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プ
ラ
ト
ン

テ
ア
イ
テ
ト
ス

で
ア
ア
イ
テ
ト
ス
」

、
「
知
識
(
合
同
体
申
円
安
回
伽
)
と
は
問
問
か
」

第
二
部
に
お
け
る
虚
偽
不
可
能
論津

務

し
た
対
話
篤
で
あ
る
が

そ
の
第
二
部
〈
謀
説
a
g
H
n
」
に
お

ラ
ト
ン
は
「
思
い
な
し
〈
件
。
一
回
こ
を
問
欝
に
し
て
い
る
。
第
一
部
に
お
い
て
は
、
知
識
を
感
覚
と
同
一
模
す
る
テ
ア
イ
テ
ト

い
て
、

ス
の
第
一
定
義
が
議
識
の
湖
上
に
乗
せ
ら
れ
論
駁
さ
れ
て
き
た
が
、

へ
と
移
行
し
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
知
譲
は

る

(

Oロ
)
」

ヱ
疋
義
の
最
格
的
な
論
駁
(
同
室

ZtH∞
昔
話
)
に
よ
っ
て
、
時

の
つ

題
の

ち
に
寄
す
る
の
で
あ

(
官
接
一
宮
診
に
か
ら
「
思
い
な

、
こ
れ
は
惑
覚
に
よ
っ
て
達
成
す
る
こ
と
は
守
き
ず
、
こ
こ

で
考
察
を
お
こ
な
い

は
異
な
っ
た
こ
こ
ろ
の
働
き
に
求
め
ら
れ
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
は
こ
の

そ
の
結
果

到
達
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
知
識
は
、

と
し
て
定
位
す
る
。
そ
し
て
第
二
部
は
、
こ
の

い
な
し
」
と
い
う
こ
こ
ろ
の
働
き
夜
中
心
に
議
論
が
展
開
し

働
き
を
「
思
い
な

て
い
く
の
で
必
る
。
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プ
ラ
ト
ン
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
第
二
部
に
お
け
る
虚
偽
不
可
能
論

さ
て
、
第
二
部
に
入
る
と
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
は
知
識
の
新
た
な
定
義
と
し
て
「
真
な
る
思
い
な
し
(
軍
包
含
宮
田
仏
O
M
P
E
3
U
)
」
を

提
出
す
る
(
こ
れ
を
「
第
二
定
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
)
。
彼
は
「
思
い
な
し
」
に
「
真
な
る
」
と
い
う
限
定
を
付
加
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
、
「
思
い
な
し
」
に
は
虚
偽
の
も
の
も
存
在
す
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
、
全
て
の
「
思
い
な
し
」
を
知
識
で
あ
る

と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

そ
の
う
ち
の
真
な
る
も
の
が
知
識
に
違
い
な
い
と
彼
は
主
張
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
真
な
る
思

い
な
し
」
と
い
う
定
義
が
提
示
さ
れ
た
以
上
、
当
然
、
議
論
は
こ
の
第
二
定
義
の
当
否
を
巡
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
が
、

し

か
し
こ
の
予
想
に
反
し
て
、
実
際
に
第
二
部
の
議
論
の
大
半
が
費
や
さ
れ
る
の
は
、
「
偽
な
る
思
い
な
し
」
は
成
立
不
可
能
で
あ
る
と
い

う
虚
偽
不
可
能
論
の
ア
ポ
リ
ア
な
の
で
あ
り
、
「
真
な
る
思
い
な
し
」
が
議
論
の
前
面
に
取
り
出
さ
れ
て
論
駁
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
「
偽

う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
プ
ラ
ト
ン
が
第
二
定
義
を
無
視
し
て
、

そ
れ
と
は
全
く
異
な
っ
た
別
の
議
論
を
始
め
た
と
は
思
え
な
い
。

で
は
、

n
U
 

F

、υ

な
る
思
い
な
し
」

の
ア
ポ
リ
ア
に
対
す
る
解
決
の
試
み
が
失
敗
に
帰
し
た
後
の
簡
単
な
議
論
に
よ
っ
て

(
N
E早
zq)
に
過
ぎ
な
い
よ

両
者
の
聞
に
は
い
か
な
る
関
わ
り
が
あ
る
の
か
。
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
テ
ア
イ
テ
ト
ス
篇
第
二
部
の
謎
を
解
く
た
め
の
最

大
の
鍵
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
第
二
部
の
議
論
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
ア
ポ
リ
ア
の
提
示
と
、

そ
の
ア
ポ
リ
ア
か
ら
抜
け
出
す
た
め
の
い
く
つ
か
の
試
み
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
最
初
に
「
知
っ
て
い
る
」
「
知
ら
な
い
」
を
使
っ
た
虚
偽
不
可
能
論
が
提
示
さ
れ
、
議
論
は
ア
ポ
リ
ア

に
陥
る
。
次
に
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
、
「
あ
る
」
「
あ
ら
ぬ
」
を
使
っ
た
新
た
な
解
決
策
が
提
示
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に

よ
っ
て
も
虚
偽
不
可
能
論
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
、
議
論
は
再
び
ア
ポ
リ
ア
に
陥
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
の
解
決
と
し
て
「
思

い
違
い
(
畠

oe巳
白
こ
と
い
う
概
念
を
導
入
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ア
ポ
リ
ア
は
解
決
さ
れ
た
か
に
見
え
た
が
、
再
び
第
一
の
ア
ポ
リ
ア

(
1
)
 

と
同
穫
の
ア
ポ
リ
ア
が
立
ち
現
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、
第
一
の
ア
ポ
リ
ア
を
解
決
す
る
た
め
に
二
つ
の
解
決
の
試
み
が
な
さ
れ
る
が
、



結
局
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
解
決
で
き
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
以
上
の
議
論
の
流
れ
を
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
第
二

部
の
行
き
詰
ま
り
の
主
要
な
原
因
は
、
最
初
に
提
示
さ
れ
て
い
る
「
知
っ
て
い
る
」
「
知
っ
て
い
な
い
」
に
よ
る
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
。
実
際
、

私
の
知
る
限
り
全
て
の
注
釈
家
達
が
、
第
二
部
の
行
き
詰
ま
り
の
原
因
を
こ
の
ア
ポ
リ
ア
の
中
に
求
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
問
題

を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
我
々
は
ま
ず
こ
の
第
一
の
ア
ポ
リ
ア
を
詳
細
に
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
一
の
ア
ポ
リ
ア
は
以
下
の
よ
う
に
し
て
導
入
さ
れ
る
。
ま
ず
、
「
全
て
に
つ
い
て
、
ま
た
、

そ
の
各
々
に
つ
い
て
、
我
々
に
可
能
な

の
ほ
、
知
っ
て
い
る
か
知
ら
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る

(
冨
∞
匙
)
」
と
い
う
知
と
不
知
の
二
分
の
前
提
が
同
意
さ
れ
(
こ
れ
を

ωと

す
る
)
、
こ
の
二
分
が
、
「
思
い
な
す
者
は
、
知
っ
て
い
る
も
の
ど
も
の
う
ち
の
何
か
を
思
い
な
す
か
、
知
ら
な
い
も
の
ど
も
の
う
ち
の
何

か
を
思
い
な
す
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る

(
E
Eア
∞
)
」
と
い
う
か
た
ち
で
「
思
い
な
し
」
に
適
用
さ
れ
る
(
こ
れ
を
倒
と
す
る
)
。
そ
し

て
、
「
偽
な
る
思
い
な
し
」
が
こ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
四
通
り
に
分
類
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
(
二
「
知
っ
て
い
る
も
の
を
、
別

司
E
4

E
U
 

の
知
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
」
、
士
乙
「
知
ら
な
い
も
の
を
、
別
の
知
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
う
」
、
言
二
「
知
っ
て
い
る
も

の
を
、
別
の
知
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
う
」
、
(
四
)
「
知
ら
な
い
も
の
を
、
別
の
知
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
」
と
い
う
四
通
り

で
あ
る
。
そ
し
て
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
れ
ら
の
場
合
分
け
の
そ
れ
ぞ
れ
が
成
立
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
虚
偽

を
思
い
な
す
こ
と
の
可
能
性
を
潰
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
は
誰
に
と
っ
て
も
説
得
的
で
あ
る
と
は
決
し
て
い
え
な
い
。
実
際
、
多
く
の
注
釈
家
達
は
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
の
中
に
は
特

定
の
人
間
に
と
っ
て
説
得
的
な
何
ら
か
の
特
殊
な
前
提
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
問
題
の
焦
点
は
、
こ
の
議
論
が
誰
に
と
っ

て
説
得
的
で
あ
っ
た
の
か
(
す
な
わ
ち
、
作
者
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
説
得
的
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
プ
ラ
ト
ン
み
ず
か
ら
は
コ
ミ
ツ

ト
す
る
こ
と
な
し
に
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
あ
る
い
は
テ
ア
イ
テ
ト
ス
に
と
っ
て
説
得
的
な
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
る
の
か
)
、

そ
し
て
そ
れ

北
大
文
学
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紀
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プ
ラ
ト
ン
i

