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第

6
章

知
識
社
会
学
と
言
説
分
析

は
じ
め
に

本
章
で
は
、
知
識
社
会
学
と
、
言
説
分
析
と
に
つ
い
て
、

ら
か
に
す
る
。

知
識
社
会
学

(
8
2一口匂
D
Z
E
E
-
E加
F

ま

nsago-a5)は、

橋
爪
大
三
郎

そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
や
社
会
学
と
し
て
の
特
徴
に
つ
い
て
明

K
-
マ
ン
ハ
イ
ム
(
}
ハ
呈
三
国
コ

=zg]∞S
・5
ミ
)
の
名
と

そ
の
具
体
例
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
総

じ

マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
下
に
あ
る
研
究
。
フ
ラ
ン
で
あ
り
、

G
-
ル
カ

1
チ

(
3
6
S
E
E
n
-
∞∞

2
泊
三
)
の
仕
事
も
、

そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。

と
も
に
知
ら
れ
る
。

M
・フ

l
コ
l
(
豆
n
E司
o
c
g
c
一二泊

M
E由
史
)
が
唱
え
た
と
さ
れ
る
方
法
で
あ
る
。

一
口
説
分
析
言
明
n
E
a同白コロ
-Em)
は

JS4 

ソ
シ
ュ

l
ル
以
降
の
い
わ
ゆ
る
「
言
語
論
的
転
回
」
を
踏
ま
え
た
の
ち
の
、
知
識
に
関
す
る
制
度
論
的
な
分
析
方
法
で
あ

る
。
こ
の
方
法
は
、
広
い
意
味
で
の
構
造
主
義
の
影
響
下
に
あ
り
、
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
言
説
で
あ
る
。
言
説
分
析
は
、

社
会
学
よ
り
も
広
い
問
題
領
域
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
方
法
で
あ
る
が
、
社
会
学
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

知
識
社
会
学
と
言
説
分
析
に
は
、
共
通
点
と
相
違
点
が
あ
る
。

知
識
社
会
学
と
言
説
分
析
は
、
ど
ち
ら
も
、

知
識
や
観
念
と
い
っ
た
、
社
会
の
背
後
に
あ
っ
て
社
会
を
実
質
的
に
構

成
す
る
、
不
可
視
な
実
態
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
自
に
み
え
る
具
体
的
な
行
為
か
ら
出
発
す
る
こ
と
を
標
準
的
な
方
法

と
す
る
社
会
学
と
し
て
は
、

や
や
異
色
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
て
い
る
。
人
間
の
知
的
生
産
物
を
扱
う
も
の
と
し
て
、

こ
の
二
つ
は
、
代
表
的
な
社
会
学
の
方
法
だ
ろ
う
。

相
違
点
と
し
て
は
、
両
者
の
拠
っ
て
た
つ
図
式
の
違
い
が
あ
る
。
知
識
社
会
学
と
言
説
分
析
は
、

異
な
る
時
代
の
異

な
る
状
況
を
背
景
に
し
た
、

異
な
る
研
究
方
法
で
あ
る
。

そ
れ
に
従
っ
て
、
両
者
の
分
析
の
効
力
も
異
な
っ
て
い
る
。

両
者
が
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
か
を
理
解
す
る
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
理
解
も
深
ま
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
以
下
、
知
識
社
会
学
と
言
説
分
析
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
に
つ
い
て
詳
し
く
み
て
い
こ
う
。

2 

知
識
社
会
学

知
識
(
吉
白
老

xsn)
は
、
人
び
と
に
共
通
に
分
け
も
た
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
以
前
に
、

一
人
ひ
と
り
に
帰
属
す
る
も
の

で
あ
る
。
知
識
は
、
組
織
さ
れ
て
、
具
体
的
な
認
識
を
構
成
し
、
行
為
を
み
ち
び
く
。

知
識
社
会
学
の
重
要
な
テ

1
マ
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
人
び
と
が
正
し
い
認
識
を
抱
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
知
識
社
会
学
は
、
「
真
理
」
の
枠
組
み
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
真
理
」
の
枠
組
み
は
、
知
識
の
外
側
に
現
実
世
界
が
存
在
し
て
、
そ
れ
と
照
合
さ
れ
る
と
い
う
想
定
に
立
つ
。
知
識

は
、
主
観
が
抱
く
も
の
で
あ
り
、
現
実
世
界
は
客
観
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
「
真
理
」
の
枠
組
み
は
、
そ
の
よ
う
な
、

古
典
的
な
主
/
客
図
式
に
従
っ
て
い
る
。
現
実
世
界
と
対
応
し
な
い
知
識
は
、
「
真
理
」
の
資
格
を
も
た
な
い
虚
偽
で
あ

知識社会学と言説分析

る
。
知
識
の
あ
り
方
は
、
宣
一
理
/
虚
偽
の
二
元
論
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
(
虚
偽
意
識
)
は
、
虚
偽
で
あ
る
(
現
実
世
界
と
正
し
い
対
応
を
持
た
な
い
)
こ
と
を
本
質
と
し
な
が
ら
、
そ

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
機

れ
で
も
機
能
し
つ
づ
け
る
知
識
の
体
系
で
あ
る
。
知
識
社
会
学
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
知
の
あ
り
方
を
、

能
と
の
関
連
で
分
析
し
て
い
く
。

知
識
社
会
学
は

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
概
念
が

大
き
な
説
得
力
を
も
っ
時
代
を
背
景
に
生
ま
れ
た
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
概
念
は
、
知
識
の
体
系
が
複
数
存
在
す
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
の
相
対
主
義
を
前
提
に
し
て
い
る
。
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エ目、?し

J
l
、

そ
れ
ら
の
う
ち
の
あ
る
も
の
が
、
真
理
と
し
て
の
、
絶
対
的
な
優
位
を
占
め
る
と
い
う
想
定
に
、
学
問
と
し
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て
の
根
拠
を
置
い
て
い
る
。

一
九
世
紀
に
マ
ル
ク
ス
主
義
が
現
れ

そ
れ
以
外
の
知
識
の
体
系
を

具
体
的
に
言
え
ば

プ
ル
ジ
ョ
ワ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
し
て
批
判
し
た
。

二

O
世
紀
初
め
に
ロ
シ
ア
革
命
が
成
功
し

こ
の
批
判
は
、
説



!S6 

得
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
が
「
真
理
」
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
、
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」

に
と
ら
わ
れ
た
人
び
と
を
脅
か
し
て
い
た
時
期
、
知
識
社
会
学
は
、
切
実
な
関
心
の
対
象
と
な
っ
た
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
概
念
は
、

