
― 139 ―

建
築
家
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン）

1
（

W
ittgenstein als A

rchitekt

須　
　

 

田 　
　
　
　

朗

要

旨

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
ウ
ィ
ー
ン
中
心
部
に
建
て
た
「
ス
ト
ン
ボ
ロ
ウ
邸
」
は
一
切
の
装
飾
を
排
し
た
簡
素
な
建
物
で
あ
る
。
ア
ド
ル
フ
・

ロ
ー
ス
の
建
築
思
想
の
影
響
下
で
な
さ
れ
た
こ
の
建
築
は
、
科
学
的
言
語
か
ら
曖
昧
さ
を
排
し
て
形
而
上
学
を
無
効
に
す
る
『
論
理
哲
学
論
考
』
の

言
語
論
に
呼
応
す
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
の
主
著
執
筆
後
に
陥
っ
た
精
神
の
危
機
を
、
こ
の
建
築
を
通
じ
て
脱
し
て
行
き
、
後
期
の
「
言

語
ゲ
ー
ム
」
の
哲
学
に
向
か
う
。
言
語
の
意
味
は
使
用
に
あ
る
と
す
る
後
期
思
想
の
誕
生
に
、
存
外
、
こ
の
建
築
作
業
が
一
役
を
買
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
。
世
紀
転
換
期
ウ
ィ
ー
ン
の
精
神
状
況
を
背
景
に
前
期
か
ら
後
期
へ
の
移
行
を
考
え
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ス
ト
ン
ボ
ロ
ウ
邸
、『
論
理
哲
学
論
考
』、
写
像
理
論
、
言
語
ゲ
ー
ム
、
ア
ド
ル
フ
・
ロ
ー
ス

―�

ア
イ
ス
バ
ー
ン
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
摩
擦
が
な
い
の
で
、
あ
る
意
味
で
条
件
は
理
想
的
だ
が
、
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
歩
く

こ
と
が
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
歩
き
た
い
の
だ
。
そ
の
た
め
に
は
摩
擦

0

0

が
必
要
だ
。
ざ
ら
ざ
ら
し
た
地
面
に
戻
ろ
う
！ 

（
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
『
哲
学
探
究
』
第
一
〇
七
節
）
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ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
構
築
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
分
解
す
る
哲
学
者
。
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
だ
が
、
そ
の

彼
が
文
字
通
り
設
計
し
建
築
し
た
家
が
ウ
ィ
ー
ン
旧
市
街
に
ひ
っ
そ
り
と
建
っ
て
い
る
。
ス
ト
ン
ボ
ロ
ウ
邸
と
い
わ
れ
る
建
物
で
あ
る
。

一　

ス
ト
ン
ボ
ロ
ウ
邸
と
は
な
に
か

　

そ
れ
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
姉
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
の
た
め
に
設
計
施
工
し
た
家
で
あ
る
。
こ
の
姉
は
ス
ト
ン
ボ
ロ
ウ
氏
に
嫁

し
た
の
で
、
こ
の
建
物
は
今
日
「
ス
ト
ン
ボ
ロ
ウ
邸
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ウ
ィ
ー
ン
の
中
心
部
（
い
わ
ゆ
る
リ
ン
ク
）
近
く
の
ク
ン
ト

マ
ン
通ガ
ッ
セり
に
建
築
当
時
の
ま
ま
で
建
つ
こ
の
家
は
、
現
在
ブ
ル
ガ
リ
ア
大
使
館
付
き
の
文
化
施
設
と
な
っ
て
い
て
、
と
き
ど
き
展
覧
会

な
ど
が
開
か
れ
て
い
る
。
筆
者
は
二
回
の
ウ
ィ
ー
ン
在
住
中
た
び
た
び
こ
の
建
物
に
見
学
に
赴
い
た
。
そ
し
て
一
度
は
、
普
段
公
開
し

て
い
な
い
二
階
ま
で
入
れ
て
も
ら
い
、
廊
下
な
ど
を
カ
メ
ラ
に
収
め
て
き
た
。
こ
の
家
、
ひ
と
目
見
て
と
に
か
く
す
っ
き
り
し
た
き
わ

め
て
シ
ン
プ
ル
な
建
物
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
外
壁
は
白
く
装
飾
は
一
切
な
い
。
縦
長
の
長
方
形
の
窓
が
印
象
的
で
あ
る
。
し
か
し

ど
こ
か
見
た
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
か
、
今
日
日
本
で
よ
く
見
か
け
る
建
物
に
似
て
い
る
の
だ
が
、
ど
こ
か
ち
ょ
っ
と
違
う
。
そ
れ
が

ど
う
違
う
の
か
、
建
築
を
専
門
に
研
究
し
て
い
な
い
身
な
の
で
詳
し
く
は
分
か
ら
な
い
が
、
言
え
る
こ
と
も
あ
る
。
ウ
ィ
ー
ン
は
よ
く

バ
ロ
ッ
ク
都
市
と
呼
ば
れ
る
。
都
心
部
、
と
く
に
リ
ン
ク
と
呼
ば
れ
る
環
状
道
路
の
周
辺
や
内
部
は
ど
こ
を
見
て
も
、
教
会
で
も
宮
殿

で
も
一
般
の
建
物
で
も
、
ひ
ど
く
ご
て
ご
て
飾
り
立
て
て
い
る
。
建
物
に
対
す
る
こ
の
装
飾
癖
は
、
形
を
変
え
て
今
日
ま
で
連
綿
と
つ

づ
い
て
い
る
。
オ
ッ
ト
ー
・
ワ
ー
グ
ナ
ー
作
「
カ
ー
ル
ス
プ
ラ
ッ
ツ
地
下
鉄
駅
」、
ウ
ィ
ー
ン
分
離
派
の
拠
点
と
な
っ
た
「
分ゼ
セ
ッ
シ
ョ
ン

離
派
展
示

館
」、
最
近
で
は
フ
ン
デ
ル
ト
バ
ッ
サ
ー
作
の
市
営
住
宅
な
ど
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
造
ら
れ
た
建
物
に
も
バ
ロ
ッ
ク
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時
代
に
負
け
な
い
華
麗
な
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
造
っ
た
建
物
は
実
に
シ
ン
プ
ル

な
の
で
、
か
え
っ
て
目
立
つ
の
で
あ
る）

2
（

。
こ
の
建
物
が
完
成
し
た
の
は
一
九
二
八
年
の
こ
と
だ
が
、
お
そ
ら
く
当
時
は
そ
の
異
様
さ
斬

新
さ
は
相
当
目
立
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
哲
学
者
で
あ
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
な
ぜ
建
築
と
い
う
ま
っ
た
く
専
門
外
の
仕
事
に

手
を
染
め
た
の
か
、
し
か
も
ど
う
し
て
そ
ん
な
斬
新
な
建
物
を
造
っ
た
の
か
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
と
建
築
を
比
較
し
な

が
ら
、
こ
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
た
い
。

二　
『
論
理
哲
学
論
考
）
3
（

』

　

ま
ず
は
二
〇
世
紀
最
大
の
哲
学
書
の
ひ
と
つ
と
言
わ
れ
る
『
論
理
哲
学
論
考
』
で
あ
る
。
こ
の
本
は
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
体
裁
で
書

か
れ
て
い
る
。
通
常
哲
学
書
と
言
う
と
、「
こ
れ
こ
れ
だ
か
ら
、
こ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
う
な
る

の
だ
。
な
ぜ
な
ら
云
々
」
と
い
っ
た
結
構
七
面
倒
く
さ
い
論
証
や
か
な
り
回
り
く
ど
い
議
論
が
あ
る
も
の
だ
が
、
こ
の
本
に
は
、
い
か

に
も
天
才
が
霊
感
で
書
い
た
よ
う
に
、
一
切
、
論
証
や
く
だ
く
だ
し
た
説
明
が
な
い
。
極
度
に
圧
縮
さ
れ
た
テ
ー
ゼ
の
よ
う
な
も
の
が
、

次
々
と
書
き
連
ね
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
断
片
的
な
数
行
の
言
葉
が
き
わ
め
て
説
得
力
が
あ
り
、
何
度
も
咀
嚼

し
て
い
る
う
ち
に
段
々
味
が
出
て
く
る
。
ほ
か
の
ひ
と
が
一
〇
行
も
か
け
て
述
べ
る
こ
と
が
、
一
、
二
行
で
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

余
分
な
こ
と
は
一
切
書
か
れ
て
い
な
い
の
だ
。
こ
れ
ら
の
文
章
に
は
一
か
ら
七
ま
で
番
号
が
打
た
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
た
だ
並
ん
で
い

る
。
ち
ょ
う
ど
幾
何
学
の
定
理
の
よ
う
な
も
の
が
証
明
ぬ
き
で
並
ん
で
い
る
と
考
え
れ
ば
い
い
。
で
は
そ
の
定
理
は
七
つ
し
か
な
い
か

と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
一
な
ら
一
に
さ
ら
に
小
項
目
の
よ
う
な
形
で
関
連
す
る
文
章
が
一
・
一
の
番
号
で
並
ん
で
い
る
。
さ
ら
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に
ま
た
、
一
・
一
の
文
章
に
関
連
す
る
断
片
が
一
・
一
一
、
一
・
一
二
の
よ
う
に
つ
づ
い
て
い
る 

。
小
数
点
以
下
の
文
章
は
下
の
ケ
タ

に
な
る
ほ
ど
重
要
度
が
下
が
る
。
こ
れ
は
幾
何
学
の
系
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
た
ら
い
い
。
こ
の
文
体
に
す
で
に
彼
の
思
想
が
現
れ
て

い
る
。
だ
ら
だ
ら
と
形
容
詞
や
副
詞
を
並
べ
た
り
接
続
詞
を
多
用
し
た
り
す
る
い
わ
ば
装
飾
過
多
の
文
章
を
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
は
生
涯
嫌
っ
て
い
た
ら
し
く
ほ
と
ん
ど
書
か
な
か
っ
た
。
さ
て
そ
の
内
容
だ
が
、
こ
の
本
の
な
か
に
き
わ
め
て
有
名
な
言
葉
が
あ
る
。

そ
れ
は
第
七
番
の
番
号
が
付
い
た
文
章
、
つ
ま
り
最
後
の
項
目
で
、
こ
れ
に
は
小
数
点
以
下
の
小
項
目
は
付
い
て
い
な
い
。
と
い
う
こ

と
は
こ
の
本
の
い
ち
ば
ん
最
後
で
言
わ
れ
て
い
る
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
沈
黙
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
の
や
り
方
は
、
言
語
批
判
、
つ
ま
り
言
葉
に
か
ん
す
る
批
判
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
言
葉
に
は
大

き
く
分
け
て
二
種
類
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
科
学
と
い
う
か
、
も
っ
と
広
く
学
問
と
い
っ
て
も
い
い
の
だ
が
、
科
学
者
、
学
者
が
使
う
べ

き
言
葉
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
以
外
の
言
葉
。
真
・
善
・
美
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
る
。
真
は
科
学
が
追
求
す
る
も
の
、
善
は

政
治
や
宗
教
を
含
め
た
広
い
意
味
で
の
倫
理
や
道
徳
が
追
求
す
る
も
の
、
美
は
芸
術
が
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
科
学
者
の

使
う
言
葉
は
、
真
つ
ま
り
、
真
理
を
語
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
語
ろ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
一
の
種
類
の
言
葉
だ
。

こ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
「
汝
の
隣
人
を
愛
し
な
さ
い
」
と
い
う
道
徳
の
言
葉
や
、「
神
を
信
じ
な
さ
い
」
と
か
、
さ
ら
に
は
詩
人
や

小
説
家
や
童
話
作
家
た
ち
が
語
る
芸
術
の
言
葉
が
第
二
の
種
類
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
第
二
の
種
類
の
言
葉
を
い
ま
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

の
言
葉
」
と
名
づ
け
て
お
こ
う
。
第
一
の
種
類
の
言
葉
、
科
学
者
の
言
葉
の
ほ
う
は
、
実
際
に
存
在
し
て
い
る
も
の
を
写
す
た
め
の
言

葉
、
難
し
く
言
え
ば
「
写
像
の
言
葉
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
ほ
う
は
、
何
か
を
写
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

さ
て
学
問
の
言
葉
だ
が
、
写
す
と
言
っ
て
も
、
実
際
に
存
在
す
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
コ
ピ
ー
す
る
の
で
は
な
く
、
言
葉
は
一
種
の
記
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号
で
あ
る
か
ら
、
記
号
で
写
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
実
際
に
存
在
す
る
街
を
地
図
で
表
す
。
こ
れ
も
い
わ
ば
写
す
こ
と
で

あ
る
。
あ
る
い
は
、
実
際
に
聞
こ
え
て
い
る
音
楽
を
楽
譜
に
写
し
と
る
。
あ
る
い
は
実
際
の
空
模
様
を
写
す
天
気
図
で
も
い
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
地
図
や
楽
譜
の
な
か
に
は
い
ろ
い
ろ
な
記
号
が
使
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
地
図
の
う
え
の
「
北
」
を
表
す
例
の
矢
印
と
か
、