『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
第
二
部
に
お
け
る
虚
偽
不
可
能
論

が
説
得
的
で
あ
っ
た
理
由
は
伺
な
の
か
、
と
い
う
点
に
集
中
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、

な
ぜ
第
二
部
に
お
い
て
こ
の

よ
う
な
ア
ポ
リ
ア
が
登
場
し
た
の
か
と
い
う
理
由
も
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
す
る
私
の
解
釈
は
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
は
テ
ア
イ
テ
ト
ス
に
と
っ
て
説
得
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ア

ボ
リ
ア
は
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
の
提
出
す
る
第
二
定
義
そ
の
も
の
の
中
に
潜
在
す
る
ア
ポ
リ
ア
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
虚
偽
不
可

能
論
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
思
い
な
し
」

の
定
式
化
そ
の
も
の
が
、
「
真
な
る
思
い
な
し
」
に
つ
い
て
の
テ
ア
イ
テ
ト
ス

の
理
解
の
仕
方
を
精
確
に
反
映
し
た
も
の
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
う
で
あ
る
と
し
た
ら
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
は
テ
ア
イ
テ
ト

ス
自
身
の
ア
ポ
リ
ア
で
あ
り
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
が
ア
ポ
リ
ア
の
ま
ま
に
終
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
に
さ
れ
る
の
は
、
「
思
い
な
し
」

し
か
し
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
プ
ラ
ト
ン
に
帰
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
見
解
が
根
強
い
の
も
確
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
従
来
の
解
釈
の

の
Lr

D
 

に
対
す
る
テ
ア
イ
テ
ト
ス
の
理
解
の
不
十
分
さ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

検
討
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

注
釈
家
達
の
多
く
は
こ
の
ア
ポ
リ
ア
の
原
因
を
プ
ラ
ト
ン
自
身
に
帰
し
て
い
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
第
二
部
に
お
い
て
プ
ラ
ト
ン
は
、

「
知
識
」
に
関
し
て
彼
自
身
が
持
っ
て
い
る
特
殊
な
理
解
ゆ
え
に
、
み
ず
か
ら
虚
偽
不
可
能
論
の
畏
に
落
ち
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
そ
う
と

(

2

)

(

3

)

 

格
闘
し
て
い
る
の
で
あ
る
り
こ
の
よ
う
な
読
み
方
に
つ
い
て
、
我
々
は
ま
ず
、
代
表
的
な
解
釈
の
一
つ
で
あ
る
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
解
釈
に

即
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。



さ
て

マ
ク
ダ
ウ
エ
ル
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
は
「
思
い
な
し
」
を
、
「

x
は
y
(
と
同
こ

で
あ
る
」
と
い
う
か
た
ち
で
、

つ
ま
り
、

二
つ
の
項
の
聞
の
同
一
性
を
問
題
に
す
る
同
一
性
判
断
と
し
て
理
解
し
て
い
た
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
こ
の
同
一
性
判
断
を
モ
デ
ル
に
し
て
、

そ
れ
に
つ
い
て
(
一

)
l
(
四
)
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
虚
偽
の
判
断
は
不
可
能
で
あ
る
と
結
論
し
た
。
し
か
し
、
同
一
性
判
断

以
外
の
判
断
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
こ
の
説
明
は
成
立
し
な
く
な
る
と
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
い
う
。

つ
ま
り
、
プ
ラ
ト
ン
の
分
析
は
同
一
性

判
断
と
い
う
特
殊
な
判
断
だ
け
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
、
こ
れ
を
判
断
一
般
に
拡
張
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
い
う
の
が
、

マ

ク
ダ
ウ
エ
ル
の
指
摘
す
る
問
題
点
の
一
つ
で
あ
る
。

叩
?
-
‘
司
、
A

ナハカ

マ
ク
ダ
ウ
エ
ル
に
よ
れ
ば
、
問
題
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
は
こ
れ
以
外
に
も
暗
黙
の
前
提

を
持
っ
て
お
り
、

そ
れ
が
虚
偽
不
可
能
論
の
究
極
的
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
知
っ
て
い
る
も
の
を
思
い
な

ラ
ト
ン
が
(
二
)
に
お
い
て
、
「
知
ら
な
い
も
の
」
は
思
い
な
す
こ
と
す
ら
不
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
と
き
、
彼
は
、
対
象
を
直
接
的

- 53ー

す
場
合
と
、
知
ら
な
い
も
の
を
思
い
な
す
場
合
を
問
題
に
す
る
と
き
、
知
識
に
つ
い
て
特
殊
な
考
え
方
を
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
プ

に
「
見
知
っ
て
」

い
る
こ
と
(
白
n
G
E
E
S
5
0
)
を
意
味
し
て
い
る
。

マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
(
二
)
に
は
、
「
も
し
ひ
と
が
、

何
か
を
思
い
な
し
て
い
る
な
ら
、
彼
は
そ
の
も
の
を
知
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
原
理
が
含
意
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
(
一
)

(
三
)
(
四
)
を
も
支
配
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
こ
の
知
識
は
、
単
に
思
い
な
し
の
対
象
を
特
定
で
き
れ
ば
よ
い

よ
う
な
弱
い
も
の
で
は
な
く
、
対
象
に
対
す
る
完
全
な
知
識
な
の
で
あ
る
。
結
局
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
思
い
な
し
の
成
立
に
必
要
と
さ
れ
る

知
識
を
、
こ
の
よ
う
な
「
見
知
り
」

モ
デ
ル
で
考
え
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
知
識
と
い
う
も
の
を
畠

E
R
g
s
Eロ
m
自
国
立

R
と
し
て
扱
う

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
マ
ク
ダ
ウ
エ
ル
は
説
明
す
る
。
し
か
も
、
プ
ラ
ト
ン
の
こ
の
扱
い
方
の
背
後
に
は
、
「

x
を
知
っ
て
い
る
こ

と

(-so呈
包
唱
え
凶
)
」
を
「

x
が
何
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
こ
と

(wg呈
包
唱
え
巧
冨
片
岡
町
こ
を
同
一
視
す
る
傾
向
が
潜
ん

北
大
文
学
部
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プ
ラ
ト
ン
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
第
二
部
に
お
け
る
虚
偽
不
可
能
論

で
い
る
と
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
解
釈
は
説
得
的
な
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
ま
ず
、
同
一
性
判
断
に
つ
い
て
テ
キ
ス
ト
を

再
検
討
し
よ
う
。
確
か
に
、
(
二
)

の
定
式
化
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
テ
ア
イ
テ
ト
ス
で
あ
る
」
と
い
う
同
一
性
判

断
を
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
プ
ラ
ト
ン
が
全
て
の
判
断
を
同
一
性
判
断
に
還
元
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
の
証

拠
に
な
る
と
は
思
え
な
い
。
彼
は
こ
れ
を
あ
く
ま
で
一
つ
の
例
と
し
て
提
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ

ろ
う
。そ

も
そ
も
(
一
)
|
(
四
)

の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
思
い
な
し
」
の
定
式
化
は
、
必
ず
し
も
同
一
性
判
断
と
し
て
し
か
理
解
で
き
な
い
よ

う
な
も
の
で
は
な
い
。
同
一
性
判
断
の
例
が
登
場
す
る
の
は
(
二
)
に
お
い
て
で
あ
り
、
こ
の
例
が
(
二

の
説
明
を
支
配
し
て
い
る
と

54一

必
ず
し
も
考
え
る
必
要
は
な
い
。
(
こ
の
定
式
化
は
、
「
知
っ
て
い
る
も
の

(
a
)
を、

そ
れ
で
あ
る
と
は
思
わ
ず
に
、
別
の
知
っ
て
い

る
も
の

(
b
)
で
あ
る
と
思
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
定
式
化
は
、
「
『

a
は
b
で
あ
る
』
と
思
う
」
と
い
っ
た
、

a
を
主
語
、

b 

を
述
語
に
し
た
か
た
ち
で
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。
確
か
に
、
も
し
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
し
た
ら
、

a
、
b
と

い
う
こ
つ
の
対
象
に
つ
い
て
の
完
全
な
知
識
が
要
求
さ
れ
な
く
て
は
虚
偽
の
可
能
性
は
残
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
(
こ
に
お
い

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
二
つ
の

「
知
っ
て
い
る
も
の
」
を
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
と
「
テ
ア
イ
テ
ト
ス
」
の
よ
う
に
理
解
し
、
両
者
に
つ
い
て

同
一
性
判
断
を
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
よ
う
な
場
合
に
は
、

そ
の
よ
う
な
知
識
が
要
求
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
定
式
化

を
、
「
(
実
際
に
は

a
で
あ
る
も
の
を
)
『

a
で
あ
る
」

と
は
思
わ
ず
に
『
b
で
あ
る
」

と
思
う
」
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
テ
ア
イ
テ
ト
ス
」
に
つ
い
て
「
醜
い

(
a
)」

で
は
な
く
「
美
し
い

(
b
)
」
と
誤
っ
て
判
断
し
て
し
ま
っ
た
場

合
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
と
き
、
拒
絶
さ
れ
て
い
る
不
可
能
事
と
い
う
の
は
、
「
テ
ア
イ
テ
ト
ス
は
醜
い
」
と
知
っ
て
い
な
が
ら
、