さ
ら
に
、
主
/
客
図
式
を
前
提
に
し
て
い
る
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
虚
偽
で
あ
る
の
は
、

主
観
と
客
観
と
が
対
応
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
主
観
は
、
個
々
人
に
個
別
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
客
観
は
、

主E
Eコ

語
を
介
さ
ず
に
、
直
接
そ
の
実
態
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
虚
偽
で
あ
る
こ

と
を
絶
対
的
に
判
定
で
き
る
手
続
き
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
概
念
が
意
味
を
も
つ
の
だ
。

で
は
人
び
と
は
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
抱
く
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

な
に
ゆ
え
、

ま
た
、

あ
る
知
識
の
体
系
が
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
(
な
い
)
こ
と
の
証
明
は
、

ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

マ
ル
ク
ス
主
義
は

」
の
問
い
に

こ
の
よ
う
に
答
え
る
。

ま
ず
、
現
実
が
意
識
を
規
定
す
る
。
現
実
と
は
、

人
び

と
が
と
り
結
ぶ
社
会
関
係
(
と
り
わ
け
、
経
済
的
な
諸
関
係
)
で
あ
り
、

具
体
的
に
は
、
農
民
で
あ
り
地
主
で
あ
り
工
場
労

働
者
で
あ
り
資
本
家
で
あ
り
知
識
人
で
あ
り
と
い
っ
た
、
人
び
と
の
社
会
的
属
性
で
あ
る
。
現
実
は
、
矛
盾
(
利
害
対
立
)

に
満
ち
て
い
る
。
と
り
わ
け
資
本
主
義
社
会
で
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
階
級
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
階
級
対
立
が
、
す
べ

て
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
を
克
服
し
て
、
新
た
な
社
会
を
建
設
す
べ
き
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
認
識
が
、
真
実

の
知
識
で
あ
り
、
打
倒
さ
れ
る
は
ず
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
階
級
の
知
識
が
、
虚
偽
の
知
識
で
あ
る
。
両
者
は
、
共
産
主
義
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
/
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
か
た
ち
で
対
立
す
る
が
、
ど
ち
ら
が
真
実
で
虚
偽
で
あ
る
か
は
は
っ

き
り
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
正
し
さ
は
、
歴
史
的
実
践
の
な
か
で
証
明
さ
れ
る
。
革
命
が
成
功
し
、
共
産
主
義

社
会
が
実
現
す
る
こ
と
で
、
や
が
て
証
明
さ
れ
る
の
だ
。
|
|
こ
れ
が
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
実
の
社
会
関
係
が
自
動
的
に
、
人
び
と
の
意
識
を
規
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
階
級
に
属
す
る
人
び
と
の
多
く
は

マ
ル
ク
ス
主
義
に
理
解
を
一
不
さ
ず
、
プ
ル
ジ
ョ
ワ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
と
り
こ

と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
支
配
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、

そ
の
時
代
の
支
配
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
る
か
ら

で
あ
る
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
人
び
と
が

正
し
い
社
会
認
識
(
階
級
闘
争
に
つ
い
て
の
認
識
)

歴
史
認
識
(
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級

が
勝
利
し
共
産
主
義
社
会
が
実
現
す
る
と
い
う
認
識
)
に
至
る
た
め
に
は

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
前
衛
党
で
あ
る
共
産
党
の

知識社会学と言説分所

指
導
が
必
要
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス

人
び
と
が
「
真
理
」
に
目
覚
め
る
た
め
の
媒
介
で
あ
る
。

共
産
党
は

共
産
党
に
は

主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
身
に
つ
け
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
人
び
と
や
知
識
人
た
ち
が
多
く
集
ま
っ
て
い
る
。
彼
ら

が
正
し
く
思
考
し
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
彼
ら
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
階
級
意
識
を
自
ら
の
も
の
と
し
、

共
産
党
指
導
部
の
指
導
に
従
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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」
こ
で

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
特
徴
に
つ
い
て

ま
と
め
て
お
こ
う
。

ま
ず

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は

包
括
的
な
知
識

す
な
わ
ち
知
識
の
体
系
で
あ
る
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
経
済
学
や
政

!S7 

治
思
想
な
ど
の
社
会
科
学
や

自
然
科
学
さ
え
も
含
む
全
体
的
な
知
の
シ
ス
テ
ム
で

文
学
や
哲
学
な
ど
の
人
文
学
や

あ
る
。

第
二
に

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は

観
念
の
あ
り
方
で
あ
っ
て

己
語
で
は
な
い
。

白
語
を
素
材
に
し
て
構
成
さ
れ

て
い
る
と
し
て
も
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
実
態
は
、
言
語
が
あ
ら
わ
す
観
念
の
性
質
(
特
に
、
そ
れ
が
現
実
世
界
と
対
応
し
て

JSS 

い
な
い
こ
と
)
な
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
他
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
対
抗
し
、
他
よ
り
優
位
で
あ
る
(
「
真

理
」
で
あ
る
)
こ
と
を
競
う
。

(
マ
ル
ク
ス
主
義
が
自
ら
を
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
よ
ぶ
の
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
だ
け
が
現
実
世
界
と
対
応

し
た
特
権
的
な
「
宴
理
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
お
か
し
い
の
だ
が
、

そ
う
い
う
慣
用
に
な
っ
て
い
る
。
)

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
社
会
活
動
の
全
体
を
覆
い
つ
く
し
、
人
び
と
の
認
識
を
支
配
し
、
社
会
を
現
状
の
ま
ま
に
機
能

そ
れ
が
虚
偽
だ
と
批
判
さ
れ
る
の
は
、

さ
せ
る
。
ど
ん
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
、

み
ず
か
ら
を
真
理
で
あ
る
と
考
え
る
。

異
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
が
生
じ
た
場
合
で
あ
る
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
こ
の
よ
う
な
性
質
を
も
っ
た
概
念
だ
と
す
る
と
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
の
科
学
的
研
究
(
知

識
社
会
学
)
は

ど
の
よ
う
に
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

知
識
社
会
学
に
は
、
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
は

マ
ル
ク
ス
主
義
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
プ
ル
ジ
ヨ
ワ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
虚
偽
で
あ
り
、

マ
ル
ク
ス
主
義

が
「
真
理
」
で
あ
る
と
承
認
す
る
こ
と
。
す
る
と
、
知
識
社
会
学
が
、
社
会
に
つ
い
て
正
し
い
主
張
を
の
べ
る
「
社
会
科

そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
一
部
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

学
」
で
あ
る
た
め
に
は
、

関
連
し
て
言
え
ば
、

ょ
っ
こ
。

A
T
d
{
ふ
J

レ
l
ニ
ン
が
、
社
会
学
を
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
科
学
」
に
分
類
し
た
の
で
、
問
題
は
い
っ
そ
う
複
雑
に

マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
の
原
則
に
従
う
社
会
主
義
諸
国
で
は
、
大
学
か
ら
社
会
学
が
追
放
さ
れ
た
。
ソ

J
E
，S寸
L
1
3引
'

軍

知識社会学と言説分析

連
で
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
中
国
で
も
一
九
五
五
年
か
ら
一
九
八

O
年
ま
で
、
社
会
学
自
体
が
存
在
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

と
な
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
、
知
識
社
会
学
な
る
も
の
が
存
在
す
る
余
地
は
な
い
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
知
識
社
会
学
が

H

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
の
科
学
H

で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ど
の

よ
う
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
生
ま
れ
、
人
び
と
に
わ
け
も
た
れ
、
社
会
の
な
か
で
機
能
し
、
そ
の
虚
偽
意
識
と
し
て
の
正

体
を
隠
し
て
い
る
か
に
関
す
る
、
正
当
な
説
明
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
「
真
理
」
で
あ
る
こ

と
(
虚
偽
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
い
こ
と
)
を
、
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
知
識
社
会
学
が
「
社
会
学
」
で

あ
る
あ
い
だ
は
、
社
会
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
知
識
の
体
系
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
、
そ
れ
が
「
真
理
」
で

あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
知
識
社
会
学
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
一
部
と
し
て
の
社
会

学
、
す
な
わ
ち
、

マ
ル
ク
ス
主
義
社
会
学
で
あ
る
こ
と
で
、

そ
れ
を
保
証
す
る
以
外
に
な
い
。

知
識
社
会
学
の
ひ
と
つ
の
可
能
性
は

マ
ル
ク
ス
主
義
社
会
学
と
な
っ
て
、

こ
う
し
て

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
す
る

マ
ル
ク
ス
主
義
の
教
説
を
な
ぞ
り

そ
の
自
律
性
を
失
っ
て
い
く
道
で
あ
る
。

特
に

こ
の
場
合
、

マ
ル
ク
ス
主
義
を

科
学
的
な
考
察
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

!S9 

第
二
は
、
そ
の
反
対
に
、
社
会
学
の
自
律
性
を
守
り
、

例
外
な
く
批
判
的
な
考
察
の
対
象
と
す
る
可
能
性
で
あ
る
。

ギ
1
)
に
対
し
て
、
知
識
社
会
学
そ
れ
自
身
は
メ
タ
知
識
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
メ
タ
知
識
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
よ
り
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
立
場
が
分
か
れ
る
。

ひ
と
つ
は
、

第6主主

マ
ル
ク
ス
主
義
も
そ
の
ほ
か
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
同
様
に

こ
の
場
合
、
知
識
社
会
学
が
考
察
す
る
知
識
(
イ
デ
オ
ロ



知
識
社
会
学
そ
れ
自
身
も

ほ
か
の
知
識
(
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
)
と
同
様
に
、

単
な
る
知
識
に
す
ぎ
な
い
(
決
し
て
メ
タ
知
識
で

190 

は
な
い
)
と
認
め
て
し
ま
う
こ
と
。

そ
う
す
る
と
、
知
識
社
会
学
が
特
権
的
に
真
理
を
独
占
す
る
可
能
性
は
失
わ
れ
、

単
に
複
数
の
知
識
の
体
系
が
併
存
し
て
い
る
と
し
か
言
え
な
く
な
る
。
こ
う
し
て
、

ま
っ
た
く
の
相
対
主
義
が
帰
結
す

る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
知
識
社
会
学
が
メ
タ
知
識
で
あ
る
こ
と
に
固
執
し
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
優
位
を
認
め
な
い
こ
と
。

そ
う
す
る
と
、
知
識
社
会
学
が
特
権
的
だ
と
は
主
張
で
き
る
が
、

そ
れ
が

本
当
に
知
識
二
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
)
を
正
し
く

解
明
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
く
な
る
。
あ
と
ひ
と
つ
は
、

真
理
」
の
枠
組
み
を
放
棄
し
、
現
実
が

H

意
識
を

規
定
す
る
H

と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
基
本
テ
ー
ゼ
を
ゆ
る
め
る
こ
と
。

そ
う
す
る
と
、
知
識
は
現
実
世
界
と
の
対
応

を
失
っ
て
、

ど
う
に
で
も
意
味
づ
け
ら
れ
、
解
釈
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
結
果
、
知
識
社
会
学
は
マ
ル
ク
ス
主
義

の
優
位
を
認
め
な
く
て
も
よ
く
な
る
が
、

そ
の
か
わ
り
に
、
知
識
を
解
明
す
る
た
め
の
理
論
を
見
失
っ
て
し
ま
う
。

知
識
社
会
学
そ
れ
自
身
も
、
知
識
で
あ
る
。
知
識
社
会
学
が
、
知
識
を
分
析
・
研
究
す
る
一
般
的
な
方
法
で
あ
る
と

そ
れ
は
、
知
識
が
知
識
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
、
自
己
言
及
の
か
た
ち
に
な
る
。
こ

自
己
主
張
し
よ
う
と
す
る
と
、

れ
は
、
解
け
な
い
課
題
で
あ
り
、
正
当
佑
し
が
た
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
知
識
社
会
学
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
影
響
さ
れ
た
、
独
自
の
方
法
を
も
た
な
い
試
み
と
み
な
さ
れ

周
辺
的
な
存
在
に
と
ど
ま
り
、
社
会
学

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
社
会
心
理
学
や
大
衆
社
会
論
に
比
べ
て
も
、

の
な
か
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

f
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言
説
分
析

知
識
社
会
学
は
、
二

O
世
紀
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
と
冷
戦
を
背
景
に
し
て
い
た
。
複
数
の
包
括
的
な
知
識
の
体
系

が
併
存
す
る
と
い
う
、
知
識
社
会
学
の
議
論
が
迫
真
性
を
も
っ
て
い
た
。

冷
戦
が
終
結
し
、
イ
デ
オ
口
、
ギ
ー
を
真
理
/
虚
偽
の
二
分
法
で
と
ら
え
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
ド
グ
マ
が
効
力
を
持
た

な
く
な
っ
た
。
入
れ
代
わ
り
に
、
冷
戦
後
の
歴
史
的
現
実
を
反
映
す
る
、
知
に
関
す
る
社
会
学
と
し
て
、

M
-
フ
l
コ
!