郵
便
局
を
表
す
ポ
ス
ト
マ
ー
ク
、
半
音
上
げ
た
り
下
げ
た
り
す
る
シ
ャ
ー
プ
や
フ
ラ
ッ
ト
、
天
気
図
の
な
か
の
晴
れ
や
曇
り
や
寒
冷
前

線
な
ど
の
記
号
。
こ
れ
ら
の
記
号
と
同
じ
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
が
、
科
学
で
使
わ
れ
る
言
葉
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
科
学
の

言
葉
は
、
実
際
に
存
在
し
て
い
る
も
の
ご
と
（W

irklichkeit

）
の
様
子
を
そ
れ
ぞ
れ
の
科
学
に
特
有
の
記
号
で
写
し
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
た
と
え
ば
物
理
学
で
使
う
言
葉
は
物
理
現
象
を
写
し
表
し
、
化
学
の
言
葉
（H

2 O

な
ど
の
化
学
記
号
）
は
実
際
に
起
こ
る
化
学
反
応

を
写
し
表
し
、
生
物
学
の
言
葉
は
生
命
活
動
を
表
し
、
経
済
学
の
言
葉
は
経
済
現
象
を
、
心
理
学
の
言
葉
は
人
間
の
心
理
状
態
を
そ
れ

ぞ
れ
写
し
表
し
て
い
る）

4
（

。

　

と
こ
ろ
で
と
き
に
、
写
し
て
い
る
そ
の
言
葉
が
実
際
の
様
子
を
間
違
え
て
写
す
場
合
が
あ
る
。
も
う
一
度
地
図
を
例
に
と
る
と
、
郵

便
局
は
本
当
は
警
察
署
の
左
隣
に
あ
る
の
に
、
地
図
の
う
え
で
は
警
察
署
の
記
号
の
右
隣
に
郵
便
局
の
印
を
書
き
込
ん
で
し
ま
う
、
な

ん
て
こ
と
は
あ
り
う
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
科
学
の
場
合
に
も
間
違
え
て
写
す
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
記
号
の
組
合
せ

方
を
間
違
え
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
う
場
合
、
間
違
え
て
地
図
に
書
き
込
ん
だ
人
を
実
際
に
そ
の
街
の
そ
の
場
所
に
連
れ
て
い
っ
て
、

確
認
さ
せ
て
訂
正
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
写
し
間
違
い
を
訂
正
す
る
こ
と
が
、
原
則
と
し
て
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
科
学

の
場
合
も
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
訂
正
し
て
さ
ら
に
訂
正
し
て
で
き
る
だ
け
正
確
な
地
図
を
作
る
こ
と
。
科
学
の
進
歩
と

は
、
い
わ
ば
そ
う
い
う
も
の
だ
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
昔
の
天
文
学
で
は
地
球
が
止
ま
っ
て
い
て
、
太
陽
が
動
い
て
い
る

と
い
う
よ
う
な
地
図
を
描
い
て
い
た
。
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
正
確
に
宇
宙
の
状
態
を
写
す
よ
う
に
な
っ
て
、
い
ま
で
は
地
球
は
自
転
し
な
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が
ら
太
陽
の
ま
わ
り
を
回
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
実
際
の
様
子
に
近
づ
い
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
い
ま
、
科
学
の
進
歩
は
科
学
の
な

か
で
使
わ
れ
て
い
る
記
号
を
で
き
る
だ
け
正
確
に
し
て
い
く
こ
と
だ
と
言
っ
た
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
が
よ
く

口
に
す
る
言
い
方
、〈
太
陽
が
東
か
ら
昇
り
西
に
沈
む
〉
と
い
う
言
い
方
も
本
当
は
正
確
な
表
現
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
ま

る
で
太
陽
が
地
球
の
ま
わ
り
を
回
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
つ
ね
日
頃
使
っ
て
い
る
言
葉
は
不
正
確
で
あ
る
。
科
学
の
な

か
か
ら
で
き
る
だ
け
こ
う
し
た
不
正
確
な
言
葉
を
排
除
し
て
い
き
、
で
き
る
だ
け
正
確
な
言
葉
で
本
当
の
姿
を
写
す
こ
と
が
真
理
の
追

求
の
た
め
に
は
必
要
だ
と
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
の
時
期
考
え
て
い
た
。
た
と
え
ば
先
程
の
日
の
出
と
日
没
の
言
い
方
は
、

正
確
に
は
「
地
球
は
自
転
す
る
が
、
そ
の
地
球
上
の
一
地
点
に
い
る
観
察
者
に
は
、
太
陽
が
東
か
ら
昇
り
西
に
沈
む
よ
う
に
見
え
る
」

と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
よ
う
に
、
科
学
は
言
葉
を
正
確
に
す
る
方
向
へ
向
か
っ
て
日
々
進
歩
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
ら
の

さ
ま
ざ
ま
な
科
学
の
使
う
言
葉
、
そ
れ
も
正
し
い
言
葉
の
全
体
が
学
問
の
全
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
科
学
と
は
別
に
、
西
洋
に
は
昔
か
ら
、
た
と
え
ば
神
学
と
か
形
而
上
学
と
か
哲
学
と
い
っ
た
学
問
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
学

問
は
原
理
上
目
に
見
え
な
い
も
の
、
感
覚
で
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
何
か
を
語
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
も
そ
れ
で
い
て
、

「
自
分
た
ち
の
使
う
言
葉
は
、
文
学
の
よ
う
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
言
葉
で
は
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
自
分
た
ち
は
立
派
な
学

問
だ
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
自
称
学
問
は
、「
神
」
だ
と
か
「
こ
の
世
で
は
な
い
別
の
世
界
」
だ
と
か
「
世
界
全
体
を
超
越

す
る
主
観
」
だ
と
か
、「
身
体
か
ら
独
立
の
魂
」
だ
と
か
と
い
う
言
葉
を
使
う
。
し
か
し
こ
う
い
う
言
葉
は
い
っ
た
い
何
を
写
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
と
、
実
は
何
も
写
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
に
は
「
意
味
」
が
な
い
と
い
う
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

こ
と
は
、「
意
味
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
と
「
間
違
え
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
同
じ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
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ュ
タ
イ
ン
は
、「
神
」
と
い
う
言
葉
（
記
号
）
が
間
違
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い

0

0

。
神
と
い

う
言
葉
は
、
む
し
ろ
記
号
で
す
ら
な
い
。
記
号
は
何
か
の
記
号
、
何
か
を
写
し
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
何
か
を
指
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
ポ
ス
ト
マ
ー
ク
は
郵
便
局
の
記
号
で
あ
る
。
郵
便
局
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
神
と
い
う
言
葉
、
つ
ま
り
神
と
い
う
記
号
に
は

指
す
も
の
が
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
記
号
の
意
味
が
分
か
ら
な
く
と
も
、
そ
こ
に
行
っ
て
地
図
と
現
場
を
突
き
合
わ
せ
て
み
る
と
、
そ
の
記
号
が
何
を
意
味

し
て
い
る
か
が
普
通
は
わ
か
る
の
だ
が
、
神
と
い
う
記
号
、
こ
の
世
で
は
な
い
あ
の
世
な
ど
と
い
う
記
号
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
は
、

ど
こ
へ
行
っ
て
調
べ
れ
ば
い
い
の
か
さ
え
見
当
が
つ
か
な
い
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
記
号
は
何
か
実
際
に
存
在
し
て
い
る
も
の
を
写
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
言
葉
で
た
と
え
何
が
語
ら
れ
て
い
て
も
、
そ
う
し
た
も
の
は
科
学
の
言
葉
と
は
言
え
な

い
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
神
だ
と
か
、
あ
の
世
だ
と
か
、
霊
魂
だ
と
か
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
つ
ま
り
写
す

と
い
う
意
味
で
は
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
語
っ
て
は
い
け
な
い
、
つ
ま
り

沈
黙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
神
等
々
に
つ
い
て
、
ま
る
で
学
問
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
外
見
を
装
っ
て
語
っ
て
は
な
ら
な

い
。
そ
う
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
ぜ
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
そ
ん
な
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
神
が
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
程
度
の

こ
と
な
ら
、
す
で
に
一
〇
〇
年
も
二
〇
〇
年
も
前
に
啓
蒙
主
義
者
や
無
神
論
者
が
と
う
の
昔
に
や
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
け
っ
し
て
無
神
論
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
無
神
論
者
に
対
し
て
も
反
対
し
た
だ
ろ
う
と

思
う
。
彼
ら
無
神
論
者
た
ち
は
神
な
ん
か
存
在
し
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
神
が
い
な
い
と
い
う
の
が
正
し
い
の
だ
、
真
理
な
の
だ
と
語

っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
無
神
論
者
の
言
葉
は
、
有
神
論
者
と
同
じ
く
神
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
無
神
論
者
は
神
と
い
う
言
葉
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に
何
か
意
味
が
あ
る
と
思
い
、
そ
の
言
葉
が
何
か
を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
は
、
神
と
い
う
言
葉
は
記
号
で
は
な
い
と
考
え
る
。
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、
も
の
を
写
す
た
め
の
記
号
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
む

し
ろ
そ
れ
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
た
と
え
ば
、
守
護
霊
や
背
後
霊
が
本
当
に
い
る
か
ど
う
か
を
科
学
で
以
て

調
べ
て
み
る
、
た
と
え
ば
赤
外
線
カ
メ
ラ
で
確
か
め
て
み
よ
う
と
い
う
よ
う
な
態
度
は
、
そ
も
そ
も
ナ
ン
セ
ン
ス
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
ち
ょ
う
ど
ハ
ム
レ
ッ
ト
な
る
人
物
が
、
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
み
た
が
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
宮
廷
に
は
歴
史
上
実
在
し
な
か
っ
た
、
だ
か
ら

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
は
間
違
っ
て
い
る
と
非
難
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
と
い
う
言
葉
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

そ
の
人
物
が
歴
史
上
い
た
か
い
な
い
か
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
い
る
と
も
い
な
い
と
も
言
え
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ

れ
は
写
像
の
言
語
で
は
な
く
、「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
）
5
（

」
の
言
語
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
「
語
り
え
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
沈
黙
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
で
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
、
結
局

な
ん
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
言
語
の
混
乱
混
同
を
解
決
す
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
西
欧
の
思
想
で
は
科
学
の
な
か
に
科

学
と
は
無
関
係
な
言
葉
が
混
入
さ
れ
て
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
逆
に
本
来
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
あ
る
は
ず
の
も
の
（
た
と
え
ば
宗

教
や
倫
理
）
の
な
か
に
疑
似
科
学
の
言
葉
が
混
入
し
て
い
た
。
こ
れ
を
き
ち
っ
と
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
批
判

（K
ritik

）
と
い
う
言
葉
は
、「
分
け
る
」（κρίνειν 

= krinein
）
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
語
か
ら
き
た
も
の
だ
が
、
こ
う
し
た
言
語
の
錯
綜
状
態

を
き
ち
ん
と
分
け
て
整
理
す
れ
ば
、
大
方
の
哲
学
の
問
題
は
解
決
さ
れ
る
。
い
や
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
も
そ
も
は
じ
め
か
ら

問
題
自
体
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。『
論
理
哲
学
論
考
』
か
ら
一
ヶ
所
だ
け
引
い
て
お
こ
う
。

　

哲
学
的
な
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
書
か
れ
て
き
た
ほ
と
ん
ど
の
命
題
や
問
い
は
、
誤
り
で
は
な
い
。
無ナ

ン
セ
ン
ス

意
味
な
の
だ
。
し
た
が
っ
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て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
種
の
問
い
に
お
よ
そ
答
え
る
す
べ
を
知
ら
ず
、
た
だ
そ
の
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
を
立
証
で
き
る
だ
け

で
あ
る
。
哲
学
者
た
ち
の
か
か
げ
る
問
い
や
命
題
の
ほ
と
ん
ど
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
た
ち
の
言
語
の
論
理
を
理
解
し
て
い
な
い

こ
と
に
基
づ
く）

6
（

。

三　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
実
生
活

　

さ
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
語
り
え
な
い
も
の
」
つ
ま
り
宗
教
、
倫
理
、
芸
術
、
哲
学
上
の
諸
問
題
（
た
と
え
ば
近
世
哲
学
で

盛
ん
に
な
さ
れ
た
認
識
論
）
に
つ
い
て
は
、
何
も
語
る
な
と
い
う
の
だ
が
、
で
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ぜ
ん
ぜ
ん
宗
教
心
を
も
っ

て
い
な
か
っ
た
の
か
、
倫
理
感
が
欠
如
し
た
男
だ
っ
た
の
か
、
芸
術
に
無
関
心
だ
っ
た
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
こ
ろ
の

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
実
生
活
を
見
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
す
ぐ
に
分
か
る
。
教
会
に
こ
そ
熱
心
に
行
か
な
か
っ
た
が
、
た
と
え
ば