そ



の
知
識
に
背
い
て
「
テ
ア
イ
テ
ト
ス
は
美
し
い
」
と
判
断
し
て
し
ま
う
よ
う
な
事
態
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
知
っ
て
い
る
」
の
対
象
を
何
ら
か
の

「
個
物
」
と
し
て
措
定
し
て
い
る
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

(
A
)
の
提
示
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
そ
の
よ
う
な
措
定
を
行
な
っ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
こ
こ
で
強
調
し
て
い
る
の
は
、
知
と
不
知
の
二
分
が
「
あ
ら
ゆ
る
事
柄
(
宮
ロ
g
)」

に
適
用
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
匂

S
Z
が
全
て
の

「
個
物
」
を
意
昧
す
べ
き
必
然
性
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ

こ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
い
い
た
い
の
は
、
「
知
が
関
わ
り
う
る
全
て
の
事
柄
に
つ
い
て
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
事
柄
の
う
ち
に
は

単
に
「
個
物
」
だ
け
で
は
な
く
命
題
的
な
知
も
含
ま
れ
う
る
の
だ
と
考
え
た
方
が
文
脈
に
適
合
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で

以
上
の
よ
う
な
解
釈
の
可
能
性
は
最
初
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

た
と
え
ば

「
田
川
一
い
選
一
い

(
回
出
。
門
芯
弘
田
)
」

の
議
論

(
E
S
H
O
B
H
S
E
)
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
定
式
化
は
、

明
ら
か
に
こ
の
よ
う
な
読
み
を
許
容
す
る
よ
う

Fhυ zo 

に
思
わ
れ
る
。
「
あ
る
」
「
あ
ら
ぬ
」
に
よ
る
分
析
が
失
敗
し
た
後
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
こ
の
「
あ
る
」
「
あ
ら
ぬ
」
に
よ
る
も
う
一
つ
の

解
決
案
と
し
て
「
思
い
違
い
ご
と
い
う
概
念
を
導
入
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ア
ポ
リ
ア
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
、
我
々
の
思
い

な
し
が
関
わ
っ
て
い
る
対
象
が
「
あ
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
容
認
し
な
が
ら
、

そ
の
「
あ
る
」
に
「
別
の
も
の
」
と
い
う
性
格
を
負
わ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
虚
偽
の
可
能
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
我
々
が
虚
偽
を
思
い
な
す

と
き
、
確
か
に
我
々
は
「
あ
る
」
も
の
を
思
い
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
そ
れ
は
、
「
(
本
来
思
い
な
す
べ
き
も
の
と
は
)
別
の
も

の
」
な
の
で
あ
り
、
こ
の
「
別
の
も
の
」
を
捉
え
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
彼
は
虚
偽
を
犯
し
て
い
る
と
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。

ソ

ク
ラ
テ
ス
は
、
こ
の
ア
イ
デ
ア
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

北
大
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ラ
ト
ン
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
」
第
二
部
に
お
け
る
虚
偽
不
可
能
論

誰
か
が
、
あ
る
も
の
ど
も
の
う
ち
の
何
か
を
、
あ
る
も
の
ど
も
の
別
の
も
の
と
、
思
考
に
よ
っ
て
取
り
違
え
、
(
そ
う
で
あ
る
と
)

主
張
す
る
と
き
に
、
我
々
は
(
こ
の
)
何
ら
か
の
思
い
違
い
を
偽
な
る
思
い
な
し
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な

と
き
、
彼
は
常
に
、
「
あ
る
も
の
」
を
思
い
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

一
方
の
か
わ
り
に
他
方
を
思
い
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
狙
っ
て
い
た
も
の
を
逸
し
て
い
る
以
上
、
虚
偽
を
思
い
な
し
て
い
る
と
正
当
に
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

(
E
S
ロEn品
)

こ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
主
張
し
て
い
る
ア
イ
デ
ア
は
、
以
下
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
「
テ
ア
イ
テ
ト
ス
は
美

し
い
」
と
い
う
虚
偽
の
判
断
に
お
い
て
、
確
か
に
判
断
者
は
、
「
あ
る
も
の
ど
も
の
一
つ
」

つ
ま
り
、
「
美
し
い
」
を
思
い
な
し
て
い
る
。

て
取
り
違
え
、
「
醜
い
」
の
か
わ
り
に
「
美
し
い
」
と
い
う
、
反
対
の

「
あ
る
」
を
捉
え
て
い
る
。
確
か
に
彼
は
、
真
実
を
述
べ
て
い
る

- 56ー

す
な
わ
ち
彼
は
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
に
つ
い
て
「
(
美
し
い
も
の
で
)
あ
る
(
岳
邑
)
」
と
思
い
な
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
、
思
考
に
よ
っ

つ
も
り
な
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
「
狙
っ
て
い
る
も
の
を
逸
し
て
」
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
解
釈
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
判
断
者
は
二
つ
の
対
象
に
つ
い
て
同
一
性
判
断
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
判
断
者
は
確
か
に
「
醜
い
」
と
「
美
し
い
」
を
取
り
違
え
て
い
る
が
、

し
か
し
、
「
醜
は
美
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
を
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
「
テ
ア
イ
テ
ト
ス
は
美
し
い
」
と
い
う
判
断
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
午

一
方
の
項
(
「
醜
い
」
)
は
判
断
者
に
は
現
れ
て
い
な
い
。

彼
は
何
か
に
つ
い
て
何
ら
か
の
真
な
る
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
「
思
考
に
よ
っ
て
」
、
誤
っ
た
も
の
を
捉
え
て
し
ま
っ
た
わ

け
で
あ
一
勺
こ
こ
で
判
断
は
、
二
つ
の
項
の
聞
の
同
一
性
判
断
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
何
か
に
つ
い
て
何
ら
か
の
主
張
を
す
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
主
張
に
つ
い
て
取
り
違
え
を
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
別
の
も
の
を
思
い
な
す
」
と
い
う
文
脈
で
虚
偽
が
語
ら
れ

る
と
き
、
少
な
く
と
も
こ
の
語
り
方
の
中
に
は
、
同
一
性
判
断
を
合
意
す
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。



も
し
以
上
の
よ
う
な
解
釈
が
許
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
我
々
は
、
こ
こ
で
の
「
知
っ
て
い
る
」
を
、

マ
ク
ダ
ウ
エ
ル
の
よ
う
な
見
知
り
知

と
し
て
考
え
る
必
要
性
か
ら
解
放
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
反
対
に
、
も
し
こ
こ
で
の
知
識
の
対
象
を
非
命
題
的
な
対
象
と
し
て
理
解
し
、
プ
ラ

ト
ン
は
こ
の
よ
う
な
対
象
に
関
す
る
同
一
性
判
断
と
し
て
の
虚
偽
の
思
い
な
し
を
否
定
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
な
ら
、
ど
う
し
て
も
マ

ク
ダ
ウ
エ
ル
の
い
う
よ
う
な
見
知
り
知
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
知
識
概
念
が
登
場
し
て
い
る
と

は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
の
説
明
の
中
に
虚
偽
の
可
能
性
を
塞
い
で
し
ま
う
よ
う
な
暗
黙
の
前
提
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
い

う
考
え
方
は
、
必
ず
し
も
十
分
に
説
得
力
の
あ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
定
式
化
に
対
す
る
理
解
も
、
必
ず
し
も

絶
対
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
我
々
は

(
A
)
の
二
分
法
が
説
得
的
に
な
り
う
る
別
の
見
方
を
模
索
し
た

方
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

n
t
 

5
 

以
上
の
解
釈
は
、

ア
ポ
リ
ア
の
原
因
を
プ
ラ
ト
ン
自
身
に
帰
し
て
い
た
。
し
か
し
む
し
ろ
、
虚
偽
不
可
能
論
の
ア
ポ
リ
ア
そ
の
も
の
が
、

テ
ア
イ
テ
ト
ス
自
身
の
ア
ポ
リ
ア
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
第
二
定
義
を
提
出
し
た
と
き
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
の
中
に
虚
偽

不
可
能
論
を
帰
結
し
て
し
ま
う
よ
う
な
考
え
方
が
存
在
し
て
い
だ
か
ら
こ
そ
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
テ
ア
イ
テ
ト
ス
に
対
し
て
虚
偽
不
可
能
論

の
ア
ポ
リ
ア
を
投
げ
か
け
た
の
で
は
な
い
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
し
た
ら
、
我
々
は
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
提
示
す
る
虚

偽
不
可
能
論
に
に
す
ぐ
さ
ま
同
意
し
て
し
ま
う
理
由
も
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
議
論
が
彼
に
と
っ
て
受
け
入
れ
や
す
か
っ
た
の

北
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は
、
彼
の
中
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
素
地
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
だ
と
説
明
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
第
二
部
を
見
る
こ
と
は
、
す
で
に
フ
ァ
イ
ン
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
次
に
こ
の
フ
ァ
イ
ン

