
の
ラ
ベ
ル
に
ま
と
め
て
正
し
く
反
映
す
る
認
識
と
表
現
の
訓
練

で
す
。
〈
認
識
を
標
準
概
念
化
し
て
言
語
規
範
を
介
し
言
語
表
現
す
る
過
程
〉
を
深
く
体
験

で
き
ま
す
。
日
本
語
な
ら
日
本
語
的
な
語
↓
句
↓
節
↓
文
↓
文
章
の
創
造
過
程
を
深
く
体
験

で
き
ま
す
。

こ
う
し
て
す
べ
て
の
セ
ッ
ト
に
「
表
札
」
を
つ
け
そ
れ
ら
の
束
と
「
一
匹
狼
」
を
同
格
に

扱
い
次
の
段
階
の
「
元
ラ
ベ
ル
」
と
み
な
し
て
以
上
の
工
程
を
く
り
か
え
し
ま
す
。
ま
と
ま

る
と
自
然
予
想
さ
れ
る
内
容
に
「
表
札
」
を
つ
け
そ
れ
と
の
こ
り
の
「
一
匹
狼
」
を
同
格
に

扱
い
ラ
ベ
ル
束
の
数
を
段
階
的
に
減
し
て
い
き
ま
す
。
ラ
ベ
ル
束
が
数
束
に
な
っ
た
と
こ
ろ

で
「
ラ
ベ
ル
拡
げ
」
↓
「
ラ
ベ
ル
集
め
」
↓
「
表
札
づ
く
り
」
と
い
う
サ
イ
ク
ル
を
終
え
ま

す
。

＊

最
終
の
数
束
間
の
関
係
を
認
識
し
そ
の
関
係
認
識
を
ま
ず
は
数
束
を
面
的
に
配
置
す
る
こ
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と
に
よ
り
表
現
し
ま
す
。
「
空
間
配
置
」
と
称
す
る
抽
象
絵
画
的
表
現
で
す
。
次
に
束
と
束

の
関
係
認
識
を
矢
印
そ
の
他
記
号
を
自
由
に
工
夫
し
て
表
現
し
ま
す
。
こ
れ
を
「
関
係
線
」

と
称
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
関
係
認
識
を
具
体
的
に
文
字
言
語
表
現
し
「
関
係
線
」
に
添
え

ま
す
。
こ
れ
を
「
添
え
こ
と
ば
」
と
称
し
て
い
ま
す
。
（
数
十
枚
か
ら
数
百
枚
の
元
ラ
ベ
ル

の
）
全
体
構
造
を
面
的
配
置
↓
記
号
↓
文
字
言
語
と
情
念
が
自
然
に
表
現
さ
れ
る
順
に
表
現

し
関
係
認
識
を
秩
序
づ
け
ま
す
。
な
お
、
以
上
の
全
体
構
造
表
現
は
あ
と
で
模
造
紙
な
ど
に

大
書
し
ま
す
が
、
ま
ず
は
別
紙
に
メ
モ
し
て
お
き
ま
す
。

模
造
紙
な
ど
に
最
終
の
数
束
を
面
的
に
配
置
し
ま
す
。
輪
ゴ
ム
な
ど
を
は
ず
し
一
段
階
だ

け
中
味
の
束
を
と
り
出
し
そ
の
段
階
の
束
と
束
の
関
係
を
全
体
構
造
を
も
に
ら
み
つ
つ
認
識

し
面
的
に
配
置
し
て
表
現
し
ま
す
。
以
下
、
は
じ
め
の
元
ラ
ベ
ル
の
段
階
に
達
す
る
ま
で
「
空

間
配
置
」
＝
関
係
認
識
の
面
的
配
置
表
現
を
く
り
か
え
し
ま
す
。
（
元
ラ
ベ
ル
数
が
多
い
場

合
は
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
図
解
と
細
部
図
解
に
分
け
ま
す
。
）