知識社会学と言説分析

の
言
説
分
析
が
い
ま
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
。

言
説
(
a
u
n
o
E
a何
咽
岳
民
o
c
a
)
と
は
、

フ
l
コ
1
独
自
の
概
念
で
あ
る
。

こ
れ
に
も
と
づ
く
言
説
分
析
は

フ
l
コ
l

の
一
連
の
業
績
(
『
臨
床
医
学
の
誕
生
』
『
言
葉
と
物
』
『
狂
気
の
歴
史
』
『
知
の
考
古
学
』
『
監
獄
の
誕
生
』
)
を
通
じ
て
練
り
上
げ
ら
れ
て

3

コ
:
。

-ud
l手
h

第 G章

言
説
は
、
言
語
の
形
態
の
一
種
で
あ
り
、
中
間
的
な
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
秩
序
で
あ
る
。
言
語
の
も
っ
と
も
小
さ
な

単
位
は
、
言
表

(Eozm)
と
い
う
。
こ
れ
は
、
社
会
学
の
最
小
の
分
析
単
位
で
あ
る
行
為
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
も
の
で
、
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こ
れ
以
上
小
さ
な
単
位
に
分
解
で
き
な
い
、

こ
れ
に

ひ
と
か
た
ま
り
の
発
話
や
書
字

行
為
A

の
記
録
)
な
ど
を
い
う
。

対
し
て

そ
う
し
た
言
表
が
残
ら
ず
集
ま
っ
た
全
体

あ
る
時
代
・
あ
る
地
域
(
社
会
)
を
満
た
し
て
い
る
言
語
的
な
活

動
の
全
体
を
、
集
蔵
庫
(
白
『
n
Z〈

g)
と
い
う
。
こ
の
両
極
の
中
間
に
あ
る
、
何
ら
か
の
秩
序
を
も
っ
た
言
表
の
集
合
が
、

192 

言
説
で
あ
る
。
社
会
学
に
な
じ
み
深
い
用
語
で
言
え
ば
、
こ
れ
は
、
行
為
の
秩
序
あ
る
集
合
で
あ
る
、
集
団
・
組
織
・
パ
ー

ソ
ナ
リ
テ
ィ
・
文
化
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
:
:
:
に
相
当
す
る
、
言
語
の
側
の
秩
序
な
の
だ
。

言
説
分
析
は
、
こ
の
よ
う
な
言
説
に
つ
い
て
、
考
察
を
す
す
め
る
。
フ

1
コ
l
の
議
論
の
新
し
さ
は
、
言
説
と
い
う

独
自
の
対
象
を
発
見
し
、
考
察
の
対
象
と
し
た
こ
と
。
さ
ら
に
は
、

そ
の
分
析
方
法
を
工
夫
し
て
、

あ
る
時
代
・
あ
る

社
会
の
知
識
を
総
体
と
し
て
問
題
に
す
る
、
標
準
的
な
手
法
を
確
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。

言
説
分
析
は
、
知
識
社
会
学
や
、

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
ま
で
の
そ
の
ほ
か
の
ア
プ
ロ

ー
チ
と
比
べ
て
、

ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て

「
真
理
」
の
対
応
説
を
と
ら
な
い
。

こ
の
方
法
論
は
、
言
語
と
独
立
に
現
実
世
界
が
存
在
し
て
、
言
説
に
真
理
/
虚
偽
と
い
う
性
格
を
付
与
す
る
と
は
考

え
な
い
。
そ
の
か
わ
り
に
、
現
実
世
界
の
観
念
も
ま
た
言
説
が
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
「
真
理
」
そ
の

も
の
も
言
説
の
シ
ス
テ
ム
の
内
部
で
構
成
さ
れ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
真
理
」
は
、
あ
る
言
説
の
制
度
の

第
一
に
、
言
説
分
析
は
、

H

効
果
H

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、
言
説
分
析
は
、
主
/
客
図
式
を
と
ら
な
い
。

言
説
分
析
は
、
言
説
を
素
材
に
し
て
実
行
さ
れ
る
。
知
識
は
、
言
説
の
か
た
ち
を
と
っ
て
存
在
し
て
お
り
、
言
説
ぽ

主
観
で
も
客
観
で
も
な
い
。
言
表
は
た
し
か
に
、
特
定
の
主
体
が
う
み
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
証
拠
は
客
観

の
な
か
に
見
つ
か
る
だ
ろ
う
e

け
れ
ど
も
、
言
説
会
豆
衰
の
秩
序
あ
る
集
合
)
は
、
多
数
の
人
び
と
の
言
表
に
ま
た
が
っ
た

も
の
(
問
主
観
的
)
で
あ
り
う
る
し
、
言
説
の
外
側
に
そ
れ
が
対
応
す
べ
き
現
実
世
界
(
客
観
)
を
想
定
し
て
い
る
の
で
も

つ
ま
り
言
説
分
析
は
、
言
語
の
一
元
的
な
空
間
の
な
か
で
の
、
言
語
に
よ
る
言
説
の
再
編
成
の
作
業
な
の
で
あ

t
3
。
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第
三
に
、
言
説
分
析
は
、
言
語
で
な
い
も
の
の
作
用
を
実
証
す
る
方
法
論
で
あ
る
。

言
説
分
析
は
、
言
説
の
分
布
の
偏
り
や
特
有
の
配
列
の
な
か
に
、
言
語
で
は
な
い
作
用
を
認
め
る
。
フ

1
コ
1
は、

こ
の
作
用
を
「
権
力
」
と
よ
ぶ
。
権
力
は
、
言
説
の
集
合
に
対
す
る
、
い
わ
ば
補
集
合
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
。
言
説

分
析
は
、
言
説
だ
け
を
扱
い
な
が
ら
、
そ
の
背
後
に
さ
ま
ざ
ま
な
権
力
の
効
果
を
見
出
す
。
そ
し
て
、
あ
る
時
代
・
あ

る
社
会
に
特
有
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
権
力
の
作
用
を
具
体
的
に
実
証
し
て
い
く
。

た
と
え
ば
、
主
体
。
言
説
分
析
の
舞
台
と
な
る
、
言
語
の
一
元
的
な
空
間
(
集
蔵
庫
)
の
な
か
で
は
、
主
体
が
消
滅
し