の
解
釈
を
見
て
お
こ
う
。

フ
ァ
イ
ン
は
、
「
全
て
に
つ
い
て
、

ま
た
、

そ
の
各
々
に
つ
い
て
、
我
々
に
可
能
な
の
は
、
知
っ
て
い
る
か
知

ら
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
」
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
葉
は
、
「
あ
る
対
象
X
に
つ
い
て
、

ひ
と
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
全
て
の
こ
と

を
知
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
何
も
知
ら
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
」
と
い
う
意
昧
に
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
主

張
す
る
ル
彼
女
に
よ
れ
ば
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
は
こ
の
よ
う
な
考
え
(
強
い
見
知
り
モ
デ
ル
)
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
持
っ
て
お
り
、
こ
れ

が
虚
偽
不
可
能
論
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
こ
の
前
提
は
第
二
定
義
が
成
立
す
る
た
め
の
十
分
条
件
な
の
で

し
た
が
っ
て
プ
ラ
ト
ン
は
議
論
を
ア
ボ
リ
ア
に
導
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
前
提
を
却
下
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
一
生

ア
ポ
リ
ア
の
原
因
に
つ
い
て
の
彼
女
の
考
え
方
は
、
明
ら
か
に
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
女
も
対
象

。。
Fhυ 

あ
り
、

に
つ
い
て
匙
ゐ
ヤ
ロ
♀
E
国間一

B
巳
昨
日
を
帰
結
す
る
よ
う
な
知
識
を
ア
ポ
リ
ア
の
根
底
に
想
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
テ
ア
イ
テ

ト
ス
が
こ
の
よ
う
な
前
提
を
持
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
こ
の
前
提
に
よ
っ
て
虚
偽
不
可
能
論
が
生
じ
る
の
は
当
然
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
と
き
、
判
断
者
が
何
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
と
き
に
は
、

そ
の
対
象
に
つ
い
て
全
て
の
事
柄
が
知
ら
れ
て
い

る
以
上
、

そ
の
対
象
に
つ
い
て
の
判
断
を
誤
る
可
能
性
は
原
理
上
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
彼
女
の
革
新
的
な
点
は
、
こ
の
強

い
見
知
り
モ
デ
ル
を
プ
ラ
ト
ン
で
は
な
く
テ
ア
イ
テ
ト
ス
に
帰
属
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
存
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
強
い
見
知
り
モ

デ
ル
を
テ
ア
イ
テ
ト
ス
に
帰
属
さ
せ
る
ど
れ
ほ
ど
の
必
然
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
対
話
の
表
面
を
追
う
限
り
、
こ
の
よ
う

な
考
え
を
示
唆
す
る
よ
う
な
証
拠
は
全
く
現
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
テ
ア
イ
テ
ト
ス
が
そ
の
よ
う
な
知
識
観
を
抱
い
て
い

る
こ
と
を
確
信
さ
せ
る
よ
う
な
外
的
な
証
拠
を
見
い
だ
す
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。



彼
女
は
こ
の
見
知
り
モ
デ
ル
が
、
第
二
定
義
の
成
立
の
た
め
の
十
分
条
件
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
強
い
前

提
を
措
定
す
れ
ば
、

そ
の
中
に
は
第
二
定
義
も
含
み
込
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
は
最
初
の
提
示
(
冨
呂
十
寸
)
に

お
い
て
、
偽
な
る
思
い
な
し
の
存
在
を
確
か
に
-
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
テ
ア
イ
テ
ト
ス
が
こ
の
強
い
見
知
り
モ
デ
ル
を
抱
い
て
い

る
と
し
た
ら
、

そ
も
そ
も
彼
が
こ
の
可
能
性
を
認
め
る
筈
が
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
が
措
定
さ
れ
る
だ
け
で
、
全
て
の
思
い
な
し
は

真
で
あ
る
と
い
う
結
論
は
決
定
的
に
明
白
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
が
登
場

す
る
背
景
に
は
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
の
側
に
何
ら
か
の
問
題
が
存
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
は
基
本
的
に
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、

そ

れ
が
フ
ァ
イ
ン
の
主
張
す
る
よ
う
な
強
い
見
知
り
モ
デ
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
疑
義
を
呈
さ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
フ
ァ
イ
ン
の
解
釈
は
、

ア
ポ
リ
ア
の
原
因
を

(
A
)
の
背
後
に
あ
る
、
知
識
に
つ
い
て
の
特
殊
な
理
解
に
求
め
て
い
た
。
し
か

し
、
む
し
ろ
こ
の
ア
ポ
リ
ア
は
、
「
知
識
」
と
い
う
よ
り
も
、
「
真
な
る
思
い
な
し
」
に
つ
い
て
の
テ
ア
イ
テ
ト
ス
の
理
解
に
依
存
し
て
い

nv 
Fhu 

る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
注
釈
家
た
ち
は

(
A
)
に
お
け
る
「
知
っ
て
い
る
」
の
意
味
に
と
ら
わ
れ
て
き

た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
の
第
二
定
義
と
の
繋
が
り
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
も
し
「
真
な
る

思
い
な
し
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の
テ
ア
イ
テ
ト
ス
の
考
え
方
が
そ
も
そ
も
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、

こ
こ
か
ら
ア
ポ
リ
ア
が
生
じ
て
き
て
し
ま
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
し
た
ら
、
プ
ラ
ト
ン
は
こ
の
議
論
に
お

い
て
、
「
真
な
る
思
い
な
し
」
に
つ
い
て
の
テ
ア
イ
テ
ト
ス
の
理
解
の
不
十
分
さ
を
突
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

テ
ア
イ
テ
ト
ス
は
、
以
下
の
よ
う
な
推
論
に
基
づ
い
て
第
二
定
義
を
導
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
定
義
に
対
す
る
最
終
的
な
論

駁

(
H
E
E
E
E
rロ
)
の
結
果
、
知
識
は
「
思
い
な
し
」
の
中
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
る
に
「
思

い
な
し
」
に
は
偽
な
る
も
の
も
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
知
識
と
は
「
真
な
る
思
い
な
し
」

で
あ
る
に
違
い
な
い

(]EJ可
σAF'斗
)
。
こ
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プ
ラ
ト
ン
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
第
二
部
に
お
け
る
虚
偽
不
可
能
論

の
推
論
に
お
い
て
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
は
「
真
な
る
信
念
」
と
は
そ
も
そ
も
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の
反
省
を
全
く
お
こ
な
っ

て
い
な
い
。
こ
の
点
で
、
彼
の
考
え
に
は
、
「
思
い
な
し
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
「
真
な
る
思
い
な
し
」
と
認
め
う
る
の

か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
反
省
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
こ
の
テ
ア
イ
テ
ト
ス
の
考
え
方
の
提
示
を
受
け
て
、
以
下

の
よ
う
に
語
る
。
「
思
い
な
し
に
は
二
つ
の
姿
が
あ
っ
て
、

一
つ
は
真
な
る
も
の
の
そ
れ
で
あ
り
、
他
は
虚
偽
な
る
も
の
の
そ
れ
で
あ
る

か
ら
、

そ
の
真
な
る
思
い
な
し
の
方
を
知
識
だ
と
定
め
る
と
い
う
わ
け
な
の
か
ね
。

(

H

∞
叶
色
白
)
」
こ
こ
で
の
「
姿
(
広

g
)」
と
い
う

言
葉
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
外
的
な
「
見
え
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
「
思
い
な
し
」
が
「
真
」
と
い
う
外
的
な
見
え
を
み

そ
の
内
的
な
構
造
の
差
異
は
一
切
考
慮
に
入
れ
な
い
と
い
う
の
が
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
の
基

せ
た
と
き
、

そ
れ
を
「
知
識
」
と
し
て
定
め
、

で
は
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
は
当
の
「
真
な
る
思
い
な
し
」
そ
の
も
の
を
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
実
は
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本
的
な
立
場
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
(
え
・

8
0
0
令
。
)
。

こ
の
こ
と
が
そ
の
後
の
ア
ポ
リ
ア
の
議
論
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
の
だ
と
考
え
た
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
は
実
は
テ
ア

イ
テ
ト
ス
自
身
に
と
っ
て
の
「
真
な
る
思
い
な
し
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
提
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
こ
こ

で
「
偽
な
る
思
い
な
し
」
が
存
在
し
な
い
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
が
立
ち
現
わ
れ
て
し
ま
う
の
は
、
「
真
な
る
思
い
な
し
」
が
テ
ア
イ
テ
ト
ス

の
理
解
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
な
の
で
あ
り
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
お
こ
な
っ
て
い
る
の
は
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
に
対
す
る

白
色

F
。日
E
o
g
な
議
論
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
問
題
を
見
る
と
き
、
興
味
深
い
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
提
示
す
る
際
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
説
を

ほ
の
め
か
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
む
い
つ
ま
り
、
「
思
い
な
し
が
真
で
あ
る
」
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
の
テ
ア
イ
テ
ト
ス
の
理
解
は
、

「
完
全
知
」
が
前
提
に
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
実
は
「
思
い
な
し
」
に
つ
い
て
の
フ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
的
な
理
解
(
門
戸
H