Ｋ
Ｊ
法
図
解
が
公
的
表
現
と
し
て
見
や
す
い
よ
う
に
元
ラ
ベ
ル
の
位
置
を
細
か
く
き
め
て

元
ラ
ベ
ル
の
み
を
す
べ
て
模
造
紙
な
ど
に
貼
り
ま
す
。
こ
れ
が
「
ラ
ベ
ル
集
め
」
さ
れ
た
一

セ
ッ
ト
で
あ
る
と
示
す
線
で
そ
の
元
ラ
ベ
ル
群
を
丸
く
囲
み
ま
す
。
こ
れ
を
「
島
ど
り
」
と

称
し
て
い
ま
す
。
こ
の
線
は
「
ラ
ベ
ル
集
め
」
の
段
階
を
区
別
し
線
種
・
太
さ
・
色
な
ど
を

変
化
さ
せ
ま
す
。
情
念
的
な
意
味
の
ま
と
ま
り
を
段
階
的
に
表
現
す
る
記
号
で
す
。「
表
札
」

を
「
島
ど
り
」
線
の
上
方
に
添
え
て
書
き
写
し
ま
す
。
「
表
札
」
の
文
字
も
太
さ
・
大
き
さ

・
色
な
ど
を
段
階
的
に
変
化
さ
せ
ま
す
。
太
さ
・
大
き
さ
・
色
な
ど
が
段
階
を
表
現
す
る
記

号
で
す
。
（
一
段
目
の
「
表
札
」
は
ラ
ベ
ル
の
ま
ま
「
島
ど
り
」
線
の
上
に
貼
る
こ
と
も
多

い
で
す
。
）

先
の
全
体
構
造
表
現
の
「
関
係
線
」
と
い
う
記
号
や
「
添
え
こ
と
ば
」
と
い
う
文
字
言
語

を
模
造
紙
な
ど
に
大
書
し
ま
す
。
必
要
な
ら
ば
よ
り
低
い
段
階
に
つ
い
て
も
「
関
係
線
」「
添

え
こ
と
ば
」
を
入
れ
秩
序
あ
る
構
造
認
識
を
表
現
し
ま
す
。

Ｋ
Ｊ
法
図
解
と
い
う
公
的
表
現
が
一
目
に
お
い
て
情
念
的
に
訴
え
る
よ
う
最
高
段
階
の
数

個
の
「
島
」
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
「
島
」
全
体
の
内
容
を
ご
く
短
い
文
字
言
語
・
絵
・
記

号
な
ど
に
よ
り
象
徴
す
る
表
現
、
そ
れ
を
真
剣
に
考
案
し
そ
れ
ぞ
れ
の
「
島
」
全
体
に
重
ね

て
大
書
し
ま
す
。
こ
の
象
徴
表
現
を
「
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
」
と
称
し
ま
す
。
情
念
の
ま
ま
に

主
要
内
容
を
ご
く
短
く
自
由
表
現
す
る
認
識
と
表
現
の
姿
勢
は
す
で
に
「
点
メ
モ
」
か
ら
あ

る
姿
勢
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

最
後
に
図
解
全
体
の
表
題
を
大
書
し
、
図
解
の
一
隅
に

（
図
解
作
成
の
）
と
き

（
同

(1)

(2)

じ
く
）
と
こ
ろ

（
元
ラ
ベ
ル
デ
ー
タ
の
）
出
所

（
図
解
の
）
作
成
者
な
ど
の
註
記
を

(3)

(4)

入
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
註
記
は
一
般
に
、
情
報
の
信
頼
性
を
示
す
た
め
に
と
て
も
有
益
で
す
。

＊

Ｋ
Ｊ
法
図
解
の
内
容
を
音
声
言
語
表
現
（
口
頭
発
表
）
し
た
り
文
字
言
語
表
現
（
文
章
化
）

し
た
り
し
ま
す
。
訓
練
に
よ
り
「
ラ
ベ
ル
集
め
」「
表
札
づ
く
り
」「
空
間
配
置
」「
関
係
線
」

「
添
え
こ
と
ば
」
「
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
」
と
い
う
認
識
と
表
現
が
情
念
の
ま
ま
に
自
然
に
行
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え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
れ
ば
図
解
内
容
の
音
声
言
語
表
現
や
文
字
言
語
表
現
は
流
れ
る
よ
う

に
自
然
に
行
え
ま
す
。
図
解
内
容
の
言
語
表
現
の
過
程
に
お
い
て
新
し
い
発
想
が
生
れ
る
こ

と
も
多
い
で
す
。

川
喜
田
二
郎
氏
は
情
念
の
良
縁
を
追
求
し
悪
縁
を
回
避
す
る
姿
勢
を
、
認
識
と
表
現
の
細

か
い
技
と
し
て
具
体
化
し
た
の
で
あ
り
、
学
問
・
生
産
・
道
徳
・
政
治
の
現
実
論
と
上
手
に

わ
ざ

組
み
あ
わ
せ
れ
ば
日
本
民
族
な
い
し
諸
民
族
の
情
念
融
和
に
深
く
貢
献
す
る
と
山
田
は
判
断

し
て
い
ま
す
。

以
上
が
Ｊ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
あ
か
で
み
ぃ
と
し
て
の
Ｋ
Ｊ
法
の
要
点
の
規
定
で
す
。
Ｋ
Ｊ
法
に
つ