第
一
次
世
界
大
戦
で
イ
タ
リ
ア
の
捕
虜
収
容
所
に
い
た
こ
ろ
は
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
『
告
白
』
や
福
音
書
を
熱
心
に
読
ん
で
い
た
。

ま
た
身
を
以
て
宗
教
の
教
え
を
実
践
し
た
と
思
わ
れ
る
節
も
あ
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
や
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
愛
読
者
だ
っ
た
彼
は
、
ト

ル
ス
ト
イ
の
福
音
書
の
解
説
を
読
ん
で
感
動
し
聖
書
に
書
い
て
あ
る
行
為
を
、
周
囲
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
そ
の
ま
ま
実
行
し
て
し
ま

う
。
聖
書
に
は
裕
福
な
人
に
「
財
産
を
捨
て
て
、
わ
た
し
に
従
い
な
さ
い
」（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
十
九
章
二
十
一
）
と
キ
リ
ス
ト
が
言

っ
た
と
あ
る
が
、
こ
の
教
え
を
説
き
ま
た
実
践
し
よ
う
と
し
た
ト
ル
ス
ト
イ
（
一
八
八
五
年
に
私
有
財
産
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
家
族
、
と
く

に
妻
と
対
立
し
た
彼
）
を
み
な
ら
っ
た
ら
し
い
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
父
の
没
後
一
年
経
っ
た
一
九
一
四
年
に
莫
大
な
遺
産
を

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
貧
し
い
縁
者
、
さ
ら
に
は
学
者
や
芸
術
家
に
匿
名
で
寄
付
し
て
し
ま
う
。
そ
の
基
金
は
や
が
て
画
家
の
オ
ス
カ
ー
・
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コ
コ
シ
ュ
カ
、
建
築
家
の
ア
ド
ル
フ
・
ロ
ー
ス
、
詩
人
の
リ
ル
ケ
や
ト
ラ
ー
ク
ル
と
い
っ
た
同
時
代
の
文
化
人
た
ち
の
生
活
を
助
け
る

こ
と
に
な
っ
た）

7
（

。

　

ま
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
倫
理
感
が
人
一
倍
強
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
彼
の
家
庭
は
ユ
ダ
ヤ
系
だ
が
、
そ
の
倫
理
感
は
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
（
つ
ま
り
禁
欲
的
）
だ
っ
た
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
も
き
わ
め
て
禁
欲
的
内
面
的
で
、
自

分
に
厳
し
い
倫
理
を
信
奉
し
て
い
た
。
結
婚
す
ら
し
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
結
婚
し
な
か
っ
た
の
に
は
恐
ら
く
別
の
理
由
が
あ
る
。

実
は
彼
は
つ
ね
に
ホ
モ
セ
ク
シ
ャ
ル
に
対
す
る
欲
求
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
、
実
際
に
同
性
愛
者
だ
っ
た
と
い
う
専
門
家
も
い
る
。
第

一
次
世
界
大
戦
終
戦
後
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
小
学
校
の
先
生
に
な
り
た
く
て
、
現
在
ス
ト
ン
ボ
ロ
ウ
邸
が
建
っ
て
い
る
向
か
い

に
新
し
く
で
き
た
教
員
養
成
所
に
通
う
た
め
に
、
ひ
と
頃
そ
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
。
実
は
こ
の
場
所
か
ら
は
歩
い
て
す
ぐ
ド
ナ
ウ
運

河
に
か
か
る
橋
に
出
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
橋
を
渡
る
と
対
岸
は
プ
ラ
ー
タ
ー
と
い
う
広
大
な
公
園
に
な
っ
て
い
る
。「
第
三
の
男
」
と

い
う
映
画
が
あ
る
。
ア
ン
ト
ン
・
カ
ラ
ス
の
チ
タ
ー
で
音
楽
の
ほ
う
が
有
名
に
な
っ
た
映
画
だ
が
、
あ
の
映
画
で
死
ん
だ
は
ず
の
第
三

の
男
オ
ー
ソ
ン
・
ウ
ェ
ル
ズ
扮
す
る
ハ
リ
ー
・
ラ
イ
ム
と
ジ
ョ
セ
フ
・
コ
ッ
ト
ン
扮
す
る
親
友
ホ
リ
ー
・
マ
ー
チ
ン
ス
が
初
め
て
会
う

の
が
プ
ラ
ー
タ
ー
の
一
角
に
あ
る
遊
園
地
の
大
観
覧
車
で
あ
る
。
こ
の
遊
園
地
は
い
ま
で
も
ウ
ィ
ー
ン
市
民
の
憩
い
の
場
所
で
、
休
日

な
ど
ご
っ
た
返
し
て
い
る
が
、
こ
の
遊
園
地
の
奥
に
広
大
な
、
森
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
公
園
が
広
が
っ
て
い
る
。
昔
は
宮
廷
の
狩
猟

場
だ
っ
た
そ
の
深
い
森
は
、
気
持
ち
の
い
い
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
が
、
夜
は
い
ま
で
も
犯
罪
者
の
隠
れ
家
に
な
っ
た
り
、

浮
浪
者
や
同
性
愛
者
の
溜
り
場
に
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。
あ
る
学
者
に
よ
る
と
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
の
時
期
何
度
と
な

く
こ
こ
に
通
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
そ
う
し
た
同
性
愛
行
為
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
専
門
家
の
間
で
議
論
の
余
地
が
あ
る）

8
（

が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
そ
う
し
た
欲
求
を
つ
ね
に
感
じ
て
い
た
の
は
ど
う
や
ら
事
実
ら
し
い
。
し
か
も
反
面
で
そ
う
し
た
欲
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求
を
も
つ
自
分
を
自
分
で
激
し
く
非
難
す
る
毎
日
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
自
己
嫌
悪
の
た
め
絶
望
し
て
何
度
も
自
殺
し
よ
う
と
決

心
し
た
。
昨
今
で
は
同
性
愛
は
男
性
に
し
ろ
女
性
に
し
ろ
、
市
民
権
を
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
な
ど
と
い
う
概
念
に

は
無
縁
の
一
〇
〇
年
も
昔
の
時
代
で
あ
る
し
、
人
一
倍
倫
理
感
の
強
い
彼
の
こ
と
だ
か
ら
、
こ
の
自
己
嫌
悪
は
相
当
の
も
の
だ
っ
た
ろ

う
と
思
う
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
何
度
も
周
囲
に
自
殺
を
ほ
の
め
か
し
て
い
た
し
、
彼
が
第
一
次
世
界
大
戦
に
積
極
的
に
従

軍
し
た
の
は
、
自
分
の
死
に
場
所
を
求
め
た
た
め
だ
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
倫
理
や
宗
教
に
つ
い
て
は
、
ど
う
で
も
い
い
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼

に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
重
要
だ
か
ら
こ
そ
理
論
と
し
て
語
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
黙
っ
て
実
践
す
る
。

倫
理
や
宗
教
は
自
分
の
体
で
実
際
に
実
践
し
な
く
て
は
何
も
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
「
沈
黙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉

の
背
後
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る）

9
（

。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
こ
の
倫
理
観
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
単
独
者
」
と
か
、「
実
存
」
と
い

っ
た
考
え
方
に
き
わ
め
て
近
い
と
思
う
。
実
は
こ
の
こ
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
界
で
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
・
リ
バ
イ
バ
ル
（
埋
も
れ
て
い
た

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
を
再
評
価
し
よ
う
と
い
う
動
き
）
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
思
想
界
の
雰
囲
気
も
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
こ
う
し

た
「
黙
っ
て
実
行
」
型
の
考
え
方
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
実
存
主
義
は
案
外
近
い
か
も
知
れ
な
い）
10
（

。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
の
時
期
、
倒
錯
的
な
性
に
悩
み
な
が
ら
、
き
わ
め
て
質
素
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
。

そ
し
て
経
済
的
に
は
ほ
ぼ
無
一
文
に
な
っ
た
彼
は
、
学
問
の
ほ
う
で
は
も
は
や
哲
学
の
研
究
も
や
め
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。『
論

理
哲
学
論
考
』
で
哲
学
の
す
べ
て
の
問
題
を
整
理
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
哲
学
の
問
題
は
す
べ
て
言
葉
の
混
乱
か
ら
生

じ
た
不
必
要
な
問
題
だ
っ
た
と
い
う
結
論
に
達
し
た
の
だ
か
ら
、
哲
学
で
は
語
る
べ
き
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
哲
学
で
は
口

を
つ
ぐ
ん
で
、
も
っ
ぱ
ら
実
践
に
移
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
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四　

哲
学
の
自
殺

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
も
は
や
哲
学
を
語
ら
な
く
な
っ
た
の
に
は
、
次
の
よ
う
な
論
理
的
必
然
性
が
あ
る
。
論
理
的
必
然
性
な

ど
と
言
う
と
何
か
難
し
く
聞
こ
え
る
が
、
要
す
る
に
彼
の
哲
学
自
身
か
ら
当
然
出
て
く
る
結
果
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

語
り
う
る
唯
一
の
言
葉
が
科
学
の
言
葉
、
写
す
言
葉
だ
と
す
る
と
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
が
『
論
理
哲
学
論
考
』
で
語
っ

た
言
葉
、
彼
自
身
が
あ
の
本
で
書
い
て
い
る
言
葉
も
、
実
は
意
味
の
な
い
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
も
あ
の
本
で
何
か
を
写
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
私
が
眼
に
し
て
い
る
あ
る
色
を
「
赤
」
と
か
、

「
青
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
わ
す
こ
と
、
つ
ま
り
色
の
言
葉
に
写
す
こ
と
は
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
色
と
こ
の
「
赤
」
と
い
う
言

葉
の
間
の
関
係

0

0

は）
11
（

色
の
言
葉
つ
ま
り
「
赤
」
と
か
「
青
」
と
か
い
う
言
葉
に
写
し
て
表
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
そ
う
で
あ
る
。

赤
い
ス
カ
ー
ト
と
か
、
青
い
空
と
か
、
黄
色
い
ハ
ン
カ
チ
と
か
言
う
こ
と
は
で
き
て
も
、
赤
い
関
係
と
か
、
青
い
関
係
と
か
、「
関
係
が

黄
色
い
」
と
か
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
関
係
に
は
色
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
私
が
眼
で
見
て
い
る
色
と
「
赤
」
と
い
う
言
葉

の
間
の
関
係

0

0

は
、
そ
の
当
の
色
の
言
葉
（「
赤
」、「
青
」
等
）
で
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
沈

黙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
事
情
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
『
論
理
哲
学
論
考
』
を
書
い
た
そ
の
当
の
言
葉
に
も

当
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
実
際
に
存
在
す
る
も
の
と
そ
れ
を
写
す
科
学
の
言
葉
の
間
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
関
係

0

0

（
写
し
・
写
さ
れ
る
関
係
）

そ
れ
自
身
も
、
科
学
の
言
葉
で
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
ひ
と
つ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
（『
論
理
哲
学
論
考
』
四
・
一
二
を
参
照
）
12
（

）。

さ
て
そ
う
す
る
と
、
ど
う
な
る
の
か
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、『
論
理
哲
学
論
考
』
で
こ
の
関
係
の
こ
と
を
盛
ん
に
語
っ
て
い
た
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の
で
は
な
い
か
。
彼
の
そ
の
言
葉
は
何
か
を
写
す
言
葉
で
は
な
い
。
そ
の
言
葉
は
、
科
学
の
言
葉
と
は
少
し
レ
ベ
ル
の
違
う
言
葉
、
科

学
の
言
葉
に
関
す
る
哲
学
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
う
し
た
言
葉
を
使
っ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
は
、
も
う
何
も
哲
学
で
は
語
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
「
語
り
え
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
沈
黙
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
い
う
結
論
を
も
つ
『
論
理
哲
学
論
考
』
と
い
う
本
は
、
自
分
で
自
分
の
首
を
絞
め
て
い
る
よ
う
な
著
作
な
の
で
あ
る
。
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
哲
学
の
う
え
で
も
自
殺
行
為
を
は
か
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
な
に
し
ろ
彼
は
こ
う
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。　

哲
学
の
正
し
い
方
法
と
は
本
来
、
次
の
ご
と
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
語
ら
れ
う
る
も
の
以
外
な
に
も
語
ら
ぬ
こ
と
。
ゆ
え
に
、
自

然
科
学
の
命
題
以
外
な
に
も
語
ら
ぬ
こ
と
。
ゆ
え
に
、
哲
学
と
は
な
ん
の
か
か
わ
り
も
も
た
ぬ
も
の
し
か
語
ら
ぬ
こ
と
。

―
中

略

―
こ
れ
こ
そ
が

0

0

0

0

0

唯
一
厳
密
に
正
し
い
方
法
で
あ
る
だ
ろ
う）
13
（

。

五　

建　

築　

へ

　

さ
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
哲
学
で
は
語
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
の
で
、
も
っ
ぱ
ら
実
践
に
専
念
し
よ
う
と
し
た
。
で
は
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
何
を
実
践
し
た
の
か
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
王
朝
が
崩
壊
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
共
和
制
が
で
き
る
と
、
学
校
教
育