虫
色

R
)
に
由



来
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
の
章
で
は
、
従
来
の
解
釈
に
対
す
る
批
判
を
踏
ま
え
つ
つ
、
第
一
の
ア
ポ
リ
ア
が
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
理
解
で
き
る
こ
と
を
明
ら

〉
こ

J

ご
、
，
0

・
刀
t
v
、L
ナ
'
t
v

四

第
一
の
ア
ポ
リ
ア
の
提
示
に
お
い
て
、
ま
ず
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
知
と
不
知
の
二
分
と
い
う
前
提

(
A
)
を
唐
突
に
導
入
し
て
く
る
。
こ
の

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
前
提

(
A
)
は
、
こ
れ
ま
で
虚
偽
不
可
能
論
発
生
の
根
本
的
な
原
因
と
考
え
事
り
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
注
釈

家
た
ち
は
、
こ
の
知
と
不
知
の
二
分
の
中
に
「
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
の
特
殊
な
意
味
を
見
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ソ
ク
一
フ
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テ
ス
の
語
り
方
は
お

そ
の
よ
う
な
特
殊
な
意
味
を
全
く
前
提
し
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、

民
営
∞
ふ
に
お
け
る
テ
ア
イ
テ

ト
ス
の
応
答
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
が

(
A
)
を
も
っ
と
も
ら
し
い
と
考
え
た
の
は
こ
れ
が
排
中
律
で
あ
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
排
中
律
が
も
っ
と
も
ら
し
く
な
る
の
は
、
「
見
知
り
」
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
と
き
の
み
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
「
知
っ
て
い
る
」
「
知
ら
な
い
」

の
対
象
は
、

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
見
知
り
の
対
象
(
個
物
)

の
み
に
限
ら
れ
な
い
。

ソ
ク
ラ

テ
ス
の
言
い
方
(
冨
∞
巴
ム
)
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
「
知
っ
て
い
る
」
「
知
ら
な
い
」

の
対
象
と
な
る
の
は
、
知
識
の
対

象
と
な
り
う
る
全
て
の
事
柄
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
命
題
的
な
も
の
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
排
除
さ
れ
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
想
定
さ
れ
う
る
全
て
の
事
柄
に
つ
い
て
、
知
と
不
知
の
二
分
を
適
用
し
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
個
物
に
つ
い
て
の
知
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
想
定
を
し
な
け
れ
ば
、
「
知
っ
て
い
る
」
「
知
ら
な
い
」
に

北
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プ
ラ
ト
ン
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
」
第
二
部
に
お
け
る
虚
偽
不
可
能
論

対
す
る
あ
る
理
解
の
も
と
で
は
、
こ
の
二
分
法
は
あ
り
そ
う
な
も
の
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

で
は
、

そ
れ
は
い
か
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
判
断
者
の
中
に
は
す
で
に
何
ら
か
の
か
た
ち
で
知
識
が
存
在
し
て
お
り
彼
は
そ
れ
を

も
と
に
し
て
判
断
を
下
す
と
い
う
考
え
方
は
、
判
断
の
成
立
の
定
式
化
と
し
て
常
識
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
A
)
に
お
い
て
記
述
さ
れ

て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
判
断
の
基
礎
に
な
る
よ
う
な
、
あ
ら
か
じ
め
判
断
者
の
中
に
存
在
し
て
い
る
何
ら
か
の
知
で
あ
る
と
理
解
で

き
る
。
確
か
に
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
れ
ば
、
判
断
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
や
事
柄
を
あ
ら
か
じ
め
「
知
っ
て
い
る
」
と
も
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
彼
は
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
を
も
と
に
し
て
判
断
を
下
す
(

(

B

)

)

。
判
断
者
の
中
に
何
ら
か
の
か
た
ち
で
形
成
さ
れ
た
知

が
存
在
す
る
と
き
、

(
A
)
は
こ
れ
を
「
知
っ
て
い
る
」
状
態
と
し
て
措
定
す
る
。
こ
こ
に
は
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
、
「
テ
ア
イ
テ
ト
ス
」
と
い
っ

た
見
知
り
的
な
も
の
か
ら
、
「
テ
ア
イ
テ
ト
ス
は
醜
い
」
と
い
っ
た
命
題
的
な
も
の
ま
で
含
ま
れ
う
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
も
の
が
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存
在
し
て
い
な
い
と
き
に
は
、
「
知
ら
な
い
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
知
に
つ
い
て
、
「
知
っ
て

い
る
」
か
「
知
っ
て
い
な
い
か
」
の
二
分
法
の
適
用
は
、
確
か
に
あ
り
そ
う
な
も
の
に
な
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
い

以
上
の
よ
う
に
、
判
断
者
の
中
に
す
で
に
存
在
し
て
い
る
知
と
、

そ
れ
を
も
と
に
し
て
成
立
す
る
「
思
い
」
と
い
う
、
「
思
い
な
し
」

の
構
造
が
ま
ず
確
認
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
四
つ
の
場
合
分
け
を
行
な
い
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
い
て
虚
偽
の
可
能
性

を
否
定
し
て
い
く
。
ま
ず
彼
は
、
判
断
が
「
知
っ
て
い
る
も
の
」
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
場
合
を
考
察
す
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
以
下
の
よ
う
に
議
論
す
る
。
「
知
っ
て
い
る
も
の
」
に
つ
い
て
は
、
虚
偽
を
思
い
な
す
害
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
知
つ

て
い
る
か
ら
に
は
、

そ
れ
を
、
別
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
り
、
も
し
そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
と
し
た
ら
、

そ
れ
は

「
同
一
の
も
の
を
知
っ
て
い
て
、

か
つ
知
ら
な
い
」
状
態
な
の
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
事
態
は
成
立
し
え
な
い
の
だ
か
ら
と
。
す
で
に
見

た
よ
う
に
、
こ
れ
を
二
つ
の
対
象
に
つ
い
て
の
虚
偽
の
同
一
性
判
断
(
「

a
は
b
で
あ
る
」
)
と
し
て
理
解
す
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
ソ



ク
ラ
テ
ス
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
「
判
断
者
が
何
か
を
知
っ
て
い
た
ら
、
知
っ
て
い
る
通
り
に
そ
う
で
あ
る
と
思
い
な
す
に
違
い
な
い

な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
知
に
逆
ら
っ
た
判
断
を
あ
え
て
お
こ
な
う
こ
と
は
し
な
い
」
と
い
う
意
味
に
理
解
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
知
つ

て
い
る
も
の
」
が
思
い
な
し
の
中
に
登
場
す
る
と
き
と
は
、
単
に
「

a
だ
」
と
い
う
思
い
な
し
が
成
立
し
て
い
る
と
き
な
の
で
あ
り
、
こ

の
と
き
判
断
者
は
、

そ
れ
と
は
異
な
っ
た
「
b
だ
」
と
い
う
思
い
な
し
に
至
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
に
つ
い
て
、
彼
が
醜
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
判
断
者
は
「
テ
ア
イ
テ
ト
ス
は
醜
い
」
と
い
う
思
い
な
し

を
持
つ
の
で
あ
り
、

そ
の
知
に
逆
ら
っ
た
「
テ
ア
イ
テ
ト
ス
は
美
し
い
」
と
い
う
思
い
な
し
を
も
つ
こ
と
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
判
断
者
が
あ
ら
か
じ
め
持
っ
て
い
る
知
の
身
分
が
当
然
問
題
に
な
り
う
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
知
」
に
よ
っ

て
、
判
断
者
に
と
っ
て
無
矛
盾
的
な
思
い
な
し
が
成
立
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
必
ず
し
も
真
な
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う

か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
議
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
が
全
く
考
慮
に
入
れ
ら
れ
ず
、
自
動
的
に
そ
れ
が
「
真
な
る
」
思
い
な
し
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と
見
な
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
「
知
ら
な
い
も
の
」
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
「
知
ら
な
い
も
の
」
に
つ
い
て
の
思
い
な
し
は
そ
も
そ
も
あ
り

え
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
虚
偽
の
可
能
性
は
簡
単
に
拒
絶
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
判
断
者
の
中
に
、
知
識
と
し
て
の

い
か
な
る
情
報
も
存
在
し
て
い
な
い
よ
う
な
状
態
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
A
)
に
お
い
て
二
分
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
き
、

そ
れ
は
判
断
者
の
中
に
「
知
」
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
視
点
か
ら
見
ら
れ
て
い
た
。
判
断
者
の
中
に
、

そ
れ
に
相
当
す
る
よ
う
な
何
ら

か
の
状
態
が
成
立
す
れ
ば
、

そ
れ
は
す
な
わ
ち
「
知
識
」
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
「
知
識
」
は
存
在
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
え
る
と
き
、
「
知
ら
な
い
」
と
は
判
断
者
の
中
に
そ
の
よ
う
な
情
報
が
存
在
し
て
い
な
い
状
態

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
「
思
い
な
し
」
の
中
に
「
知
ら
な
い
も
の
」
が
入
っ
て
く
る
と
き
、

北
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プ
ラ
ト
ン
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
第
二
部
に
お
け
る
虚
偽
不
可
能
論