い
て
正
式
に
は
文
献
７
と
８
や
『
川
喜
田
二
郎
著
作
集
』
を
学
ん
で
く
だ
さ
い
。

余
談
で
す
が
、
山
田
は
Ｋ
Ｊ
法
図
解
の
「
ラ
ベ
ル
集
め
」
の
た
い
へ
ん
粗
い
応
用
と
し
て

本
一
冊
を
一
枚
の
ラ
ベ
ル
と
み
な
し
何
か
を
執
筆
す
る
た
め
に
参
考
著
作
と
し
て
「
ま
と
ま

る
な

…

」
と
自
然
予
想
さ
れ
る
本

～

冊
を
一
セ
ッ
ト
と
し
横
に
積
み
重
ね
て
部
屋
の

10

30

あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
置
い
て
い
ま
す
。
良
い
意
味
の
積
ん
読
で
す
。

つ

ど
く

五

生
体
防
御

人
間
の
生
体
防
御
系
（
免
疫
系
は
そ
の
も
っ
と
も
進
化
し
た
一
部
分
）
は
異
物
・
病
的
細

菌
・
ウ
ィ
ル
ス
・
毒
素
な
ど
の
侵
入
を
排
除
し
、
体
内
の
老
廃
細
胞
・
老
廃
物
や
ガ
ン
細
胞

な
ど
を
処
理
し
て
い
ま
す
。

生
体
防
御
系
に
関
与
し
て
い
る
の
は
毛
・
皮
膚
・
粘
膜
・
涙
・
鼻
汁
・
唾
液
・
皮
脂
・
汗

・
胃
酸
・
腸
内
健
康
細
菌
・
体
液
内
活
性
物
質
・
好
中
球
・
マ
ク
ロ
フ
ァ
ー
ジ
・
リ
ン
パ
球

な
ど
で
す
。

ま
た
、
ホ
ル
モ
ン
や
神
経
系
が
関
与
す
る
本
能
的
な
背
伸
び
・
あ
く
び
・
う
な
り
・
く
し

ゃ
み
・
下
痢
・
食
欲
不
振
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

人
間
は
全
身
の
皮
膚
・
感
覚
器
を
通
し
て
世
界
感
覚
（
視
覚
・
聴
覚
・
触
覚
・
嗅
覚
・
味

覚
）
し
て
い
ま
す
。
全
身
の
体
液
・
皮
膚
を
通
し
て
一
定
の
排
泄
（
排
毒
）
を
し
て
い
ま
す
。

と
く
に
足
の
裏
・
手
の
ひ
ら
・
舌
・
鼻
の
穴
・
耳
全
体
・
眼
・
頭
皮
が
重
要
で
す
。

ま
た
、
血
液
を
中
心
と
す
る
体
液
に
つ
い
て
そ
の
ホ
ル
モ
ン
濃
度
な
ど
を
体
内
感
覚
し
て

い
ま
す
。

以
上
を
踏
え
つ
つ
自
覚
的
な
生
体
防
御
は
〈
自
分
自
身
が
個
性
的
に
必
要
な
栄
養
と
教
養

と
精
神
安
定
〉
を
追
求
し
続
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
究
極
は
〈
記
憶
と
念
を
快
適
に
す

る
〉
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

社
会
的
に
は
〈
生
体
防
御
と
し
て
の
学
問
と
芸
術
や
武
道
〉
と
い
う
概
念
も
成
立
す
る
で

し
ょ
う
か
。
人
間
の
思
考
・
情
念
・
情
感
・
生
体
に
お
い
て
と
く
に
情
念
の
良
縁
を
追
求
し

悪
縁
を
回
避
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
直
接
に
、
健
康
な
酵
素
活
性
と
い
う
生
理
に
関
与
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

な
お
、
山
田

学
が
父
・
山
田
俊
郎
か
ら
継
承
し
た
「
Ｔ
Ｑ
技
術
」
は
人
間
の
血
液
を
中

心
と
す
る
体
液
に
つ
い
て
そ
の
健
康
な
酵
素
活
性
に
関
与
し
て
い
る
と
推
理
し
て
い
ま
す
。
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六