を
民
主
的
な
も
の
に
改
革
し
よ
う
と
い
う
運
動
が
高
ま
っ
て
く
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
の
教
育
改
革
運
動
に
参
加
す
べ
く
、

教
員
養
成
学
校
に
通
い
小
学
校
の
先
生
の
免
許
を
と
っ
て
、
早
速
一
九
二
〇
年
か
ら
田
舎
の
小
学
校
で
教
師
に
な
る
。
教
員
生
活
は
六
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年
間
も
つ
づ
く
。
先
生
と
し
て
は
生
徒
に
比
較
的
人
気
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
間
『
小
学
生
の
た
め
の
国
語
単
語
辞
典
』（
子
供

た
ち
の
話
し
言
葉
や
方
言
で
も
引
け
る
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
辞
典
）
14
（

）
を
作
っ
て
出
版
し
た
り
す
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
生
前
出
版
し

た
の
は
こ
の
辞
典
と
『
論
理
哲
学
論
考
』
だ
け
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
そ
れ
で
、
今
世
紀
最
大
の
哲
学
者
と
言
わ
れ
る
の
だ
か
ら
不

思
議
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
あ
ま
り
に
生
徒
の
自
主
性
を
尊
重
し
た
革
新
的
な
教
育
方
針
を
と
っ
た
の
で
、
旧
弊
な
教
育
を
望
む
農
民
の

父
母
（
保
護
者
）
に
は
理
解
さ
れ
ず
、
結
局
は
生
徒
に
体
罰
を
与
え
た
と
い
う
口
実
で
彼
は
裁
判
所
に
訴
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
裁
判
結
果

は
無
罪
に
な
る
が
、
そ
の
間
に
精
神
鑑
定
ま
で
さ
せ
ら
れ

―
な
に
し
ろ
変
人
と
い
う
印
象
を
周
囲
に
与
え
て
い
た
か
ら

―
い
ろ
い

ろ
な
ご
た
ご
た
が
つ
づ
い
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
つ
い
に
田
舎
教
師
に
嫌
気
が
さ
し
て
、
自
分
か
ら
一
九
二
六
年
に
退
職
す

る
。
失
意
の
う
ち
に
ウ
ィ
ー
ン
に
戻
っ
て
き
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
俗
世
間
に
嫌
気
が
さ
し
た
の
か
、
修
道
士
に
な
ろ
う
と
、

や
が
て
ウ
ィ
ー
ン
近
郊
ヒ
ュ
ッ
テ
ル
ド
ル
フ
の
修
道
院
で
修
道
士
見
習
い
兼
庭
師
の
仕
事
を
し
て
暮
ら
し
て
い
た
。
し
か
し
ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
精
神
状
態
は
こ
の
間
も
、
失
意
と
同
性
愛
へ
の
欲
求
と
そ
う
し
た
自
分
の
欲
求
に
対
す
る
自
己
嫌
悪
と
で
依
然
と
し

て
か
な
り
不
安
定
で
あ
っ
た
。
弟
の
神
経
症
を
見
る
に
見
兼
ね
た
姉
の
ス
ト
ン
ボ
ロ
ウ
夫
人
は
、
弟
を
な
ん
と
か
救
っ
て
あ
げ
た
い
と

い
ろ
い
ろ
画
策
す
る
。
心
理
学
を
勉
強
し
フ
ロ
イ
ト
と
も
親
交
が
あ
っ
た
こ
の
姉
は
結
局
、
弟
を
何
か
に
集
中
さ
せ
る
べ
き
だ
と
思
い
、

そ
こ
で
一
九
二
六
年
に
自
分
の
新
し
い
家
の
設
計
を
建
築
家
パ
ウ
ル
・
エ
ン
ゲ
ル
マ
ン
と
と
も
に
作
っ
て
ほ
し
い
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
に
依
頼
す
る
。
こ
の
エ
ン
ゲ
ル
マ
ン
は
、
前
述
の
ア
ド
ル
フ
・
ロ
ー
ス
の
弟
子
で
あ
る
。
ロ
ー
ス
は
ウ
ィ
ー
ン
分
離
派
の
第
二

世
代
に
属
す
る
建
築
家
で
、
ク
リ
ム
ト
や
オ
ッ
ト
ー
・
ワ
ー
グ
ナ
ー
に
反
対
し
た
ひ
と
で
あ
る
。
そ
の
著
書
『
装
飾
と
犯
罪
』
の
な
か

で
「
あ
ら
ゆ
る
装
飾
は
犯
罪
だ
」
と
い
う
考
え
方
を
述
べ
、
そ
れ
を
建
築
や
家
具
そ
の
他
の
デ
ザ
イ
ン
で
実
践
し
た
人
で
も
あ
る
。
ウ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ロ
ー
ス
と
面
識
が
あ
っ
た）
15
（

。
こ
の
ロ
ー
ス
の
紹
介
で
一
九
一
六
年
以
来
エ
ン
ゲ
ル
マ
ン
と
知
り
合
い
に
な
り
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友
人
に
も
な
る）
16
（

。
ス
ト
ン
ボ
ロ
ウ
邸
の
建
築
は
、
最
初
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
エ
ン
ゲ
ル
マ
ン
を
手
伝
う
程
度
だ
っ
た
が
、
元

来
物
を
作
る
の
が
好
き
な
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
の
建
築
に
段
々
と
の
め
り
こ
ん
で
い
き
、
最
後
は
彼
ひ
と
り
で
仕
上
げ
る
ほ

ど
に
な
っ
た
。
彼
は
す
で
に
学
生
時
代
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
ひ
と
り
で
小
屋
を
作
っ
て
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
ウ
ィ

ー
ン
市
役
所
の
住
民
票
の
職
業
欄
に
は
自
分
の
職
業
を
建
築
家
と
し
て
登
録
し
て
い
た
時
期
（
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
三
八
年
ま
で
）
が
あ

る
く
ら
い
で
、
よ
ほ
ど
建
築
が
好
き
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
ス
ト
ン
ボ
ロ
ウ
邸
建
築
に
際
し
て
は
、
細
部
に
ま
で
病
的
な
ほ
ど
こ
だ
わ

り
、
毎
日
現
場
に
通
っ
て
細
か
い
指
示
を
出
し
て
い
た
。
ミ
リ
単
位
の
精
密
度
を
要
求
し
た
た
め
に
、
工
事
が
か
な
り
難
航
し
た
。
も

う
工
事
が
か
な
り
進
ん
で
完
成
間
近
に
な
っ
た
と
き
、
サ
ロ
ン
の
天
井
の
高
さ
を
約
三
セ
ン
チ
高
く
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
譲
ら
な
か

っ
た
な
ど
と
い
う
逸
話
も
残
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
精
密
機
械
の
よ
う
な
家
が
二
年
と
い
う
歳
月
と
か
な
り
の
費
用
を
つ
い
や
し
て
、

よ
う
や
く
一
九
二
八
年
に
完
成
す
る
。

六　

ロ
ー
ス
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

　

筆
者
は
ウ
ィ
ー
ン
の
中
心
街
、
王
宮
の
バ
ロ
ッ
ク
ふ
う
の
建
物
の
真
ん
前
（
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
広
場
）
に
堂
々
と
そ
び
え
た
つ
ロ
ー
ス
ハ
ウ

ス
（
ロ
ー
ス
制
作
）
の
前
を
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
通
っ
て
い
た
し
ロ
ー
ス
が
室
内
を
設
計
し
た
カ
フ
ェ
・
ム
ゼ
ウ
ム
に
も
何
度
と
な
く
通
っ
た

こ
と
が
あ
る
の
で
、
ロ
ー
ス
の
建
物
は
よ
く
見
慣
れ
て
い
る
が
、
ス
ト
ン
ボ
ロ
ウ
邸
は
た
し
か
に
ロ
ー
ス
と
同
じ
コ
ン
セ
プ
ト
（
す
な

わ
ち
装
飾
の
排
除
）
で
造
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
ロ
ー
ス
ハ
ウ
ス
よ
り
も
も
っ
と
シ
ン
プ
ル
で
そ
っ
け
な
い
。
そ
う
い
う
印
象
を
も
っ
た
。

と
に
か
く
、
と
こ
と
ん
ロ
ー
ス
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
こ
う
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
こ
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れ
は
門
外
漢
な
の
で
よ
く
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
た
と
え
ば
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
、
ジ
ャ
ニ
ッ
ク
の
共
著
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
ウ

ィ
ー
ン
』
の
な
か
に
興
味
深
い
記
述
が
あ
り
、
多
少
得
心
し
た
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
と
ロ
ー
ス
の
建
築
と
、
そ
れ
と
も

う
ひ
と
り
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
音
楽
に
は
共
通
点
が
あ
っ
て
、
ウ
ィ
ー
ン
で
当
時
活
躍
し
た
こ
の
三
人
は
、
い
ず
れ
も
カ
ー
ル
・
ク
ラ

ウ
ス
と
い
う
ウ
ィ
ー
ン
の
文
学
者
・
文
芸
批
評
家
の
精
神
を
受
け
継
い
だ
い
わ
ば
ク
ラ
ウ
ス
主
義
者
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
い
ず
れ
も
虚

飾
を
排
し
て
対
象
が
も
っ
て
い
る
論
理
に
忠
実
に
従
お
う
と
す
る
点
で
ク
ラ
ウ
ス
の
批
判
精
神
を
受
け
継
い
で
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

ロ
ー
ス
は
家
具
や
建
物
の
装
飾
過
多
を
排
除
し
て
、
そ
れ
ら
が
も
つ
機
能
性
を
追
求
し
た
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
音
楽
が
聴
衆
の
心
理

に
与
え
る
劇
的
効
果
を
排
し
て
音
の
論
理
だ
け
を
追
求
し
て
い
っ
て
、
十
二
音
階
技
法
音
楽
を
確
立
し
た
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

は
倫
理
や
宗
教
と
科
学
と
を
は
っ
き
り
分
け
て
、
科
学
の
言
語
を
ス
リ
ム
か
つ
シ
ン
プ
ル
に
し
た
。
同
じ
精
神
が
三
人
を
貫
い
て
い
た

と
い
う
の
で
あ
る
。

　

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
は
触
れ
な
い
が
、
ロ
ー
ス
の
建
築
に
対
す
る
考
え
方
と
こ
の
時
期
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
の
類
似

性
を
示
す
た
め
に
、
少
し
引
用
を
し
て
み
る
。
以
下
は
、
エ
ゴ
ン
・
フ
リ
ー
デ
ル
と
い
う
世
紀
末
ウ
ィ
ー
ン
の
俳
優
・
詩
人
・
歴
史
家

と
い
う
知
的
マ
ル
チ
タ
レ
ン
ト
が
当
時
の
ウ
ィ
ー
ン
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
家
庭
を
描
い
た
も
の
だ
。

　

彼
ら
の
家
庭
は
居
間
で
は
な
く
、
質
屋
や
骨
董
屋
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
も
の
は
、
全
く
無
意
味
な
装
飾
品
へ
の
熱
狂

で
あ
っ
た
。
…
…
絹
、
繻
子
、
ぴ
か
ぴ
か
光
る
毛
皮
、
金
箔
を
か
ぶ
せ
た
額
緑
、
漆
喰
細
工
、
金
縁
、
べ
っ
こ
う
、
象
牙
、
そ
れ

に
青
貝
へ
の
熱
狂
ぶ
り
で
あ
る
。
ま
た
幾
筋
も
ひ
び
の
入
っ
た
ロ
コ
コ
式
の
鏡
、
ヴ
ェ
ニ
ス
風
の
多
色
ガ
ラ
ス
、
太
鼓
腹
の
古
ド

イ
ツ
風
の
壺
、
床
い
っ
ぱ
い
に
敷
い
た
、
恐
ろ
し
い
口
を
し
た
毛
皮
の
敷
物
、
そ
し
て
ホ
ー
ル
に
置
か
れ
た
等
身
大
の
木
製
の
黒
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人
像
と
い
っ
た
、
全
く
無
意
味
な
装
飾
品
へ
の
熱
狂
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
混
合
さ
れ
て
、
全
く
わ
け
が
分
か
ら

な
か
っ
た
。
婦
人
の
私
室
に
は
ブ
ー
ル
細
工
が
一
組
、
客
間
に
は
フ
ラ
ン
ス
帝
国
風
の
家
具
が
一
揃
い
、
隣
は
ル
ネ
サ
ン
ス
風
の

食
堂
、
そ
の
隣
は
ゴ
チ
ッ
ク
風
の
寝
室
と
い
っ
た
具
合
。
…
…
リ
ボ
ン
や
縒
糸
や
唐
草
摸
様
が
た
く
さ
ん
デ
ザ
イ
ン
し
て
あ
れ
ば

あ
る
ほ
ど
、
色
が
け
ば
け
ば
し
く
毒
々
し
い
ほ
ど
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
脈
絡
の
中
で
明
ら
か
に
欠
け
て
い
た
も
の

は
、
実
用
と
か
目
的
と
か
い
っ
た
観
念
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
純
粋
に
見
せ
る
た
め
だ
け
だ
っ
た
の
だ
。
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ