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
取
り
扱
い
が
全
く
冷
淡
で
あ
る
理
由
も
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
我
々
が
虚
偽
の
思
い
な
し
を
抱
い
て
い
る
判
断
者
を
観
察
し
て
、

そ
の
状
態
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

そ
の
記
述
は

こ
の
よ
う
な
も
の
に
は
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
、
彼
が
実
際
に
は
真
実
を
「
知
っ
て
い
な
い
の
に
知
っ
て
い
る
と

思
っ
て
い
る
」
と
記
述
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
我
々
は
、
彼
が
「
知
っ
て
い
る
」
と
思
っ
て
い
る
事
柄
を
、
(
実
は
)
「
知
つ

て
い
な
い
」
事
柄
と
し
て
記
述
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
記
述
の
も
と
で
は
、
知
と
不
知
の
二
分
と
い
う
前
提
そ
の
も
の
が

機
能
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
「
思
い
な
し
」
を
見
る
と
き
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
提
示
す
る
デ
ィ
レ
ン
マ
の
枠
組
み

そ
の
も
の
が
破
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
提
示
し
て
い
る
「
思
い
な
し
」
の
記
述
は
、
む
し
ろ
、
「
思
い
な
し
」
を
判
断
者
の
側
か
ら
見
た
と
き

(
叩
)

の
記
述
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
分
の
思
い
な
し
に
内
的
な
確
信
の
感
情
を
抱
い
て
い
る
判
断
者
に
と
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
思
い
は

し
た
が
っ
て
、
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真
な
る
思
い
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
み
ず
か
ら
の
内
部
の
知
に
対
し
て
従
順
に
判
断
を
な
し
た
の
で
あ
り
、
あ
く
ま

で
、
知
っ
て
い
る
も
の
を
当
の
知
っ
て
い
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
、
自
分
の
判
断
が
誤
っ
て
い
る
、

す
な
わ
ち
「
知
っ
て
い
な
い
」
な
ど
と
は
、

よ
も
や
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
、
「
思
い
」
を
知
識
に
関
連
付
け
て

理
解
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
と
っ
て
、
こ
の
虚
偽
不
可
能
論
の
論
理
は
説
得
的
な
も
の
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の

よ
う
な
立
場
で
は
、
「
思
い
」
と
い
う
確
信
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
「
知
識
」
を
持
つ
と
い
う
こ
と
と
同
義
な
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で

「
思
い
」
の
成
立
構
造
と
「
知
識
」
の
成
立
構
造
と
は
何
ら
差
異
化
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
思

い
な
し
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
「
不
透
明
な
要
素
」
は
存
在
し
な
い
。
彼
は
み
ず
か
ら
の
「
知
っ
て
い
る
」
も
の
を
も
と
に
判
断
を
下
す

の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
知
に
逆
ら
う
よ
う
な
真
似
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
思
い
な
し
」
の
成
立
構
造
を
判
断
者
の
側
に
た
っ



て
見
て
い
く
と
き
、
彼
が
「
別
の
も
の
」
を
思
い
な
す
と
い
う
こ
と
が
不
可
能
事
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

テ
ア
イ
テ
ト
ス
は
こ
の
よ
う
な
内
的
確
信
に
到
っ
た
状
態
を
「
真
な
る
思
い
な
し
」
と
し
て
理
解
し
、

そ
れ
を
「
知
識
」
と
同
一
視
し
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
彼
は
い
わ
ば
「
思
い
の
論
理
」
と
い
っ
た
も
の
に
と
ら
わ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
立
場
に
た
っ
て
「
真
な
る
思
い
な
し
」
を
理
解
す
る
と
き
、

テ
ア
イ
テ
ト

ス
自
身
の
お
こ
な
っ
て
い
る
「
真
な
る
思
い
な
し
」
と
「
偽
な
る
思
い
な
し
」
と
の
差
別
化
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
思
い
な
し
」
は
全
て
真

で
あ
る
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
が
登
場
し
て
来
て
し
ま
う
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

五

テ
ア
イ
テ
ト
ス
が
以
上
の
よ
う
な
論
理
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
証
拠
が
他
に
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
う
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ち
、
も
っ
と
も
決
定
的
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
「
思
い
違
い
」

モ
デ
ル
に
よ
る
解
決
の
試
み
が
再
び
ア
ポ
リ
ア
に
お
ち
い
る
箇
所
で
あ
る
。

「
思
い
違
い
」
に
つ
い
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
説
明
が
、
単
に
二
つ
の
対
象
の
聞
の
同
一
性
判
断
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

ソ
ピ

ス
テ
ス
篇
で
提
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
解
決
の
方
向
を
示
し
て
お
り
、
虚
偽
の
説
明
と
し
て
成
立
し
え
て
い
る
と
理
解
し
う
る
こ
と
は
す

で
に
見
た
(
二
章
)
。
し
か
し
、
実
際
に
は
こ
の
解
決
は
、
こ
れ
に
対
す
る
テ
ア
イ
テ
ト
ス
の
賛
意
の
表
明

(
H
S
S勺
)
を
き
っ
か
け

と
し
て
再
び
ア
ポ
リ
ア
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
問
題
は
、
こ
の
前
後
で
い
か
な
る
変
化
が
起
こ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

フ
ァ
イ
ン
が
正
し
く
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
テ
ア
イ
テ
ト
ス
の
言
葉
以
前
の
「
思
い
違
い
」
の
定
式
化
と
、
そ
れ
以
後
の
定
式

(
日
)

化
で
は
明
ら
か
な
差
異
が
存
在
す
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
最
初
の
定
式
化
は
不
透
明
性
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
後
の
説
明

北
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プ
ラ
ト
ン
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
第
二
部
に
お
け
る
虚
偽
不
可
能
論

で
は
そ
れ
を
許
容
し
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
説
明
に
お
い
て
は
、
成
立
す
る
思
い
な
し
は
「
テ
ア
イ
テ
ト
ス
は
美

し
い
」
と
い
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
判
断
者
は
テ
ア
イ
テ
ト
ス
に
つ
い
て
「
美
し
い
」
と
「
醜
い
」
を
取
り
違
え
て
い
る
と
い
う
解
釈

が
可
能
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
、

そ
れ
以
後
の
説
明
に
お
い
て
は
、
思
い
な
し
は
「
醜
い
も
の
が
美
し
い
」
と
い
っ
た
も
の
と
し
て

提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
前
者
の
説
明
に
お
い
て
は
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
が
実
は
醜
い
と
い
う
こ
と
は
判
断
者
に
と
っ
て
隠

れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
に
お
い
て
は
そ
の
事
実
が
判
断
者
に
そ
の
ま
ま
立
ち
現
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
違
い
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
一
体
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
注
目
す
べ
き
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
、

「
こ
こ
ろ
が
自
分
自
身
と
お
こ
な
う
対
話
」
と
し
て
提
示
さ
れ
る
「
思
い
な
し
」
の
説
明
で
あ
る

(
H
S
E山
吉
見
)
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

一
と
な
っ
て
分
裂
が
な
く
な
る
と
き
、

そ
れ
が
「
思
い
な
し
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
「
思
い
な
し
」

po 
co 

思
考
と
は
こ
こ
ろ
が
自
分
自
身
に
対
し
て
お
こ
な
う
問
答
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
問
答
の
結
果
、
こ
こ
ろ
の
述
べ
る
こ
と
が
同

に
い
た
る
過
程
で
あ
り
、
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
説
明
は
、
判
断
者
が
確
信
の
念
に
い
た
り
つ
く
姿
を
描
写
し
て
い
る
。
判
断
者
の
内
部
に

分
裂
状
態
が
存
在
す
る
限
り
、
す
な
わ
ち
自
分
の
考
え
の
矛
盾
を
み
ず
か
ら
意
識
し
て
い
る
限
り
、
彼
が
何
ら
か
の
確
信
の
念
を
抱
く
こ

と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

み
、
す
か
ら
の
内
部
に
そ
の
よ
う
な
分
裂
が
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
き
、
彼
は
そ
れ
が
正
し
い
考
え
で

と あ
な る
のと
だ い
とう
考 確
え 信
らを
れ 抱
る五く
0_よ

つ

な
る

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
こ
こ
で
語
っ
て
い
る
判
断
者
の
「
思
い
な
し
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
状
態
の
こ

テ
ア
イ
テ
ト
ス
は
こ
の
よ
う
な
確
信
の
状
態
を
「
思
い
な
し
」
と
し
て
認
め
る
。

5
5
N
a∞
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
判
断
者
は

自
分
が
「
美
し
い
も
の
」
と
し
て
把
握
し
て
い
る
対
象
を
、
「
醜
い
」
と
考
え
る
筈
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
彼

が
矛
盾
的
な
判
断
を
下
す
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
レ
ヴ
ェ
ル
だ
け
か
ら
見
る
と
き
、
判
断
者
に
と
っ
て
の
不
透
明



性
は
、
彼
の
「
思
い
な
し
」
の
記
述
の
中
に
は
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
確
信
の
状
態
こ
そ
、
テ
ア
イ
テ
ト

ス
に
と
っ
て
誤
り
の
な
い
「
思
い
な
し
」
す
な
わ
ち
「
真
な
る
思
い
な
し
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
一
知