血
液
と
労
働

人
間
に
お
い
て
血
液
の
進
化
と
い
う
客
観
的
生
理
的
な
存
在
の
歴
史
は
、
そ
れ
が
直
接
に
、

労
働
と
休
養
の
伝
統
と
い
う
主
体
的
な
存
在
の
歴
史
で
す
。
客
観
的
生
理
的
な
存
在
の
歴
史

は
、
そ
れ
が
直
接
に
、
主
体
的
な
存
在
の
歴
史
で
す
。

客
観
的
生
理
的
な
血
液
の
運
動
は
、
そ
れ
が
直
接
に
、
主
体
的
な
労
働
と
休
養
の
運
動
で

す
。
客
観
的
生
理
的
な
運
動
は
、
そ
れ
が
直
接
に
、
主
体
的
な
運
動
で
す
。

こ
こ
に
生
理
学
と
認
識
学
を
論
理
的
に
統
一
す
る
流
動
的
実
体
概
念
の
学
問
用
語
と
し
て

〈
血
液
的
労
働
〉
を
提
案
し
ま
す
。

〈
血
液
的
労
働
〉
に
お
い
て
、
客
観
的
生
理
的
な
面
（
血
液
）
と
主
体
的
な
面
（
労
働
と

休
養
）
が
、
直
接
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
ふ
た
つ
の
別
の
面
の
対
応
関
係
で
す
。
対
立
の
統

一
と
い
う
論
理
の
一
種
類
で
す
。

七

貨
幣
と
消
費
権

個
人
に
お
け
る
労
働
と
休
養
の
運
動
は
、
貨
幣
（
現
金
・
預
金
）
と
商
品
の
運
動
を
媒
介

と
し
て
、
発
達
し
て
い
ま
す
。
労
働
は
貨
幣
を
媒
介
と
し
て
発
達
し
て
い
ま
す
。

以
下
に
お
い
て
、
対
象
と
は
、
人
々
の
生
活
な
い
し
自
然
で
す
。

生
産
の
本
質
は
労
働
に
よ
り
対
象
を
調
整
す
る
こ
と
で
す
。

健
康
に
で
あ
れ
病
的
に
で
あ
れ
、
人
々
の
生
活
を
生
産
す
る
（
労
働
に
よ
り
人
々
の
生
活

を
調
整
す
る
）
ま
で
に
は
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
商
品
を
生
産
す
る
社
会
的
連
鎖
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
社
会
的
連
鎖
は
食
物
・
原
料
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
商
品
を
生
産
す
る
（
労
働
に

よ
り
自
然
を
調
整
す
る
）
こ
と
に
帰
着
し
ま
す
。
こ
う
い
う
社
会
的
連
鎖
は
客
観
的
な
微
細

歴
史
的
関
係
で
す
。
こ
れ
を
〈
生
産
累
積
過
程
〉
と
呼
び
ま
す
。

生
産
物
は
労
働
に
よ
り
自
然
を
調
整
し
た
も
の
で
す
。

生
産
物
に
あ
る
〈
価
値
〉
と
は
〈
生
産
累
積
過
程
〉
と
い
う
関
係
の
中
に
あ
る
労
働
の
構

造
で
す
。

生
産
物
を
消
費
す
る
こ
と
は
消
費
者
が
〈
価
値
〉
と
い
う
生
産
者
の
労
働
の
構
造
を
受
け

継
ぐ
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、
人
々
へ
の
〈
健
康
平
和
教
育
と
保
健
〉
を
結
果
す
る
受
け
継
ぎ

も
あ
れ
ば
、
人
々
へ
の
〈
病
的
戦
争
教
育
と
保
健
統
制
〉
を
結
果
す
る
受
け
継
ぎ
も
あ
り
ま

す
。サ

ー
ビ
ス
（
人
々
の
生
活
の
生
産
）
や
生
産
物
は
商
品
と
し
て
販
売
さ
れ
貨
幣
（
現
金
・

預
金
）
と
交
換
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
貨
幣
が
商
品
の
生
産
に
要
し
た
労
働
量
を
正
し
く
反

映
し
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
正
し
く
反
映
し
て
い
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

個
人
に
お
け
る
休
養
は
生
活
手
段
を
媒
介
と
し
た
労
働
力
の
自
己
生
産
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
労
働
力
は
商
品
と
し
て
販
売
さ
れ
貨
幣
（
現
金
・
預
金
）
と
交
換
さ
れ
ま
す
。

貨
幣
が
労
働
力
と
い
う
商
品
の
生
産
に
要
し
た
労
働
量
Ｗ
を
正
し
く
反
映
し
て
い
た
と
し

て
も
、
生
産
に
お
い
て
そ
の
労
働
力
が
可
能
な
労
働
量
は
一
般
に
Ｗ
よ
り
多
く
Ｗ
＋
ｗ
な
の
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で
す
。