る
が
、
家
の
中
で
最
も
具
合
が
よ
く
快
適
で
風
通
し
の
よ
い
部
屋

―
〈
最
良
の
部
屋
〉
―
は
、
い
や
し
く
も
生
活
す
る
た
め

の
も
の
で
は
な
く
、
友
人
に
見
せ
る
た
め
に
そ
こ
に
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い）
17
（

。

　

こ
う
し
た
実
用
品
と
芸
術
作
品
の
混
同
、
美
と
実
用
の
混
同
を
排
除
す
る
こ
と
が
ロ
ー
ス
の
仕
事
の
意
味
だ
っ
た
と
言
え
る
。
今
度

は
ロ
ー
ス
の
言
葉
を
見
て
み
る
。

　

建
物
は
す
べ
て
の
人
達
に
気
に
入
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
誰
に
も
気
に
入
ら
れ
る
必
要
の
な
い
芸
術
作
品

と
相
違
す
る
点
で
あ
る
。
芸
術
作
品
と
は
芸
術
家
の
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
建
物
は
違
う
。
芸
術
作
品
は
、
そ
れ
に

対
す
る
必
要
性
が
何
ら
な
く
と
も
、
つ
く
ら
れ
、
世
に
送
り
出
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
建
物
は
必
要
性
を
満
た
す
も
の
だ
。
芸
術
作

品
は
誰
に
も
責
任
を
負
う
必
要
は
な
い
が
、
建
物
は
一
人
一
人
に
責
任
を
負
う
。
ま
た
芸
術
作
品
は
、
人
を
快
適
な
状
態
か
ら
引

き
離
そ
う
と
す
る
が
、
建
物
は
快
適
性
を
つ
く
り
出
す
の
が
務
め
で
あ
る
。
芸
術
作
品
は
革
新
的
で
あ
る
が
、
建
物
は
保
守
的
で

あ
る
…
…
。
か
く
し
て
、
建
築
と
芸
術
と
は
な
ん
ら
関
係
が
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
そ
し
て
建
築
を
芸
術
の
一
ジ
ャ
ン
ル
に

0
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加
え
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
？　

事
実
、
そ
の
通
り
な
の
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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18
（

　

さ
ら
に
、
ロ
ー
ス
か
ら
も
う
一
つ
引
用
し
て
お
こ
う
。

　

用
途
が
文
化
の
形
式
で
あ
り
、
物
を
作
る
形
式
で
あ
る
と
わ
た
く
し
は
言
い
た
い
。
…
…
テ
ー
ブ
ル
・
メ
ー
カ
ー
が
か
く
か
く

の
よ
う
に
椅
子
を
作
っ
た
が
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
は
か
く
か
く
の
よ
う
に
腰
を
か
け
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
テ
ー
ブ

ル
・
メ
ー
カ
ー
が
現
に
そ
の
よ
う
に
椅
子
を
作
る
の
は
、
そ
の
よ
う
に
腰
を
か
け
た
い
人
が
い
る
か
ら
で
あ
る）
19
（

。

　

家
具
や
建
築
の
目
的
や
機
能
を
は
っ
き
り
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
美
術
品
な
の
か
実
用
品
な
の
か
ど
ち
ら
と
も
つ
か
な
い
曖
昧

で
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
も
の
を
、
生
活
の
実
用
の
場
か
ら
切
り
離
す
こ
と
。
こ
れ
が
ロ
ー
ス
の
主
張
す
る
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
精

神
）
20
（

は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
語
批
判
と
軌
を
一
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
を
区
別

し
て
、
学
問
か
ら
宗
教
や
倫
理
や
美
の
言
語
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
論
理
哲
学
論
考
』

を
読
ん
で
い
て
、
な
か
な
か
理
解
で
き
な
か
っ
た
が
、
ウ
ィ
ー
ン
の
文
化
状
況
や
ロ
ー
ス
の
こ
う
し
た
考
え
方
に
出
会
っ
て
、
筆
者
は

少
し
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
分
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
そ
し
て
ロ
ー
ス
と
の
こ
う
し
た
共
通
点
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
自
身
の
後
期

0

0

の
哲
学
を
解
釈
す
る
う
え
で
も
、
大
変
重
要
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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七　

言
語
ゲ
ー
ム

　

と
こ
ろ
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
は
、
前
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
変
化
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
前
期
と
後
期
の
境
目
は
、

い
つ
ご
ろ
な
の
か
。
そ
れ
は
彼
が
哲
学
を
捨
て
て
小
学
校
の
先
生
を
し
た
り
、
ス
ト
ン
ボ
ロ
ウ
邸
を
建
築
し
た
り
し
て
い
る
こ
ろ
で
あ

る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
一
九
二
八
年
に
こ
の
建
築
を
終
え
て
見
事
に
精
神
の
危
機
を
脱
し
て
、
翌
年
一
九
二
九
年
に
再
び

哲
学
に
戻
っ
て
い
く
（
だ
か
ら
お
姉
さ
ん
の
治
療
は
効
を
奏
し
た
わ
け
だ
）。
そ
れ
は
と
に
か
く
、
彼
が
そ
れ
以
後
言
い
だ
し
た
こ
と
は
主
著

『
論
理
哲
学
論
考
』
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
は
周
囲
の
人
た
ち
を
び
っ
く
り
さ
せ
た
。
当
時
ウ
ィ
ー
ン
に

は
Ｍ
・
シ
ュ
リ
ッ
ク
の
も
と
に
集
ま
っ
た
科
学
哲
学
者
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
ウ
ィ
ー
ン
学
団
」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
を

作
っ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
人
た
ち
が
一
生
懸
命
考
え
て
も
う
ま
く
編
み
出
せ
な
か
っ
た
論
理
学
と
科
学
哲
学
の
完
璧
な
理
論
を
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
提
出
し
た
の
で
、
彼
は
こ
の
グ
ル
ー
プ
や
さ
ら
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
同
じ
よ
う
な
考
え
の
人
び
と
の
い
わ
ば
知
的

英
雄
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
ヒ
ー
ロ
ー
が
卓
越
し
た
主
著
で
述
べ
た
こ
と
に
ま
っ
た
く
反
す
る

―
と
、
こ
の
人
た
ち
は
考
え
た

―
そ
ん
な
哲
学
を
語
り
は
じ
め
た
か
ら
、
彼
ら
は
び
っ
く
り
し
た
わ
け
で
あ
る
。
周
囲
の
人
び
と
に
は
、
変
節
や
転
向
、
あ
る
い
は

裏
切
り
と
さ
え
見
え
た
そ
の
考
え
方
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
、
な
ぜ
そ
ん
な
反
対
の
こ
と
を
言
い
だ
し
た
の
か
。
実
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
は
、
自
分
の
こ
の
主
著
『
論
理
哲
学
論
考
』
に
つ
い
て
あ
る
編
集
者
に
手
紙
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
本
の
ね
ら
い
は
、
倫
理
的
な
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
…
…
わ
た
し
の
仕
事
は
ふ
た
つ
の
部
分
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の



― 158 ―

本
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
と
書
か
れ
な
か
っ
た

0

0

0

0

す
べ
て
と
か
ら
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
第
二
の
部
分
が
重
要

な
部
分
な
の
で
す）
21
（

。

　
「
書
か
れ
な
か
っ
た
す
べ
て
」
と
い
う
の
は
先
述
の
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
言
葉
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
倫
理
の
言
葉
、
宗
教

の
言
葉
、
芸
術
の
言
葉
そ
し
て
さ
ら
に
、
も
っ
と
普
通
の
言
葉
、
つ
ま
り
日
常
生
活
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
、
科
学
か
ら
見
る
と
か
な

り
曖
昧
で
不
正
確
な
言
葉
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
こ
の
本
に
お
い
て
重
要
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
も
っ
ぱ
ら
科
学
者
に
有
利
な
よ
う
に
と
い
う
意
図
で
こ
の
本
を
書
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ

ろ
が
ウ
ィ
ー
ン
学
団
の
人
た
ち
や
こ
の
本
を
高
く
評
価
し
た
大
方
の
人
た
ち
は
、
科
学
言
語
の
万
能
を
見
事
に
説
い
て
い
る
名
著
だ
と

解
釈
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
誤
解
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
苦
し
ん
だ
が
、
や
が
て
自
分
で
も
言
語
に
か
ん
す
る
考
え
方
を

少
し
変
え
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

　

科
学
で
使
わ
れ
る
言
葉
は
、
実
際
に
存
在
し
て
い
る
も
の
を
正
確
に
写
す
記
号
だ
と
述
べ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
文
学
や
宗
教
や
倫
理

で
使
わ
れ
る
言
葉
は
、
い
わ
ば
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
言
葉
、
何
も
写
し
て
い
な
い
言
葉
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
言
葉
は
何
も
写
し

て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
ま
っ
た
く
無
意
味
な
言
葉
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
確
か
に
歴
史
上
実
在
し
た
人
物
で

は
な
い
が
、
し
か
し
確
か
に
な
ん
ら
か
の
意
味
で
わ
れ
わ
れ
の
世
界
に
存
在
し
て
い
る
。
世
界
中
の
人
び
と
が
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
読
み
、

ほ
ぼ
毎
日
の
よ
う
に
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
地
球
上
の
ど
こ
か
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
本
当
に
実
在
し
た

か
ど
う
か
、
か
り
に
今
か
ら
二
〇
〇
〇
年
ほ
ど
前
に
本
当
に
い
た
と
し
て
も
、
ど
ん
な
人
物
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。

最
近
歴
史
的
な
イ
エ
ス
の
実
像
探
し
が
盛
ん
だ
が
、
か
り
に
イ
エ
ス
が
実
在
し
な
く
て
も
、
あ
る
い
は
た
と
え
ば
マ
リ
ア
の
処
女
懐
胎
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や
イ
エ
ス
の
復
活
が
あ
り
え
な
い

―
生
物
学
的
に
見
れ
ば
あ
り
え
な
い

―
と
し
て
も
、
そ
う
い
う
言
葉
の
真
偽
（
真
と
は
言
葉
に
対

応
す
る
も
の
が
実
在
す
る
場
合
。
し
な
い
場
合
は
偽
と
な
る
）
を
確
か
め
る
こ
と
に
宗
教
の
言
葉
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
天

国
、
地
獄
、
神
と
い
っ
た
非
科
学
的
で
一
見
ナ
ン
セ
ン
ス
な
言
葉
が
い
ま
だ
に
生
き
て
い
る
の
は
、
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
で
は
、
そ
の
意
味
は
、
ど
う
い
う
も
の
と
考
え
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
も
、
そ
れ
は
科
学
の
言
語
と
混
同
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
。
そ
れ
で
い
て
、
そ
れ
ら
も
同
じ
く
立
派
な
言
語
と
言
え
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
科
学
の
言
葉
と
文
学
や
宗
教
の
言

葉
を
ど
う
し
た
ら
同
じ
く
言
語
と
言
え
る
の
か
。
こ
こ
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
言
語
ゲ
ー
ム
」
と
い
う
考
え
方
を
持
ち
出
す
。

　

ゲ
ー
ム
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
る
。
た
と
え
ば
、
将
棋
、
相
撲
、
ト
ラ
ン
プ
、
サ
ッ
カ
ー
、
野
球
、
何
で
も
い
い
の
だ
が
、
こ
れ

ら
は
み
な
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
ひ
と
り
で
す
る
ゲ
ー
ム
も
あ
れ
ば
個
人
競
技
も
あ
る
し
、
団
体
競
技
も
あ
る
。
相
手
が
あ
る
場
合
も
あ
る

し
、
ひ
と
り
で
占
い
を
す
る
よ
う
な
勝
ち
負
け
の
な
い
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
も
み
な
ゲ
ー
ム
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
も

の
は
何
か
。
ほ
と
ん
ど
何
も
な
い
。
た
だ
、
一
つ
一
つ
の
ゲ
ー
ム
に
参
加
す
る
人
は
そ
の
ゲ
ー
ム
の
言
葉
を
使
い
そ
の
ゲ
ー
ム
の
規
則

に
従
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ゲ
ー
ム
で
使
う
道
具
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
と
き
ど
き
同
じ
道
具
を
使
っ
て
別
の
ゲ
ー

ム
を
行
な
う
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
碁
石
と
碁
盤
で
囲
碁
を
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
碁
並
べ
を
す
る
場
合
も
あ
る
。
同
じ
ト
ラ
ン
プ

で
い
ろ
い
ろ
な
ゲ
ー
ム
（「
ナ
ポ
レ
オ
ン
」
と
か
「
バ
バ
抜
き
」
と
か
「
七
並
べ
」
と
か
）
を
や
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
規
則
も
違
う
し
、

場
合
に
よ
っ
て
は
道
具
も
違
う
こ
れ
ら
の
ゲ
ー
ム
は
、
い
っ
た
い
な
ぜ
す
べ
て
「
ゲ
ー
ム
」
と
言
わ
れ
る
の
か
。
そ
れ
ら
に
共
通
す
る