む
し
ろ
、
一
言
説
が
主
体
を
生
産
す
る
。
こ
れ
が
、
言
説
分
析
の

て
い
る
。
主
体
が
言
説
を
生
産
す
る
の
で
は
な
く
て
、

主
張
で
あ
る
。
主
体
は
、
告
白
の
制
度
と
と
も
に
、

一
望
監
視
装
置
と
と
も
に
、
も
し
く
は
、
狂
気
の
新

し
い
分
類
と
と
も
に
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
権
力
が
言
説
を
編
成
し
、
そ
の
効
果
と
し
て
主
体
が
生
み

も
し
く
は
、

第 6~言19J" 

出
さ
れ
た
。

真
理
も
ま
た

ま
た
た
と
え
ば

言
説
の
制
度
の
内
部
で
生
み
出
さ
れ
る
。

歴
史
的
に
形
成

真
理
。

真
理
も
ま
た
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さ
れ
る
の
で
あ
り
、
権
力
か
ら
自
由
で
は
あ
り
え
な
い
。

194 

主
体
や
真
理
の
ほ
か
に
も

さ
ま
ざ
ま
な
形
象
が
同
様
に
権
力
の
効
果
と
し
て
実
証
さ
れ
て
い
く
。

言
説
分
析
の
こ
う
し
た
方
法
は
、

ど
の
よ
う
な
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

第
一
に
考
え
る
べ
き
な
の
は
、

言
説
分
析
そ
れ
自
体
も
、
吾
一
口
説
の
か
た
ち
で
の
べ
ら
れ
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
言
説

分
析
も
言
説
に
は
違
い
な
い
の
で
、

ふ
た
た
び
言
説
分
析
の
対
象
と
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
言
説
分
析
は
メ
タ
レ

ベ
ル
の
言
説
な
の
か
、

そ
れ
と
も
、
分
析
さ
れ
る
言
説
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
言
説
な
の
か
。

フ
l
コ
ー
は

こ
の
点
を
は
っ
き
り
の
べ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
け
れ
ど
も
、

フ
1
コ
l
の
言
説
分
析
は
、
歴

史
的
な
方
法
(
す
で
に
効
力
を
失
っ
た
権
力
に
つ
い
て
の
研
究
)
な
の
で
、
研
究
の
対
象
で
あ
る
言
説
と
権
力
分
析
の
言
説
と

が
同
列
に
並
ぶ
こ
と
は
な
い
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
時
間
的
落
差
(
こ
れ
を
、
考
古
学
的
切
断
と
い
お
う
)
が
、

双
方
を
隔

て
て
い
る
。
知
識
社
会
学
が
メ
タ
知
識
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
よ
う
に
、
言
説
分
析
も
メ
タ
言
説
で
あ
る
こ
と
を
、

実
質
的
に
必
要
と
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
言
説
分
析
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
限
界
に
み
ま
わ
れ
る
。
言
説
分
析
は
、
あ
ら
ゆ
る
言
説
の
背
後
に
、
権
力

が
は
た
ら
い
て
い
る
と
想
定
す
る
。
す
る
と
、
言
説
分
析
自
身
そ
の
も
の
の
背
後
に
も
、
権
力
が
現
に
は
た
ら
い
て
い

る
と
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
現
に
は
た
ら
い
て
い
る
権
力
を
、
言
説
分
析
は
考
察
の
対
象
と

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
ま
わ
れ
わ
れ
の
う
え
に
は
た
ら
き
、
わ
れ
わ
れ
を
支
配
し
て
い
る
権
力
に
対
し
て
、
考
察

a
3
2
S
3
S冒
3
2
3
5高
3
2
3
2宮
S
3
3
2
4

、

を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
権
力
分
析
は
、
無
力
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

」
れ
は
、
考
古
学
的
な
切
断
に
と

も
な
う
限
界
で
あ
る
。

第
二
に
考
え
る
べ
き
な
の
は
、
言
説
分
析
が
「
理
論
」
を
も
ち
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

言
説
分
析
は
、
発
見
的

(ZEM--n)
な
方
法
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
言
説
の
配
置
が
見
つ
か
り
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ

う
な
権
力
の
作
用
が
実
証
さ
れ
る
か
は
、
研
究
を
進
め
て
み
る
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
あ
る
言
説
分
析
が
あ
る

結
果
を
導
い
た
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
が
、
別
な
言
説
分
析
の
試
み
を
制
約
す
る
こ
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
言
説
分

析
は
、
方
法
で
は
あ
っ
て
も
理
論
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
、
理
論
と
は
、

具
体
的
な
研
究
に
先
立
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
、
予
測
の
こ
と
を
い
う
。
た
と
え
ば
、

物
理
学
な
ら
、
研
究
に
先
立
つ
理
論
的
予
測
が
あ
っ
て
、
研
究
は
そ
れ
を
実
証
す
る
。
そ
の
予
測
(
仮
説
)
は
、
同
時
代

の
研
究
者
の
多
く
に
共
有
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
言
説
分
析
の
場
合
、
研
究
者
は
、
言
説
み
ず
か
ら
が
語
り
だ
す

こ
と
が
ら
を
、
毎
回
「
発
見
」
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
フ

l
コ
l
が
、
世
界
を
了
解
す
る
エ
ピ
ス
テ

l
メ
ー
の
あ
り
方

を
考
察
し
て
、
古
典
主
義
時
代
/
そ
れ
以
降
、
と
い
う
時
代
区
分
を
発
見
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
同
じ
時
代
区
分
が
、

第 6惹

別
な
研
究
、
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た
と
え
ば
小
切
手
の
社
会
史
で
も
実
証
さ
れ
る
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
と

は
異
な
る
言
説
の
配
置
が
発
見
さ
れ
た
場
合
の
ほ
う
が
、
研
究
の
価
値
が
高
い
の
で
あ
る
。

言
説
分
析
が
「
理
論
」
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
研
究
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
言
説
分
析
の
描
き
出
す
世
界
が
ま

す
ま
す
複
雑
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
れ
ば
、
経
済
的
な
関
係
が
も
っ
と
も
重
要
で

あ
り

政
治
的
な
関
係
が
こ
れ
に
次
ぎ

と
い
う
序
列
が
あ
っ
た
。

す
べ
て
の
研
究
が

秩
序
づ
け
ら

そ
し
て

196 

そ
れ
は

マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
言
説
分
析
は

さ
ま
ざ
ま
な
言
説
の
あ
い
だ
に
価
値
序

4
L
V
-
」
0

4
4
J
'
'
 