市
場
競
争
の
本
質
は
労
働
力
か
ら
剰
余
労
働
量
ｗ
を
搾
取
す
る
競
争
で
す
。
国
民
国
家
の

労
働
法
は
結
果
的
に
そ
れ
を
公
認
し
て
い
ま
す
。

人
々
へ
の
〈
健
康
平
和
教
育
と
保
健
〉
を
結
果
す
る
労
働
構
造
の
社
会
的
な
受
け
継
ぎ
を

発
達
さ
せ
つ
つ
、
〈
健
康
平
和
教
育
と
保
健
〉
に
対
す
る
購
入
費
用
（
消
費
権
）
を
富
裕
階

級
か
ら
貧
困
階
級
へ
寄
付
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
的
な
搾
取
に
寄
付
を
調
和
さ
せ
る
階

級
循
環
、
す
な
わ
ち
〈
寄
付
込
市
場
制
度
〉
を
Ｊ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
あ
か
で
み
ぃ
は
提
案
い
た
し
ま

こ
み

す
。

八

健
康
平
和
生
活

健
康
平
和
生
活
を
主
体
的
に
創
造
す
る
に
は
以
下
の
６
つ
の
認
識
を
健
康
平
和
化
す
る
こ

と
が
大
切
で
す
。

①
姿
勢
動
作
の
認
識

②
呼
吸
の
認
識

③
食
事
と
排
泄
の
認
識

④
（
異
性
関
係
を
土
台
と
す
る
）
人
間
関
係
の
認
識

⑤
精
神
の
反
省

⑥
生
活
環
境
の
認
識

Ｊ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
あ
か
で
み
ぃ
の
祈
り
と
誓
い
は
人
々
（
お
た
が
い
）
の
健
康
平
和
生
活
を
結

果
す
る
社
会
的
な
労
働
交
換
と
情
念
融
和
で
す
。

〔
文
献
〕
本
稿
執
筆
直
前
に
以
下
の
文
献
を
復
習
し
ま
し
た
。

１

時
実
利
彦
『
脳
の
話
』（
岩
波
新
書1962

年
）

２

時
実
利
彦
『
人
間
で
あ
る
こ
と
』（
岩
波
新
書1970

年
）

３

薄
井
坦
子
『
看
護
の
た
め
の
人
間
論
ナ
ー
ス
が
視
る
人
体
』（
講
談
社1987

年
）

４

桜
沢
如
一
『
東
洋
医
学
の
哲
学
』（
日
本
Ｃ
Ｉ
協
会1973

年
）

５

三
浦
つ
と
む
『
言
語
学
と
記
号
学
』（
勁
草
書
房1977

年
）

６

渡
辺
力
蔵
『
日
本
的
創
造
性－

創
造
性
の
マ
ク
ロ
理
論－

』（
近
代
文
芸
社2000

年
）

７

川
喜
田
二
郎
『
創
造
と
伝
統－

人
間
の
深
奥
と
民
主
主
義
の
根
元
を
探
る
』（
祥
伝
社1993

年
）

８

川
喜
田
二
郎
『
Ｋ
Ｊ
法－

渾
沌
を
し
て
語
ら
し
め
る
』（
中
央
公
論
社1986

年
）

９

野
本
亀
久
雄
『
生
体
防
御
力
』（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社2003

年
）

〔
Ｋ
Ｊ
法
を
め
ぐ
る
知
的
所
有
権
に
関
す
る
註
〕
Ｋ
Ｊ
法
は
Ｋ
Ｊ
法
本
部
・
川
喜
田
研
究
所
（
東
京
都
目
黒
区

碑
文
谷6-14-6

）
の
登
録
商
標
で
す
。
こ
れ
の
み
で
な
く
Ｋ
Ｊ
法
本
部
・
川
喜
田
研
究
所
は
Ｋ
Ｊ
法
を
め
ぐ

る
著
作
権
・
商
標
権
を
厳
格
に
管
理
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
／
Ｊ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
あ
か
で
み
ぃ
は
Ｋ
Ｊ
法
に
つ
い

て
論
じ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
解
説
し
た
り
指
導
し
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
稿
も
解
説
や
指
導

の
意
図
は
あ
り
ま
せ
ん
。
／
Ｋ
Ｊ
法
を
学
び
た
い
方
は
必
ず
川
喜
田
二
郎
先
生
の
著
作
に
学
ん
で
く
だ
さ

い
。
研
修
お
よ
び
知
的
所
有
権
に
関
し
て
は
Ｋ
Ｊ
法
本
部
・
川
喜
田
研
究
所
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。
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