こ
と
が
な
い
の
に
、
み
な
同
じ
く
「
ゲ
ー
ム
」
と
言
わ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
家
族
の
類
似
性
」（『
哲
学

探
究
』
第
六
七
節
）
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
を
説
明
し
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
、
家
族
全
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
人
間
な
の
に
顔
や
体
型
や

行
動
が
ど
こ
と
な
く
似
て
い
て
、
全
体
で
ひ
と
つ
の
家
族
を
構
成
し
て
い
る
よ
う
に
、
ゲ
ー
ム
は
相
互
に
類
似
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
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の
で
あ
る
。
し
か
し
似
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
家
族
の
だ
れ
か
ひ
と
り
が
い
ち
ば
ん
偉
く
、
あ
と
は
劣
っ
た
者
だ
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。

　

さ
て
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
言
語
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
つ
ま
り
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
と
、
言
葉
も
一
種
の
ゲ
ー
ム
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
物
理
学
と
い
う
ゲ
ー
ム
が
あ
る
。
こ
れ
は
物
理
現
象
を
で
き
る
だ
け
正
確
に
写
す
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。

生
物
学
と
い
う
ゲ
ー
ム
（
こ
れ
も
写
す
ゲ
ー
ム
だ
）
も
あ
る
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
ゲ
ー
ム
も
あ
る
し
、
仏
教
と
い
う
ゲ
ー
ム
も
あ

る
。
善
悪
と
い
う
言
葉
を
使
う
ゲ
ー
ム
、
つ
ま
り
倫
理
の
ゲ
ー
ム
も
あ
れ
ば
、
詩
や
小
説
と
い
う
芸
術
の
ゲ
ー
ム
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は

み
な
言
葉
を
使
っ
た
ゲ
ー
ム
、
言
語
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ゲ
ー
ム
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
が
あ
る
。
あ
る
ゲ
ー
ム
に
参
加
す

る
人
は
そ
の
規
則
を
守
っ
て
、
自
分
の
「
手
」
を
打
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
個
々
の
発
言
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で

あ
る
。
む
ろ
ん
新
し
い
規
則
を
創
造
し
て
新
し
い
ゲ
ー
ム
を
創
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
言
語
ゲ
ー
ム
が
使

わ
れ
な
く
な
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
言
語
ゲ
ー
ム
は
無
数
に
あ
り
、
た
え
ず
変
化
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
多
種
多
様
な

言
語
ゲ
ー
ム
の
全
体
が
、
言
語
と
い
う
家
族
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
ゲ
ー
ム
の
間
に
は
優
劣
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
科
学
が
い
ち
ば
ん
偉
い
ゲ
ー
ム

だ
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
野
球
が
サ
ッ
カ
ー
よ
り
偉
い
こ
と
が
な
い
の
と
同
断
で
あ
る
。
た
く
さ
ん
の
言
語
ゲ
ー

ム
の
間
に
地
位
の
上
下
は
な
い
。
物
理
学
や
生
物
学
の
ゲ
ー
ム
が
宗
教
の
ゲ
ー
ム
よ
り
偉
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ど
の
ゲ
ー
ム

に
も
特
権
は
な
い
。
こ
う
し
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
初
期
に
『
論
理
哲
学
論
考
』
で
主
張
し
た
考
え
方
、
つ
ま
り
科
学
の
言
語

だ
け
が
、
つ
ま
り
は
写
す
言
語
だ
け
が
、
言
語
と
し
て
意
味
が
あ
る
の
だ
と
い
う
考
え
方
を
改
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
こ
こ
で

も
初
期
の
或
る
立
場
、
つ
ま
り
、
あ
い
異
な
る
言
語
を
厳
し
く
分
け
る

0

0

0

と
い
う
発
想
は
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ま
っ
た
く
違
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う
ゲ
ー
ム
を
混
同
す
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
も
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
生
物
学
の
ゲ
ー
ム
の
な
か
で
は
、
処
女
懐
胎
や
死

後
の
復
活
と
い
う
言
葉
を
使
う
の
は
規
則
違
反
で
あ
る
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
ゲ
ー
ム
で
は
、
一
向
に
さ
し
つ
か
え
な
い
。
こ

の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
ゲ
ー
ム
を
分
け
る
こ
と
が
依
然
と
し
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
は
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
哲
学
の

仕
事
は
錯
綜
す
る
た
く
さ
ん
の
ゲ
ー
ム
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
交
通
整
理
す
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
と
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
こ
と
が
、
こ
の
言
語
ゲ
ー
ム
と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
ト
ラ
ン
プ
で
複
数
の
別
の
ゲ
ー

ム
が
で
き
る
と
述
べ
た
。
言
葉
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
言
葉
は
ひ
と
つ
の
意
味
で
し
か
使
用

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
眼
で
も
の
を
見
る
と
き
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
左
の
図
は
、
心
理
学
で
よ
く
使
わ
れ
る
図）
22
（

だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
図
形
を
「
あ
ひ
る
の
頭
」
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
し

「
う
さ
ぎ
の
頭
」
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
言
葉
と
い
う
も
の
も
そ
う
で
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
言
葉
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
使
う
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
言
葉
が
同
時
に
多
数
の
言
語
ゲ
ー
ム
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
そ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
、

ど
ん
な
ふ
う
に
し
て
そ
の
複
数
の
ゲ
ー
ム
を
見
分
け
る
の
か
。
あ
る
言
葉
が
、
た
く
さ
ん
存
在
す
る
ゲ
ー
ム
の
う
ち
の
ど
の
ゲ
ー
ム
で

使
わ
れ
て
い
る
か
は
、
そ
の
言
葉
だ
け
を
見
て
も
わ
か
ら
な
い
。
同
音
異
義
語
の
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
、

そ
れ
は
す
ぐ
分
か
る
。
た
と
え
ば
パ
ソ
コ
ン
で
「
こ
い
」
と
い
う
言
葉
を
入
力
す
る
。
こ
れ
を
変
換
す
る

と
、
命
令
文
の
「
来
い
」、
形
容
詞
の
「
濃
い
」、
名
詞
の
「
恋
」、「
鯉
」、「
故
意
」
な
ど
が
出
て
く
る
。

「
こ
い
」
と
い
う
言
葉
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
ど
の
意
味
を
言
い
表
し
て
い
る
か
は
こ
の
語
を
含
む
文
章
、

さ
ら
に
は
（
多
く
の
文
章
の
連
な
り
で
あ
る
）
文
脈
、
さ
ら
に
は
ア
ク
セ
ン
ト
の
置
き
方
、
発
言
者
の
表
情
、

ま
た
ど
ん
な
場
所
ど
ん
な
状
況
で
こ
の
言
葉
が
発
せ
ら
れ
た
か
な
ど
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
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こ
と
全
部
を
「
生
活
形
式
」（Lebensform

）
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
呼
ん
で
い
る
。
同
じ
言
葉
で
も
違
う
生
活
形
式
の
な
か
で

使
わ
れ
る
と
、
違
う
意
味
に
な
る
。
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
は
な
に
し
ろ
愚
か
だ
か
ら
、
文
脈
や
、
ま
し
て
や
生
活
形
式
が
分
か
ら
な
い
の

で
あ
る
。

　

生
活
形
式
と
い
う
と
、
何
か
難
し
い
考
え
方
の
よ
う
だ
が
、
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
は
宗
教
だ
と
か
倫
理
だ
と
か
文

学
な
ど
と
い
う
極
端
な
、
と
い
う
か
、
あ
る
意
味
で
特
別
な
言
語
を
引
き
合
い
に
出
し
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
特
別
な
言
葉
で
な
く
て
も
言

語
ゲ
ー
ム
は
成
り
立
つ
。
日
常
言
語
、
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
が
つ
ね
日
頃
、
普
通
に
使
っ
て
い
る
か
な
り
曖
昧
な
言
葉
も
ひ
と
つ
の
言
語

ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
た
と
え
ば
先
程
「
太
陽
が
東
か
ら
昇
り
西
に
沈
む
」
と
い
う
表
現
は
正
確
で
は
な
く
て
、
非
科
学
的
な
言
い
方
だ
と

述
べ
た
が
、
天
文
学
の
ゲ
ー
ム
で
は
こ
の
言
い
方
は
た
し
か
に
不
正
確
だ
が
、
日
常
会
話
と
い
う
ゲ
ー
ム
で
は
こ
ち
ら
の
言
い
方
が
正

し
い
の
で
あ
り
、
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
デ
パ
ー
ト
で
わ
れ
わ
れ
が
「
そ
こ
に
あ
る
赤
い
ワ
ン
ピ
ー
ス
を
見
せ
て
く
だ
さ

い
」
と
言
っ
た
と
す
る
。
そ
れ
を
小
耳
に
挟
ん
だ
光
学
の
専
門
家
が
い
て
、
わ
れ
わ
れ
に
こ
う
言
っ
た
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。「
そ
の

〈
赤
〉
と
い
う
言
い
方
は
正
確
で
は
な
い
。
赤
と
は
正
確
に
は
、
少
な
く
と
も
六
二
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
か
ら
七
五
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
の
波

長
の
光
線
が
、
正
常
な
眼
の
網
膜
に
あ
る
視
細
胞
を
刺
激
し
、
こ
の
刺
激
が
視
覚
系
の
伝
送
路
を
通
っ
て
脳
の
視
覚
中
枢
に
伝
わ
っ
た

と
き
に
生
ず
る
色
の
こ
と
だ
。
だ
か
ら
多
少
省
略
し
て
も
い
い
け
ど
、
少
な
く
と
も
六
二
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
か
ら
七
五
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト

ル
の
波
長
の
色
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
を
見
せ
て
く
だ
さ
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
（
ち
な
み
に
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
は
一
〇
億
分
の
一
メ
ー

ト
ル
）。
こ
う
し
た
言
い
方
は
実
に
滑
稽
だ
し
、
こ
れ
は
い
わ
ば
正
確
す
ぎ
る
言
い
方
で
あ
っ
て
、
結
局
は
買
物
と
い
う
目
的
を
果
た
せ

な
い
（『
哲
学
探
究
』
第
八
八
節
参
照
）。
こ
の
光
学
者
は
間
違
っ
て
い
る
。
買
物
の
言
語
ゲ
ー
ム
の
な
か
に
、
色
を
正
確
に
写
す
と
い
う

ゲ
ー
ム
を
混
入
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
こ
こ
で
、
も
う
一
度
ロ
ー
ス
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
考
え
方
の
類
似
性
に
ぶ
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つ
か
る
。
つ
ま
り
い
ま
の
よ
う
な
日
常
言
語
は
不
正
確
で
も
意
味
が
あ
る
。
い
や
不
正
確
だ
か
ら
こ
そ
意
味
が
あ
り
、
不
正
確
だ
か
ら

こ
そ
使
え
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
使
え
る
」
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
も
し
も
正
確
な
言
葉
、
科
学
的
な
言
葉
し
か
使
っ
て
は

い
け
な
い
と
な
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
は
き
わ
め
て
不
便
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
物
と
一
致
す
る
言
葉
が
で
は
な
く
、
他
人
に

通
用
す
る
言
葉
、
つ
ま
り
使
え
る
言
葉
が
意
味
の
あ
る
言
葉
な
の
で
あ
る
。「
あ
る
言
葉
の
意
味
と
は
、
言
語
に
お
け
る
そ
の
言
葉
の
使

用
で
あ
る
）
23
（

」
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
述
べ
て
い
る
が
、
言
葉
が
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
か
は
そ
れ
が
生
活
の
な
か
で
ど
ん
な
文
脈

で
使
わ
れ
る
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
あ
る
言
葉
を
理
解
す
る
と
は
、（
そ
の
言
葉
に
対
応
す
る
な
ん
ら
か
の
イ

メ
ー
ジ
を
心
に
も
つ
こ
と
で
は
な
く
）
そ
の
言
葉
を
使
い
こ
な
す）
24
（

こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
な
か
に
、
建
物
や
家
具
は
一

定
の
役
に
立
た
な
け
れ
ば
何
も
な
ら
な
い
、
使
え
な
け
れ
ば
何
も
な
ら
な
い
と
い
う
ロ
ー
ス
の
建
築
哲
学
と
同
じ
精
神
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
後
期
に
な
っ
て
言
葉
に
対
す
る
考
え
方
を
変
え
た
が
、
こ
の
精
神
は
ず
っ
と
持
ち
つ
づ
け

て
い
た
と
言
え
る
。

　

さ
て
、
ス
ト
ン
ボ
ロ
ウ
邸
の
完
成
後
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
今
度
は
、
先
生
と
し
て
戻
る
の
だ
が
、
イ
ギ
リ

ス
に
移
っ
て
か
ら
は
風
変
わ
り
な
が
ら
も
順
調
な
生
活
が
つ
づ
い
た
。
途
中
ソ
連
に
移
住
し
よ
う
と
考
え
た
り
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
小
屋

に
引
き
こ
も
っ
た
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
と
き
は
ロ
ン
ド
ン
の
病
院
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
た
り
し
た
が
、
お
お
む
ね
大
勢
の