も
し
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
実
は
第
二
部
の
議
論
は
、

ま
さ
し
く
テ
ア
イ
テ
ト
ス
の
第
二
定
義
で
あ
る
と

こ
ろ
の
「
真
な
る
思
い
な
し
」
を
巡
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
虚
偽
の
思
い
な
し
を
不
可

能
な
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
「
思
い
の
論
理
」
は
、

ま
さ
し
く
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
に
と
っ
て
「
真
な
る
思
い
な
し
」
が
い
か
な
る
も
の
で

あ
っ
た
の
か
を
物
語
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
に
と
っ
て
の
「
真
な
る
思
い
な
し
」
そ
の
も
の
が
、
実
は
虚

偽
の
思
い
な
し
の
可
能
性
そ
の
も
の
を
原
理
的
に
塞
い
で
し
ま
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

..L.. 
J九

- 67 -

第
二
部
に
お
い
て
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
は
こ
の
よ
う
な
論
理
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
対
話
が
第
二
部
の
終
り
で
結
局
ア
ポ
リ
ア
に
終
わ
っ

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
、
結
局
プ
ラ
ト
ン
も

(
M
)
 

こ
の
論
理
を
打
破
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。

て
し
ま
う
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

で
は
、

「
思
い
違
い
」
に
よ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
虚
偽
の
説
明
が
必
ず
し
も
こ
の
論
理
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
す
で

に
み
た
。
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
説
明
は
、
こ
れ
に
対
す
る
テ
ア
イ
テ
ト
ス
の
理
解
ゆ
え
に
再
び
ア
ポ
リ
ア
に
と
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
。

そ

し
て
、
こ
れ
以
後
、
最
初
の
ア
ポ
リ
ア
が
再
登
場
し
、
議
論
は
こ
れ
を
巡
っ
て
進
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
議
論
に
お
い
て
我
々
が
何

よ
り
も
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
「
計
算
間
違
い
」
を
巡
つ
て
の
議
論
で
あ
る
。
こ
の
議
論
に
お
い
て
「
5
+
7
」
を
「
日
」
だ
と
思
い
な

北
大
文
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プ
ラ
ト
ン
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
第
二
部
に
お
け
る
虚
偽
不
可
能
論

す
者
は
、
「
ロ
」
を
「
日
」
と
思
い
な
す
者
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
誰
が
見
て
も
誤
っ
た
想
定
だ
と
い
え
る
。
こ

の
よ
う
な
者
は
、
「
ロ
」
の
代
わ
り
に
「
日
」
を
思
い
な
し
て
い
る
と
は
い
え
る
が
、
「
ロ
を
日
だ
と
思
い
な
し
て
い
る
」
と
は
決
し
て
い

え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
あ
か
ら
さ
ま
に
不
合
理
な
考
え
方
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
提
示
し
て
い
る
理
由
を
、
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
無
理
解
に
帰
す
る
こ

と
も
可
能
で
あ
ろ
一
宮
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
例
の
提
示
に
よ
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
が
読
者
に
問
題
の
核
心
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と

考
え
る
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
例
に
お
い
て
、
判
断
者
の
な
か
に
「
日
だ
」
と
い
う
思
い
し
か
存
在
し
て
い
な
い
の
は
明
ら

か
で
あ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
記
述
の
仕
方
に
お
い
て
は
、
「
ロ
」
が
彼
の
思
い
の
記
述
の
中
に
そ
の
ま
ま
姿
を
現
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
は
ア
ポ
リ
ア
を
導
い
た
考
え
方
が
実
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の

- 68ー

か
を
読
者
に
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
で
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
「
7
+
5
U
日
」
と
い
う
計
算
間
違
い
の
例
に
お
い
て
は
、
「
ロ
で
あ
る
も
の
を
日
で
あ
る
と
思
う
」

こ
と
の
不
可
能
性
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、

そ
の
直
前
の
文
脈

(zr)
に
お
い
て
は
、
「
日
で
あ
る
も
の
を
ロ
で
あ
る
と

思
う
」
こ
と
の
こ
と
の
不
可
能
性
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
テ
ア
イ
テ
ト
ス
は
、
ひ
と
が
思
考
の
う
ち
に
「
日

で
あ
る
」
と
把
握
し
て
い
る
も
の
を
「
ロ
で
あ
る
」
と
思
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
日
だ
」
と
い
う
把
握

を
得
て
し
ま
っ
た
以
上
、
判
断
者
の
中
に
分
裂
が
な
い
か
ぎ
り
、
彼
は
そ
れ
が
「
ロ
だ
」
と
い
う
判
断
は
し
な
い
の
で
あ
り
、

そ
の
限
り

で
矛
盾
の
な
い
思
い
な
し
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
の
テ
ア
イ
テ
ト
ス
の
主
張
に
対
し
て
「
7
+
5
H
H
」
と
い
う

虚
偽
の
例
を
持
ち
出
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
後
は
、
「
ロ
で
あ
る
も
の
を
日
で
あ
る
と
思
う
」
こ
と
の
不
可
能
性
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。

(
日
)

こ
の
日
と
ロ
の
逆
転
が
プ
ラ
ト
ン
の
単
な
る
筆
の
滑
り
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
二
つ
の
「
思
い
な
し
」
は
、
実
は
同
一



の
事
態
を
別
様
に
記
述
し
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

我
々
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
こ
の
言
い
換
え
に
よ
っ
て
、
問
題
の
核
心
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
の
考
え
に
お
い
て
は
、
乙
こ
ろ
の
中
で
「
日
だ
」
と
い
う
把
握
を
し
て
し
ま
っ
た
者

が
、
そ
れ
に
逆
ら
っ
た
「
ロ
」
だ
と
い
う
思
い
な
し
を
持
つ
わ
け
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
「
思
い
な
し
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
に

対
し
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
提
示
に
お
い
て
は
、

そ
こ
に
「
ロ
」
が
そ
の
ま
ま
、

む
き
だ
し
の
か
た
ち
で
登
場
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
「
思

い
な
し
」
が
真
で
あ
る
か
偽
で
あ
る
か
を
問
題
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
点
を
「
思
い
な
し
」
の
記
述
の
中
に
持
ち
込
ま
な
く

て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
「
7
+
5
H
H
」
と
い
う
偽
な
る
思
い
な
し
を
「
(
実
は
)

ロ
で
あ
る
も
の
を
、

日
で
あ
る

と
思
い
な
す
」
と
言
い
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
プ
ラ
ト
ン
は
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
的
な
「
思
い
な
し
」

の
記
述
に
決
定
的
に
欠
け
て
い
る
の

が
、
「
ロ
」
と
い
う
(
判
断
者
に
は
見
え
て
い
な
い
)
正
し
い
答
え
と
い
う
視
点
で
あ
り
、
こ
こ
に
不
透
明
性
が
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ

nu 
p
n
v
 

と
を
一
示
唆
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
問
題
は
「
ロ
で
あ
る
も
の
を
日
で
あ
る
と
思
う
」
と
い
う
記
述
を
ど
の

よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
く
る
。

こ
の
「
ロ
」
を
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
判
断
者
の
中
に
内
在
し
て
い
る
何
ら
か
の
知
と
し
て
提
示
し
て
い
る

(
H
g
Eふ
)
。
こ
の
ソ
ク

ラ
テ
ス
の
教
唆
が
テ
ア
イ
テ
ト
ス
を
再
び
ア
ポ
リ
ア
の
中
に
引
き
込
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
「
5
+
7
」
の

答
え
と
し
て
の
ロ
と
、
判
断
者
の
中
に
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
て
い
る
犯
が
、

そ
の
身
分
を
異
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も

明
ら
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
れ
を
全
く
無
視
し
た
議
論
を
お
こ
な
う
が
、
問
題
は
テ
ア
イ
テ
ト
ス
が
こ
れ
に
簡
単
に

同
意
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
実
で
あ
る
(
巴
∞
弓
)
。
そ
し
て
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
が
再
び
ア
ポ
リ
ア
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
う
の
は
、
ま
さ

し
く
こ
の
差
異
に
気
付
か
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
彼
が
こ
れ
に
気
付
き
え
な
か
っ
た
理
由
は
、

北
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プ
ラ
ト
ン
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
第
二
部
に
お
け
る
虚
偽
不
可
能
論

ま
さ
し
く
彼
が
か
の
論
理
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

(
5
2。
ゐ
斗
)
。
そ
し
て
、

事
実
、
こ
の
直
後
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
「
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
事
柄
そ
の
も
の
に
対
す
る
反
省
の
不
十
分
さ
が
ア
ポ
リ
ア
の
原
因
で
あ
っ

(
]
戸
市
山
叶
由
民
・
)
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
が

そ
の
後
な
さ
れ
る
最
後
の
解
決
の
試
み

お
こ
な
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
二
義
を
設
け
、
「
思
い
な
し
」

の
成
立
の
た
め
に
は
単
に
何
ら

か
の
知
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
思
考
と
い
う
働
き
に
よ
っ
て
、
(
正
し
い
答
え
と
し
て
)
そ
れ
を
再
把
握
す
る
段
階