列
を
つ
け
る
こ
と
を
し
な
い
。

価
値
序
列
を
つ
け
る
議
論
も

理
論
も

や
は
り
言
説
だ
と
し
て
相
対
化
し

む
し
ろ

て
い
く
。

笹
川
三
に

言
説
分
析
は

言
説
が
ど
の
よ
う
に

ま
た
な
ぜ
変
ル
出
し
て

い
く
か

語
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

」
の
こ
と
は
、
い
ま
の
ベ
た
点
(
言
説
分
析
が
「
理
論
」
を
も
ち
え
な
い
こ
と
)
と
関
連
し
て
い
る
。
時
間
の
経
過
に
し
た
が
っ

て
、
言
説
の
配
置
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
権
力
の
作
用
が
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
‘
言
説
分
析
は
、
言
説
で
は
な
い
も
の
に
つ
い
て

直
接
に
語
る
手
段
を
も
た
な
い
。
そ
こ
で
言
説
分
析
は

権
力
の
痕
跡
を
見
出
し

権
力
が
作
用
し
た
こ
と
を
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で

な
ぜ
権
力
が
そ
の
よ
う
に
作

用
す
る
の
か

の
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
言
説
の
配
置
が
な
、
ぜ
、
時
間
の
経
過
に
し
た
が
っ
て
変
化
し
て
い

く
の
か
、
理
由
を
の
べ
た
り
予
測
し
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

第
四
に
、
言
説
分
析
は
、
容
易
に
通
俗
化
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。

言
説
分
析
は
、
ど
の
研
究
が
価
値
が
あ
り
ど
の
研
究
が
価
値
が
な
い
か
を
、
区
別
す
る
基
準
や
根
拠
を
も
た
な
い
。

そ
の
言
説
を
生
み
出
し
た
人
び
と
が
抱
い
て
い
た
意
味
や
価
値
観
と
無
関
係
に
、
そ
れ
を
外
側
か
ら
考
察
す
る
。
歴
史

学
者
は
、
文
字
資
料
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
考
古
学
者
は
、
文
字
資
料
を
あ
た
か
も
文
字
資
料
で
は

そ
の
ほ
か
の
遺
物
と
同
様
に
扱
う
。
言
説
分
析
に
は
、
言
説
に
対
す
る

一
種
の
イ
リ
テ
ラ
シ

1

な
い
か
の
よ
う
に
、

認

一事
例記
引

「
考
古
学
的
切
断
」
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
言
説
分
析
は
、
ど
ん
な
に
さ
さ
い
な
対
象
で
も
研
究
の
主
題
に
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の

対
象
に
つ
い
て
の
「
理
論
」
を
無
視
し
て
、
「
分
析
」
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
労
働
運
動
に
つ
い
て
の
経

済
学
的
・
社
会
学
的
分
析
を
行
な
う
か
わ
り
に
、
労
働
運
動
に
つ
い
て
の
言
説
を
集
め
て
分
析
す
る
、
な
ど
。
は
な
は

だ
し
い
場
合
に
は
、
単
に
言
語
資
料
を
「
言
説
」
と
呼
び
か
え
、
ジ
ャ

1
ゴ
ン
を
ま
ぶ
し
た
だ
け
の
安
直
な
「
言
説
分
析
」

が
、
む
や
み
に
生
産
さ
れ
て
い
る
。

=
口
説
分
析
が

フ
1
コ

!
の
個
人
的
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
研
究
プ
ラ
ン
で
あ
る
こ
と
を
越
え
て
、
広
く
社
会
学
に
受
容

知識社会学と言説分析

さ
れ
た
背
景
を
考
え
て
み
よ
う
。

冷
戦
が
続
い
て
い
た
当
時
、
社
会
学
は
、
潜
在
的
な
対
抗
理
論
、

た
め
、
構
造
|
機
能
分
析
の
よ
う
な
「
グ
ラ
ン
ド
・
セ
オ
リ
ー
」
が
生
み
出
さ
れ
、
支
持
さ
れ
た
。
知
識
社
会
学
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
存
在
を
意
識
し
て
い
た
。

z 
」

のー
、ー

う
し
た
真
理
を
め
ぐ
る
争
い
の
時
代
に
適
合
し
た
思
考
の
フ
レ
ー
ム
で
あ
っ
た
。

マ
ル
ク
ス
主
義
が
影
響
力
を
失
う
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
。
真

理
を
め
ぐ
る
争
い
は
ど
う
で
も
よ
く
な
り
、
世
界
を
把
握
す
る
た
っ
た
ひ
と
つ
の
見
取
り
図
が
存
在
す
る
と
は
信
じ
ら

構
造
主
義
、
そ
し
て
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
発
展
は
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れ
な
く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
と
き
、
号
一
口
説
分
析
が
歓
迎
さ
れ
た
の
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。

第
一
に
、
言
説
分
析
の
フ
レ
ー
ム
に
従
え
ば

「科
学
的
で
実
証
的
」
な
研
究
が
確
実
に
実
行
で
き
る
こ
と
。
素
材
と



な
る
言
説
を
集
め
た
ら
、

あ
と
は
分
析
を
す
れ
ば
よ
い
。
第
二
に
、

言
説
分
析
の
フ
レ
ー
ム
に
従
え
ば
、
研
究
テ

j
マ

19S 

が
簡
単
に
み
つ
か
る
こ
と
。

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
概
念
や
ト
ピ
ッ
ク
は
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

説

分
析
の
対
象
に
で
き
る
。
第
三
に
、
言
説
分
析
の
フ
レ
ー
ム
に
従
え
ば
、
研
究
の
動
機
や
有
用
性
が
稀
薄
で
も
、
研
究

は
っ
き
り
し
た
問
題
意
識
で
研
究
を
行
な
う
こ
と
は
ま

を
続
け
る
の
に
差
し
支
え
な
い
こ
と
。
ポ
ス
ト
冷
戦
の
時
代

す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
い
る
が
、

そ
う
い
う
場
合
で
も
言
説
分
析
な
ら
、

と
り
あ
え
ず
と
り
か
か
れ
る
。
な
ど
な
ど
。

要
す
る
に
‘
言
説
分
析
は
、

一
九
八

0
年
代
以
降
の
相
対
主
義
的
で
混
乱
し
た
精
神
状
況
に
マ
ッ
チ
し
た
の
で
あ
る
。

4 

言
説
分
析
以
降

言
説
分
析
は
、
こ
の
よ
う
に
、
容
易
に
通
俗
化
す
る
も
の
だ
と
し
て
も
、

そ
の
本
来
の
動
機
と
可
能
性
は
十
分
に
評

価
す
べ
き
も
の
だ
と
思
う
。

啓
蒙
思
想
か
ら
実
証
主
義
へ
、

さ
ら
に
マ
ル
ク
ス
主
義
、
言
説
分
析
へ
と
、
知
識
に
つ
い
て
の
研
究
が
歩
を
進
め
て

い
ま
わ
れ
わ
れ
は
、
言
説
分
析
の
つ
、
ぎ
の
段
階
に
踏
み
出
す
べ

き
た
こ
と
に
は
必
然
性
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
経
て
、

き
地
点
に
立
っ
て
い
る
。

言
説
分
析
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
べ
き
な
の
は
、
言
説
と
行
為
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
。