学
生
に
囲
ま
れ
た
順
調
な
大
学
教
授
と
し
て
の
活
動
を
送
っ
た
。
そ
し
て
一
九
五
一
年
に
膨
大
な
遺
稿
を
残
し
て
六
二
歳
で
亡
く
な
る
。

死
後
出
版
さ
れ
た
『
哲
学
探
究
』（
一
九
五
三
年
）
は
、
先
述
の
よ
う
に
初
期
の
『
論
理
哲
学
論
考
』
と
は
ま
っ
た
く
立
場
を
逆
に
し
て

い
た
。『
論
理
哲
学
論
考
』
を
称
賛
し
た
人
び
と
は
こ
の
著
作
に
び
っ
く
り
し
反
発
す
る
人
も
い
た
が
、
研
究
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
人

び
と
は
ど
ん
ど
ん
『
哲
学
探
究
』
で
述
べ
ら
れ
た
「
言
語
ゲ
ー
ム
」
と
い
う
考
え
方
に
共
感
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
い
ま
で
は
「
言
語
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ゲ
ー
ム
」
と
い
う
考
え
方
は
、
哲
学
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
学
問
分
野
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
間
が
営
む
あ
ら
ゆ
る
種

類
の
言
語
活
動
を
あ
る
が
ま
ま
に
平
等
に
認
め
て
い
こ
う
と
す
る
こ
の
言
語
観
が
、
今
日
の
よ
う
に
価
値
が
多
様
化
し
て
い
る
時
代
に

合
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
前
期
と
後
期
の
そ
れ
ぞ
れ
「
主
著
」
と
言
わ
れ
る
こ
の
ふ
た
つ
の
著
書
は
、
立
場
が
反
対
で
あ
る
の

に
、
い
ず
れ
も
い
ま
だ
に
大
き
な
影
響
力
を
与
え
て
い
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
研
究
家
の
間
で
は
こ
の
ふ
た
つ
の
本
の
ど
ち
ら

に
重
き
を
置
く
か
、
ふ
た
つ
の
主
著
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
存
在
す
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
研
究
者
で
は
な
い
の
で
そ
の
辺
の
こ
と
は
詳
細
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
た
だ
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
生
涯
を
顧
み
て
み

る
と
、
ス
ト
ン
ボ
ロ
ウ
邸
の
建
築
に
携
わ
っ
た
こ
と
は
彼
の
哲
学
に
と
っ
て
存
外
大
き
い
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

八　
「
住
宅
の
か
た
ち
を
し
た
論
理
学
」

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
気
質
か
ら
言
う
と
、
知
の
人
と
言
う
よ
り
は
作
る
人
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
物
を
作
る
人
は
作
品
を

完
成
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
制
作
過
程
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
作
者
は
完
成
し
た
作
品
よ
り
も
さ

ら
に
先
に
進
む
こ
と
に
な
る
。
た
ぶ
ん
そ
れ
は
、
物
を
作
る
過
程
で
作
者
自
身
も
鍛
え
ら
れ
る
か
ら
な
の
だ
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
に
関
し
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
で
、
言
葉
を
ど
こ
ま
で
も
論
理
的
に
精
密
に
し
て
い
き
、
つ
い
に
、
写
す
言
葉
か

ら
一
切
の
曖
昧
さ
を
排
除
し
て
し
ま
っ
た
。
他
方
で
は
、
そ
の
哲
学
を
そ
の
ま
ま
建
築
に
移
し
た
よ
う
な
、
装
飾
を
一
切
排
除
し
た
精
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密
機
械
の
よ
う
な
住
宅
を
作
り
上
げ
た
。
制
作
過
程
で
他
の
人
び
と
と
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
に
は
違
い
な
い
が
、
と
に
か

く
彼
は
制
作
時
は
我が

を
通
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
当
初
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
完
成
し
た
家
の
住
み
方
に
も
か
な

り
注
文
を
付
け
て
い
た
ら
し
く
、
カ
ー
ペ
ッ
ト
、
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
、
カ
ー
テ
ン
も
一
切
付
け
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
。
む
ろ
ん
窓
の

金
属
、
ド
ア
の
把
手
、
ス
チ
ー
ム
の
ラ
ジ
エ
ー
タ
ー
は
何
も
塗
ら
れ
な
い
ま
ま
で
、
部
屋
の
明
か
り
は
裸
電
球
が
付
け
ら
れ
て
い
た
と

い
う
有
様
で
あ
る）
25
（

。
彼
に
と
っ
て
こ
れ
こ
そ
理
想
的
な
空
間
だ
っ
た
し
、
そ
う
し
た
使
い
方
こ
そ
意
味
の
あ
る
唯
一
の
使
い
方
だ
と
、

少
な
く
と
も
そ
の
当
時
は
考
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
ミ
リ
単
位
で
計
算
さ
れ
尽
く
し
た
こ
の
家
が
本
当
に
普
通
の
人
び
と
に
と
っ
て

住
み
や
す
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
ら
し
い
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
も
う
ひ
と
り
の
姉
に
ヘ
ル

ミ
ー
ネ
・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
い
う
ひ
と
が
い
る
。
彼
女
は
い
さ
さ
か
戸
惑
い
を
こ
め
て
ス
ト
ン
ボ
ロ
ウ
邸
を
「
住
宅
の
か
た

ち
を
し
た
論
理
学
」
と
呼
ん
で
い
る）
26
（

。
彼
女
は
さ
ら
に
、「
あ
れ
は
人
間
の
家
と
い
う
よ
り
も
、
神
の
家
で
あ
っ
て
、
自
分
は
計
算
さ
れ

尽
く
さ
れ
た
こ
の
家
を
称
賛
は
す
る
け
れ
ど
も
、
と
て
も
住
む
気
に
は
な
れ
な
い
」
と
言
っ
て
い
る）
27
（

。
い
く
ら
装
飾
を
排
除
す
る
と
言

っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
家
で
は
住
宅
と
し
て
は
い
さ
さ
か
具
合
が
わ
る
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
の
思
い
描
く
生
活
形
式
が
余
り
に
も
モ
ダ
ー
ン
す
ぎ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
当
時
の
普
通
の
市
民
の
声
と
し
て
ヘ
ル
ミ
ー
ネ
の
嘆

き
も
分
か
る
気
が
す
る
。
と
こ
ろ
で
さ
ら
に
す
ご
い
の
は
、
こ
の
家
を
実
際
に
使
っ
た
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
・
ス
ト
ン
ボ
ロ
ウ
夫
人
で
あ
る
。

彼
女
は
、
そ
の
家
を
あ
ろ
う
こ
と
か
ク
リ
ム
ト
の
絵
、
豪
華
な
壁
掛
、
骨
董
品
を
納
め
た
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
、
装
飾
た
っ
ぷ
り
の
家
具
で

満
た
し
た
と
い
う
。
こ
れ
で
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
建
築
の
意
図
と
は
明
ら
か
に
違
っ
た
使
い
方
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
え

て
な
ら
な
い
。
実
際
当
時
こ
の
家
を
訪
れ
た
あ
る
歴
史
家
は
、
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
が
使
っ
て
い
た
こ
の
家
を
、
装
飾
と
簡
素
、
過
剰
と
禁

欲
の
奇
妙
な
混
合
物
だ
と
呼
ん
で
い
る
。
天
井
の
高
さ
を
三
セ
ン
チ
高
く
す
る
た
め
に
苦
心
し
た
初
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
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み
る
と
、
こ
れ
は
許
せ
な
い
使
い
方
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
反
応
や
使
わ
れ
方
に
接
し
て
、
無
論
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
は
苦
笑
し
た
り
、
あ
る
い
は
腹
を
立
て
た
か
も
知
れ
な
い
の
だ
が
、
同
時
に
そ
こ
か
ら
、
数
学
的
な
精
密
さ
だ
け
を
追
求
す

る
こ
と
の
滑
稽
さ
、
あ
る
い
は
不
十
分
さ
（
さ
ら
に
は
ア
イ
ス
バ
ー
ン
の
上
を
歩
く
よ
う
な
危
う
さ
）
を
感
じ
取
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

後
年
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
自
分
の
造
っ
た
ス
ト
ン
ボ
ロ
ウ
邸
に
つ
い
て
自
己
批
判
め
い
た
文
章
を
残
し
て
い
る
。

　

す
べ
て
の
芸
術
の
な
か
に
は
、
野
生
の
動
物
が
い
る

―
飼
い
な
ら
さ
れ
て
は
い
る
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
…
…
す
べ
て
の
偉
大
な
芸
術
に
は
、

人
間
の
原
始
的
な
衝
動
が
、
通
奏
低
音
と
し
て
そ
な
わ
っ
て
い
る
も
の
だ
。
…
…
だ
が
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
の
た
め
に
わ
た
し
が
造
っ

た
家
〔
ス
ト
ン
ボ
ロ
ウ
邸
〕
は
、
断
乎
た
る
耳
ざ
と
さ
の
産
物
、
お
行
儀
の
よ
さ

0

0

の
産
物
、（
あ
る
文
化
等
々
に
対
す
る
）
大
い
な
る

理
解

0

0

の
表
現
で
あ
る
に
し
ろ
、
根
源
の

0

0

0

生
命
、
存
分
に
荒
れ
狂
い
た
い
と
思
う
野
生
の

0

0

0

生
命
が
、

―
欠
け
て
い
る
。
こ
こ
に
は

健
全
さ

0

0

0

が
欠
け
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
（
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
）。（
そ
れ
は
温
室
栽
培
植
物
な
の
だ
）
28
（

）。

　

ニ
ー
チ
ェ
が
吐
露
し
そ
う
な
文
言
が
並
ん
で
い
る
が
、
こ
の
引
用
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
自
分
の
作

品
を
「
お
行
儀
の
よ
さ
の
産
物
」
と
か
「
温
室
栽
培
植
物
」
と
言
い
、
そ
こ
に
は
ワ
イ
ル
ド
な
も
の
が
欠
け
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。

こ
の
言
葉
の
真
意
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
こ
う
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
装
飾
を
否
定
す
る
こ
と
が
取
り
も
な
お
さ
ず
数
学
的
な
精
密

さ
だ
と
自
分
は
勘
違
い
し
て
い
た
。
使
用
や
機
能
を
主
眼
に
し
て
住
宅
の
建
築
を
進
め
る
に
し
ろ
、
そ
こ
に
は
多
様
な
道
が
可
能
で
あ

る
。
も
っ
と
ワ
イ
ル
ド
な
形
で
住
宅
と
し
て
の
機
能
を
追
求
す
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
生
活
空
間
も
、
そ
し
て
言
語
も
、
さ
ま

ざ
ま
な
ゲ
ー
ム
の
錯
綜
す
る
場
で
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。
論
理
学
以
外
の
別
の
ゲ
ー
ム
を
モ
デ
ル
し
て
、
別
の
住
宅
を
造
る
こ
と
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も
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
も
し
か
し
た
ら
そ
う
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

建
築
の
直
後
に
再
び
哲
学
に
戻
り
、
前
期
の
言
語
観
を
否
定
し
て
言
語
ゲ
ー
ム
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
経
験
と

反
省
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
彼
は
あ
ら
ゆ
る
ノ
イ
ズ
を
除
去
し
た
ピ
ュ
ア
な
生
活
空
間
を
完
成
さ
せ
た
が
、
そ
の
過
程
で
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
の
ピ
ュ
ア
な
思
想
も
鍛
え
ら
れ
て
成
長
し
、
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ね
に
実
践
を

好
み
実
践
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
こ
と
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
推
測
も
案
外
的
外
れ
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ス
ト
ン
ボ
ロ
ウ
邸
の
建
築
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
神
経
症
の
治
療
と
い
う
た
ん
に
私
生
活
上
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
と
ど
ま
ら
な
い
も
っ
と
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

注
（
1
） 

本
稿
は
、
一
九
九
五
年
八
月
に
「
高
山
建
築
学
校
」
で
話
し
た
講
演
原
稿
に
加
筆
し
て
出
来
上
が
っ
た
論
考
で
あ
る
。
な
お
「
高
山
建
築
学

校
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
趙
海
光
・
高
山
建
築
学
校
編
集
室
編
『
高
山
建
築
学
校
伝
説
―
セ
ル
フ
ビ
ル
ド
の
哲
学
と
建
築
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
―
』

（
鹿
島
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
せ
よ
。

（
2
） 

建
物
の
外
観
、内
部
の
構
造
、
設
計
図
に
つ
い
て
は
、H
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entation, 

O
tto 

K
apfinger, 

K
ulturabteilung der B

otschaft der R
epublik B

ulgarien, W
ien, 1991. 