そ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
的
な
理
解
で
は

が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

全
く
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
の
再
把
握
の
段
階
を
「
思
い
な
し
」
の
記
述
の
中
に
引
き
入
れ
、
こ
の
把
握
の
失
敗
の
中
に
虚

(
口
)

偽
の
記
述
の
可
能
性
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
重
要
な
示
唆
も
再
度
ア
ポ
リ
ア
に
と
ら
え
ら
れ
て

nu n-

し
ま
う
。
し
か
し
、
こ
の
原
因
が
テ
ア
イ
テ
ト
ス
が
み
ず
か
ら
の
発
想
を
乗
り
越
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
存
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら

(
日
)

か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

、王

(
l
)

こ
れ
が
第
一
の
ア
ポ
リ
ア
と
全
く
同
一
の
も
の
.
で
あ
る
と
い
え
る
か

に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
強
い
関
連
を
持
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
確
か
だ
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
両
者
の
相
違
に
つ
い
て
は
、

門戸
U-
回

020nww
』uh白芯ぱ
M1PENS国
営
hp

。同町
O
H
品(]戸由∞∞)切司・]戸、吋由・

(
2
)
代
表
的
な
解
釈
と
し
て
、
当
・
。
-
E
R
g
s
-
E
b
H。ぱ
h
ミ
ミ
旬
、
札
ヤ

常連。芯句、・。曲目『同日
ι
m
m
(
忌由
N
)
・・岡山・∞
-
H
W
E
n
F
な関口
0410
島
問
。
『
可
〉
na

』匡包ロ
g
n
0
.
E
沼恒
H0.
師
言

S司令

H
S
J

』
民
主
ロ
・
的
・
叶

N
2
3・

N
印
m
w
l

品ω
・
・
。
・
開
-
F
・
0
君。
p
・司
E
S
。ロ

Z
O寸
切
開
岡
田
m刷

J
』u
E芯」『(の・

〈】白色。回目門戸
Y

Z
巾唱

J

問。長一(]戸市町叶]!)・
N
N
U
l
N
由
叶
よ
』
・
冨
ロ
ロ
ロ
唱
。
戸
』
uh白向。

M
1
h
g
S
H昇
。
民
o
E
(回申叶
ω)
・w
z
-
H
M
・
4

『E
F

E
白
な
室
町
門
き
珪
な
ム
町
内

ghH同
S
R品
子
宮
島
民
同
曲
目
}
口
問
問
(
巴
斗
品
)
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

(
3
)

冨
n
u
o
d
q叩
E
w
e
-
R
H・・宅

-sfs∞・

(
4
)

こ
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
論
者
と
し
て
、

{
U

・』・



司
・
巧
一
出
国
母
国
タ
同
市
町
叩
B
E
E
-
O唱曲

n
s
g晶
司
弘
田
町
∞
冊
目
え

B
p
m

M
3
F億
W
R
E
N

守
町
忘
れ
』
u
p
札目。
hwbも
P
R白
N
C
o
h
S
H
司
守

N
N
(
H
由斗
N
)
・
N
∞申「
l
ω
O
N
-
-

。.

司宮
0
・

h

司白

-
8
F問
。
『
呂
仲
F
O
M
3
F
G
是
主
S

J

』U
』官、
S
E
R
M
N
A
F
(
巴
寸
由
)

W

U
可(}i
白0
・-

V

司・叶
N

U
可申・・回。回一
o
n
F
。』戸町柏町・司自
M

・H
A
山由
l
]
ミ少]戸)申
l
叶・

(
5
)
以
上
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
き
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
思
い
違
い
」
モ

デ
ル
の
説
明
は
、
ソ
ピ
ス
テ
ス
篇
に
お
け
る
虚
偽
の
問
題
の
解
決
の
方

向
性
と
基
本
的
に
同
じ
方
向
を
向
い
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は

FHowe-
ミ
・
の
考
え
方
に
賛
成
し
た
い
。

(
6
)

司宮
o・

e-円
た
よ
司
・
叶
N-

(
7
)

司宮
0
・。』
p
h
p
-
司-

U
1
1

『・

(

8

)

H

∞寸

q-
且
叶
目
∞
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
葉
が
第
一
部
で
問
題
に
さ
れ
て

い
る
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
説
へ
の
ほ
の
め
か
し
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
ロ
円
。
自
国
間
》
F
o
-
-
-
M
J
F
G

司
F

S

S
ミ
史
的
。
L

司、自由
F
6
・
0
H
F
H色

合∞∞
H
)
・唱

-EN-
冨
n
u
o
d
司巾】』・

e・
3
H
よロ
o

z

o
ロ
H
∞叶中
0
・

(
9
)
学
ぶ
、
忘
れ
る
を
中
間
状
態
と
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
葉
(
民
営
ヤ
事
)

は
、
こ
の
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す

な
わ
ち
、
我
々
が
記
憶
の
中
に
何
ら
か
の
情
報
を
蓄
え
た
と
き
、
そ
れ

が
「
知
っ
て
い
る
」
状
態
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
よ
う

な
情
報
が
失
わ
れ
、
欠
知
し
て
い
る
と
き
、
そ
れ
が
「
知
ら
な
い
」
状

態
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
日
)
こ
れ
と
同
様
の
視
点
は
、
す
で
に
今
井
知
正
、
「
偽
と
不
知
(
二
」

(
「
人
文
科
事
科
紀
要
」
第
m
N

輯
(
哲
事
凶
一
円
〈
)
、
東
京
大
事
教
養
事

北
大
文
学
部
紀
要

部
人
文
科
挙
科
哲
皐
研
究
室
篇
、

sg-宅
-
H
S
l
H
S
)

に
お
い
て

提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
の
ア
ポ
リ
ア
そ
の
も
の
の
読
み
、
お
よ
び
、

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
ア
ポ
リ
ア
が
提
示
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
の
私
の
解

釈
は
異
な
っ
て
い
る
。

(
日
)
司
Z
P
Dも・町立
-w
目当・叶印
l
斗昂・

(
ロ
)
我
々
は
こ
の
説
明
を
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
理
論
的
考
察
の
説
明
と
し
て

限
定
す
る
必
要
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、

こ
こ
ろ
が
何
ら
か
の
確
信
を
持
っ
た
と
き
「
思
い
な
し
」
が
成
立
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
必
ず
し
も
長
い
分
裂
状
態
を
要
求
す
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
日
)
こ
れ
と
同
様
の
議
論
は
、

S
E
R
-
に
も
明
確
に
現
わ
れ
て
い
る
。
「
知

識
」
と
「
無
知
識
」
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ポ
リ

ア
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
す
る
テ
ア
イ
テ
ト
ス
に
対
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス

は
「
思
い
の
論
理
」
を
展
開
し
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
テ
ア

イ
テ
ト
ス
は
再
び
ア
ポ
リ
ア
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
虚
偽
の
思
い
な
し
を
持
つ
者
は
、
自
分
の
思
い
な
し
が
真
実
だ

と
考
え
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
自
分
が
把
握
し
て
い
る
も
の
は
虚
偽
で

あ
る
の
に
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
よ
う
な
気
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
彼
は
、
自
分
が
つ
か
ん
で
い
る
も
の
を
知
識
で
あ
る
と
思

う
が
、
し
か
し
、
虚
偽
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
の
で
あ
る
。

(
比
)
プ
ラ
ト
ン
が
こ
れ
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

た
と
え
ば
、
第
一
部
に
お
け
る
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
説
批
判
に
お
い
て
、
ソ

旬
E
4

n
t
 



プ
ラ
ト
ン
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
第
二
部
に
お
け
る
虚
偽
不
可
能
論

ク
ラ
テ
ス
は
、
判
断
者
を
そ
れ
以
外
の
人
聞
が
観
察
し
た
場
合
を
考
え

て
い
る
。
(
]
ミ
(
)
ロ
)

(
日
)
例
え
ば
ヨ

=rgpe-a・
は
、
こ
の
よ
う
な
分
析
が
生
じ
る
根
底

に
は
、
指
示
の
透
明
・
不
透
明
の
区
別
に
つ
い
て
の
プ
ラ
ト
ン
の
無
理

解
が
存
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

(
日
)
実
際
、
こ
の
議
論
が
終
る
と
こ
ろ
で

(
H
8
5
l串
)
、
ソ
ク
ラ
テ
ス

は
再
び
「
日
を
ロ
だ
と
思
う
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。

(
げ
)
こ
の
こ
と
は
、
実
は
「
思
い
違
い
」
の
説
明
に
お
い
て
明
確
に
示
唆

さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
え
-
H
∞也
n
H
E
N
〆ロ
E
E
H血
B
mロO
田
お
(
c
a
E

g

D
首
位

)
J
n
ω
d曲
目
白
円
宮
口
口
ロ

F
D
E
g
W
C
H
M
R

(
四
)
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
対
話
が
完
全
に
ア
ポ
リ
ア
に
終
わ
っ
て

も
な
お
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
が
第
二
定
義
に
固
執
し
て
い
る
と
い
う
事
実

(NgE'm)
に
明
確
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

。，un
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