言
説
分
析
は
、
す
べ
て
を
言
語
空
間
の
な
か
で
問
題
に
し
よ
う
(
あ
る
い
は
、
言
説
だ
け
を
分
析
し
よ
う
)
と
す
る
。
こ
れ

に
対
し
て
社
会
学
は
、
伝
統
的
に
、
行
為
を
考
察
の
基
本
単
位
と
し
て
き
た
。
も
し
も
行
為
が
言
説
に
合
ま
れ
る
の
な

ら
、
社
会
学
は
言
説
分
析
に
包
摂
さ
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
も
し
も
言
説
が
行
為
に
含
ま
れ
る
の
な
ら
、
言
説
分
析
は
社

会
学
に
回
収
さ
れ
る
。
も
し
も
、
言
説
と
行
為
が
重
な
ら
な
い
の
な
ら
、
言
説
分
析
と
社
会
学
の
関
係
を
は
っ
き
り
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

知識社会学と言説分析

言
説
は
、
行
為
を
ほ
ぼ
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
概
念
で
は
あ
る
。
行
為
は
、
ウ
ェ

1
パ

l
が
考
え
た
よ
う
に
、
有
意
味
な
身

体
の
挙
動
で
あ
る
。
行
為
の
意
味
は
、
観
察
す
る
第
三
者
に
理
解
で
き
る
も
の
で
、
そ
れ
を
記
述
し
た
り
記
録
し
た
り

で
き
る
。
こ
う
し
て
行
為
の
意
味
を
の
こ
ら
ず
言
語
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
言
説
と
し
て
行
為
を
と

ら
え
る
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い
。

け
れ
ど
も
行
為
は

言
語
と
す
っ
ぽ
り
重
な
る
概
念
で
は
な
い
。
言
語
は

言
葉
を
発
す
る
行
為
(
発
話
行
為
)
や
書

{
一
ナ
行
為
な
し
に
は
存
在
で
き
な
い
が

そ
れ
に
し
て
も

行
為
と
言
語
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
行
為
が
言
語
に
還

元
で
き
な
い
レ
ヴ
ェ
ル
の
現
象
で
あ
る
の
な
ら

行
為
を
言
語
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
「
理
論
」
(
す
な
わ
ち
、
社

第 6章

会
学
)
が
、
言
説
分
析
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
存
在
す
る
理
由
と
権
利
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
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J
-
L
・オ

l
ス
テ
イ
ン
の
発
話
行
為
論
(
与
S
n
E
白2
5
g
『同)は

百
語
が
行
為
に
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
か

を
明
ら
か
に
し
た
。
言
語
は
こ
れ
ま
で

出
来
事
の
外
に
あ
っ
て

世
界
に
つ
い
て
「
記
述
」
す
る
だ
け
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
発
話
行
為
論
は

「
命
令
」
「
約
束
」
「
宣
告
」
の
よ
う
に
、
出
来
事
を
う
み
だ
し
、
世
界
を
構
成
す

2αフ

る
こ
と
も
言
語
の
は
た
ら
き
で
あ
る
と
す
る
。
言
葉
を
話
す
こ
と
そ
れ
自
身
が
行
為
で
あ
り
、

そ
れ
以
外
の
行
為
に
特

定
の
効
力
を
お
よ
ぼ
す
。

そ
う
や
っ
て
、
言
語
は
行
為
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

オ
1
ス
テ
ィ
ン
の
指
摘
は
、

そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
発
話
行
為
論
で
は
、

ま
だ
不
十
分
で
あ
る
。
言
語

を
生
み
出
す
個
々
の
発
話
行
為
が
、
そ
の
ほ
か
の
行
為
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
わ
か
っ
た
。
で
も
、
発
話
行
為
で

は
な
い
そ
の
ほ
か
の
行
為
は
、
言
語
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
言
語
と
行
為
の
関
係
に
つ
い
て
、
発
話
行
為

論
は
部
分
的
に
し
か
語
っ
て
い
な
い
。

言
語
と
行
為
は
、
ど
う
関
係
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
ど
ち
ら
も
、
規
則
(
ル
ー
ル
)
に
従
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
だ
。

言
語
と
行
為
と
を
共
通
に
、
規
則
の
観
点
か
ら
と
ら
え
た
の
は
、

L
-
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
で
あ
る
。
後
期
の

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
は
、
言
語
や
行
為
を
含
め
、
人
間
の
ふ
る
ま
い
は
ど
れ
も
言
語
ゲ

l
ム
(
一
白
=
唱
お
よ

5
刊
)
で

あ
る
と
し
た
。
言
語
ゲ

l
ム
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
私
の
『
言
語
。
ケ

l
ム
と
社
会
理
論
|
|
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
・

ハ
l
ト
・
ル

1
マ
ン
|
|
』
(
-
九
八
異
動
草
書
房
)
、
『
言
語
派
社
会
学
の
原
理
ち

δ
O
Q
洋
泉
社
)
、
『
「
心
」
は
あ
る

ち
〈
ま
新
書
)
を
参
照
ね
が
う
と
し
て
、
以
下
、

の
か
』
(
ニ

O
O三、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
新
し
い
展
望
を
与
え
る
の
か

を
の
べ
よ
う
。

行
為
が
意
味
を
も
ち
、

理
解
可
能
で
あ
り
、
効
力
を
も
つ
の
は
、

そ
れ
が
規
則
に
従
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
言
語

官

が
意
味
を
も
ち

理
解
可
能
で
あ
り

効
力
を
も
つ
の
は

そ
れ
が
規
則
に
従
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
行
為
も
言
語

規
則
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り

そ
れ
に
応
じ
て

人
び
と
の
占、=
る 22
ま-s
いど

をZ
zだ

5;L 
今日日

王薩
りな
る

並
行
関
係
が
あ
る

も
、
ど
ち
ら
も
規
則
(
ル
!
と
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
点
で