に
詳
し
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
3
） 

以
下
の
記
述
に
あ
た
っ
て
は
、
お
も
に
Ｗ
・
Ｍ
・
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
『
ウ
ィ
ー
ン
精
神
1
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
六
年
）
三
一
三
頁
以
下
を

参
考
に
し
た
。
同
書
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
お
よ
び
世
紀
末
ウ
ィ
ー
ン
の
精
神
状
況
を
簡
潔
的
確
に
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ

る
。

（
4
） 

写
像
や
そ
の
構
造
に
つ
い
て
は
滝
浦
静
雄
が
平
易
で
明
解
な
解
説
を
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』（「
20
世
紀
思
想
家
文
庫
6
」
岩
波
書
店
、

一
九
八
三
年
）
四
四
頁
以
下
で
述
べ
て
い
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
5
） 

こ
の
語
に
つ
い
て
はA

llan Janik and Stephen Toulm
in, W

ittgenstein ’s V
ienna, 

（E
lephant Paperbacks

）Ivan R
. D

ee, Inc., 

C
hicago, p.196 

に
あ
る
言
葉 “fantasy ” 

か
ら
着
想
を
得
た
。
Ｓ
・
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
＋
Ａ
・
ジ
ャ
ニ
ク
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
ウ
ィ
ー

ン
』
藤
村
龍
雄
訳
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
三
二
〇
頁
の
邦
訳
も
参
照
せ
よ
。

（
6
） W

ittgenstein, T
ractatus logico-philosophicus, 4. 003, W

erkausgabe, B
d.1, Suhrkam

p, S.26.

（『
論
理
哲
学
論
考
』
四
・
〇
〇
三
。
以

下
、
こ
の
版
に
従
っ
て
訳
し
命
題
番
号
の
み
を
示
す
）。
な
お
、
む
ろ
ん
こ
こ
で
言
う
「
哲
学
」
は
伝
統
的
な
哲
学
、
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
形
而
上

学
の
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
考
え
る
正
し
い
哲
学
と
は
、「
思
考
可
能
な
も
の
の
限
界
を
さ
だ
め
、
そ
れ
に
と
も
な
い
、
思

考
不
可
能
な
も
の
の
限
界
を
さ
だ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
哲
学
は
思
考
可
能
な
も
の
を
通
じ
て
、
思
考
不
可
能
な
も
の
を
内
側
か
ら
境
界
づ

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（『
論
理
哲
学
論
考
』
四
・
一
一
四
）
と
い
う
言
葉
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
カ
ン
ト
的
な
も
の
で
あ
る
。

（
7
） 

こ
れ
ら
の
芸
術
家
を
推
薦
し
寄
付
を
仲
介
し
た
の
は
、
ク
ラ
ウ
ス
主
義
者
で
雑
誌D

er B
renner

（
火
口
）
の
編
集
者
フ
ィ
ッ
カ
ー
で
あ
る
。

詳
し
く
はR

ay M
onk, Ludw

ig W
ittgenstein:the duty of genius, Free Press, 1990, pp.106-110. 

を
参
照
せ
よ
。
邦
訳
、
レ
イ
・
モ
ン
ク

『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
1
』
岡
田
雅
勝
訳
、
み
す
ず
書
房
（
以
下
、
モ
ン
ク
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
1
』
と
略
記
）
一
一
四
頁
以
下
も

参
照
の
こ
と
。

（
8
） M

onk, ibid., pp.581-586. （
モ
ン
ク
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
2
』
同
上
、
六
三
九
頁
以
下
）
を
参
照
せ
よ
。

（
9
） 

神
の
存
在
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
「
不
可
知
論
」
の
立
場
を
取
り
な
が
ら
も
、
信
仰
を
実
践
す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
こ
う
し
た
ス
タ

ン
ス
は
、
と
き
にW

ittgensteinian Fideism
（
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
信
仰
主
義
）
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
カ
イ
・
ニ
ー
ル

セ
ン
「
不
可
知
論
」（『
知
の
分
光
学
』
平
凡
社
、
所
収
）、
お
よ
び
そ
の
解
説
（
拙
稿
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
10
） 

意
外
な
こ
と
だ
が
、
た
ん
な
る
内
的
状
態
と
し
て
の
「
信
仰
」
で
は
な
く
「
実
践
」
こ
そ
が
宗
教
の
本
質
だ
と
す
る
見
解
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
は
ニ
ー
チ
ェ
か
ら
も
学
ん
で
い
る
（M

onk, ibid., p.122. 

モ
ン
ク
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
1
』
一
三
〇
頁
以
下
参
照
）。

（
11
） 

な
お
こ
こ
で
単
純
化
し
て
「
関
係
」
と
呼
ん
だ
も
の
は
、『
論
理
哲
学
論
考
』
で
は
も
う
少
し
複
雑
で
や
や
こ
し
い
。
一
見
な
ん
の
関
係
も
な

さ
そ
う
な
知
覚
と
言
葉
、
た
と
え
ば
赤
の
知
覚
と
「
レ
ッ
ド
」
と
い
う
言
葉
が
、
そ
れ
で
も
関
係
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
両
者
は
な

に
か
し
ら
共
通
す
る
も
の
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
論
理
哲
学
論
考
』
で
は
、
実
在
と
そ
の
記
号
は
形
式
を
共
有
す
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
形
式
が
「
論
理
的
形
式
」（logische Form

）
と
呼
ば
れ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
写
し
・
写
さ
れ
る
「
関
係
」
と
述
べ
た
の
は
、
写
さ
れ
る

も
の
と
写
す
も
の
が
共
有
す
る
論
理
的
形
式
の
こ
と
で
あ
る
。



建築家ウィトゲンシュタイン

― 169 ―

（
12
） 

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
四
・
一
二
で
、「
命
題
〔
＝
文
〕
は
実
在
の
す
べ
て
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
実
在

を
描
き
出
す
た
め
に
実
在
と
共
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
―
論
理
的
形
式
―
を
、
描
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か

し
こ
の
四
・
一
二
の
命
題
自
身
が
「
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
も
の
を
描
き
だ
す
命
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
在
を
写
さ
な
い

0

0

命
題
な

の
で
は
な
い
か
。
し
て
み
る
と
、
こ
れ
は
無
意
味
な
文
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
、
彼
自
身
も
む
ろ
ん
気
づ
い
て
い
た
。

こ
の
本
の
最
後
の
ほ
う
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、「
わ
た
し
を
理
解
す
る
人
は
、
わ
た
し
の
〔
こ
の
本
の
〕
諸
命
題
が
結
局
は
無
意
味
な

の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
る
に
い
た
る
」（『
論
理
哲
学
論
考
』
六
・
五
四
）
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
13
） 

『
論
理
哲
学
論
考
』
六
・
五
三
。

（
14
） 

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
『
小
学
生
の
た
め
の
正
書
法
辞
典
』
丘
沢
静
也
・
荻
原
耕
平
訳
（
講
談
社
学
術
文
庫
）。

（
15
） 

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
一
九
一
四
年
七
月
に
、
前
述
の
フ
ィ
ッ
カ
ー
の
紹
介
で
ロ
ー
ス
と
は
じ
め
て
会
い
直
ち
に
意
気
投
合
し
て
い
る

（M
onk, ibid., p.108. 

モ
ン
ク
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
1
』
一
一
六
頁
参
照
）。

（
16
） M

onk, ibid., pp.147-153. 
モ
ン
ク
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
1
』
一
五
七
頁
以
下
参
照
。

（
17
） 

W
ittgenstein ’s V

ienna, ibid., p.97.
（『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
ウ
ィ
ー
ン
』
同
上
、
一
五
七
頁
以
下
）。

（
18
） 

ア
ド
ル
フ
・
ロ
ー
ス
『
装
飾
と
犯
罪
』
伊
藤
哲
夫
訳
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
一
七
七
頁
。
さ
ら
に
ロ
ー
ス
は
こ
の
本
で
、「
文
化
の
進
歩
と
は

0

0

0

0

0

0

0

日
常
使
用
す
る
も
の
か
ら
装
飾
を
除
く
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
も
述
べ
て
い
る
（
同
書
一
二
九
頁
）。

（
19
） 

W
ittgenstein ’s V

ienna, ibid., p.99.

（
同
上
、
一
六
二
頁
）。

（
20
） 

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
自
分
の
部
屋
に
備
え
る
家
具
を
選
ぶ
に
あ
た
っ
て
「
あ
ら
ゆ
る
装
飾
を
」
排
し
た
家
具
を
探

す
た
め
凝
り
に
凝
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
姿
勢
・
精
神
に
つ
い
て
、
モ
ン
ク
は
そ
の
浩
瀚
な
伝
記
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
余
計
な
装
飾
に

対
す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
強
烈
な
反
感
を
理
解
す
る
た
め
に
は
―
そ
れ
が
彼
に
と
っ
て
重
大
な
倫
理
的

0

0

0

問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
評
価

す
る
た
め
に
は
―
私
た
ち
は
当
時
の
ウ
ィ
ー
ン
の
人
に
な
り
、
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
や
ア
ド
ル
フ
・
ロ
ー
ス
と
同
じ
よ
う
な
実
感
を
も
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
、
世
界
の
ど
の
文
化
に
も
優
っ
て
い
た
か
つ
て
の
ハ
イ
ド
ン
か
ら
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
に
至
る
高
貴
な
る
ウ
ィ
ー
ン
文
化

が
、
十
九
世
紀
末
以
来
、〈
偽
っ
て
〔
高
貴
と
〕
称
さ
れ
た
卑
し
い
文
化
、
高
貴
な
る
文
化
ど
こ
ろ
か
、
装
飾
と
仮
面
に
誤
用
さ
れ
た
文
化
〉（
パ

ウ
ル
・
エ
ン
ゲ
ル
マ
ン
の
言
葉
）
へ
衰
退
し
て
い
っ
た
、
と
実
感
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
」M

onk, ibid., p.56. （
モ
ン
ク
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
1
』
五
八
頁
。
本
文
と
合
わ
せ
る
た
め
に
訳
文
は
少
し
変
え
て
あ
る
）。
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（
21
） 

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
出
版
を
依
頼
し
て
フ
ィ
ッ
カ
ー
に
宛
て
た
書
簡
（W

ittgenstein, B
riefe an Ludw

ig 

von Ficker, B
renner-Studien, B

d.1, O
. M

üller Verlag,Salzburg, 1969, S.35

）
に
あ
る
言
葉
。

（
22
） 

こ
の
錯
視
画
（
ジ
ャ
ス
ト
ロ
ー
の
図
形
）
は
『
哲
学
探
究
』
の
第
二
部
（W

ittgenstein, Philosophische U
ntersuchungen Teil II, N

r.X
I, 

W
erkausgabe, B

d.1, Suhrkam
p, S.520

）
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
図
形
お
よ
び
そ
の
由
来
と
意
味
に
つ
い
て
は
、M

onk, 

ibid., pp.507-509.

（
モ
ン
ク
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
2
』
五
六
一
頁
以
下
）
を
参
照
せ
よ
。

（
23
） W

ittgenstein, Philosophische U
ntersuchungen N

r.43, ibid., S.262.

（『
哲
学
探
究
』
第
四
三
節
）。

（
24
） 

「『
知
っ
て
い
る
（w

issen

）』
と
い
う
言
葉
の
文
法
は
、『
で
き
る
（können

）』、『
能
力
が
あ
る
（im

stande sein

）』
と
い
う
言
葉
の
文
法

と
明
ら
か
に
近
い
親
戚
で
あ
る
。
だ
が
『
理
解
す
る
（verstehen

）』
と
い
う
言
葉
の
文
法
と
も
近
い
親
戚
で
あ
る
。（
あ
る
技
術
を
〈
使
い
こ

な
す
こ
と
〉）」（W

ittgenstein, Philosophische U
ntersuchungen N

r.150, ibid., S.315.  『
哲
学
探
究
』
第
一
五
〇
節
）
も
参
照
せ
よ
。

（
25
） M

onk, ibid., p.237.
（
モ
ン
ク
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
1
』
二
五
四
頁
）。

（
26
） 

バ
ー
ナ
ー
ド
・
レ
イ
ト
ナ
ー
編
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
建
築
』（
磯
崎
新
訳
、
青
土
社
）
四
六
頁
（
本
文
に
合
わ
せ
る
た
め
に
訳
文
を

少
し
変
え
て
あ
る
）。

（
27
） 

同
上
。

（
28
） Ludw

eg W
ittgenstein, Verm

ischte B
em

erkungen, B
asil B

lackw
ell, O

xford, 1977, S.77f. 

引
用
文
中
の
「（
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
）」
は
、
や

や
唐
突
で
分
か
り
に
く
い
。
こ
の
断
章
集
所
収
の
別
の
断
片
「
あ
ら
ゆ
る
知
恵
は
冷
た
い
。
鉄
を
冷
た
い
状
態
で
は
鍛
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
知

恵
に
よ
っ
て
ひ
と
は
生
に
秩
序
を
も
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…
知
恵
は
情
熱
を
欠
く
。
こ
れ
に
た
い
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
信
仰
を
情
熱

0

0

と
呼
ん
で
い
る
」（ibid., S.102

）
と
い
う
言
葉
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
こ
は
「
知
恵
は
あ
る
も
の
の
、
情
熱
が
欠
け
て
い
る
」
と
い
う
ほ
ど

の
意
味
か
も
し
れ
な
い
。