そ
う
し
た
ふ
る
ま
い
の

一
つ
ひ
と
つ
を

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
言
語
ゲ
1
ム
」
と
名
づ
け
た
。

こ
の
名
前
の
せ
い
で

こ
れ
を
、
も
つ

ば
ら
言
語
と
結
び
つ
い
た
活
動
だ
と
考
え
て
し
ま
っ
て
は

誤
解
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
し
に

言
語
ゲ

l
ム
は

む

し
ろ
行
為
の
概
念
に
近
い
。
行
為
や
言
語
を
ふ
く
む

も
っ
と
も
一
般
的
な
人
間
の
ふ
る
ま
い
の
総
称
で
あ
る
。

と
な
れ
ば

言
説
の
上
位
概
念
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
一
言
説
は
ど
れ
も

な
に
が
し
か

言
語
ゲ
l
ム
は

の
規
則
を
前
提
に
し
て
お
り
、

あ
る
言
語
ゲ

1
ム
の
な
か
で
う
ま
れ
る
も
の
だ
か
ら
だ
。

言
語
ゲ
1
ム
は
、
行

ま
た
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為
の
上
位
概
念
で
も
あ
る
。
行
為
は
ど
れ
も

規
則
を
前
提
に
し
て
い
る
。

あ
る
特
定
の
規
則
に
し
た
が
っ
た
行
為
の

集
ま
り
が
‘
言
語
、ゲ
l
ム
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
言
語
、
ゲ

l
ム
を
通
じ
て
、
言
語
と
行
為
は
結
び
つ
い
て
い
る
。

そ
こ
で
行
為
と
行
為
の
関
係
、
行
為
と
言
語
の
関
係
、
言
語
と
言
語
の
関
係
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
に
は
、
言
語
ゲ

l

ム
と
言
語
ゲ
1
ム
の
関
係
に
注
目
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

」
う
考
え
て
私
は

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
言

語
ゲ

1
ム
の
ア
イ
デ
ア
を
拡
張
し

言
語
ゲ

l
ム
論
」
{
言
語
ゲ
1
ム
を
モ
デ
ル
と
す
る
社
会
想
論
)
を
構
想
し
た
。
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あ
る
言
語
。
ケ
1
ム
の
な
か
で
営
ま
れ
て
い
る
。

Z
1
・し

JL

あ
る
言
語
ゲ

1
ム

言
語
ゲ
1
ム
論
に
よ
る
と

言
語
は
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と
も
う
ひ
と
つ
言
語
ゲ

l
ム
が
関
係
す
る
場
合
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
た
と
え
ば
、

あ
る
言
語
、
ケ
l
ム
の
規
則

に
、
も
う
ひ
と
つ
の
言
語
ゲ
l
ム
が
言
及
す
る
場
合
。

こ
の
場
合

前
者
の
言
語
ゲ

l
ム
を
一
次
ゲ

1
ム

後
者
を



「
、

次
ゲ

1
ム
と
い
う
。
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社
会
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
ゲ

l
ム
の
集
積
で
あ
る
。
い
く
つ
も
の
言
語
ゲ

l
ム
が
、
言
語
の
は
た
ら
ぎ
を
媒
介
に
、

さ
ま
ざ
ま
に
複
合
し
、
社
会
の
全
体
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
〈
様
相
を
、

」
う
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

つ。
言
語
ゲ

l
ム
論
を
踏
ま
え
て
み
る
と
、
言
説
分
析
の
権
力
の
概
念
は
、
考
え
直
し
た
ほ
・
つ
が
い
い
よ
う
に
思
え
る
。

言
説
分
析
は
、
①
対
象
の
す
べ
て
を
言
説
と
み
な
し
、
②
言
説
の
分
布
を
調
べ
、
③
分
布
に
偏
り
が
あ
れ
ば
、
そ
こ

と
い
う
手
順
を
踏
む
。
こ
の
や
り
方
で
は
、
言
説
の
外
側
に
あ
っ
て
な
に
か
の
作
用
を
も

に
権
力
の
作
用
を
認
め
る
、

つ
も
の
は
、
す
べ
て
権
力
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

け
れ
ど
も
、
言
語
ゲ

1
ム
論
に
よ
れ
ば
、
言
説
の
外
側
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
、
ケ

l
ム
が
堆
積
し
て
お
り
、
言
語

や
行
為
の
さ
ま
ざ
ま
な
効
果
が
積
み
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
の
あ
る
も
の
を
権
力
と
定
義
す
べ
き
で

あ
っ
て

そ
の
す
べ
て
を
権
力
と
考
え
る
の
は
適
当
で
な
い
。

言
説
分
析
は
、
言
説
と
権
力
を
補
集
合
の
関
係
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

い
た
る
と
こ
ろ
に
権
力
を
発
見
す
る
。

M

つ
ね
に
権
力
に
関
心
も
持
ち
続
け
て
い
る
ぞ
H

と
い
う
『
良
心
」
の
自
己
満
足
か
、

μ

ど
う
あ
が
い
て
も
権

力
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
H

と
い
う
無
力
感
を
も
た
ら
す
。
ど
ち
ら
も
、
見
当
外
れ
で
あ
る
。
言
説
の
外
側
に
は
、
人
び

と
の
規
則
に
従
っ
た
ふ
る
ま
い
が
あ
り
、
歴
史
的
な
偶
然
や
必
然
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
が
あ
る
。
そ

そ
れ
は

れ
ら
は
、
社
会
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
な
の
で
あ
っ
て
、

忌
む
べ
き
権
力
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
条
件
か
成
り
立
た

な
す
凡
ま

:
1
1
l
 
そ
も
そ
も
個
人
の
自
由
も
な
い
の
だ
。

権
力
を
ど
う
定
義
し
概
念
化
す
れ
ば
よ
い
か
は
、
聞
か
れ
た
問
い
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、

言
説
分
析
の
や
る
よ
う
に
権
力
を
概
念
化
し
た
の
で
は
、
社
会
学
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ロ

知識社会学と言説分析

本
章
は
、
知
識
を
め
ぐ
る
社
会
学
的
な
考
察
の
う
ち
、
知
識
社
会
学
、
言
説
分
析
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
そ
の
達
成
と

問
題
点
と
を
論
じ
た
。
知
識
に
関
す
る
社
会
(
科
)
学
的
考
案
が
、
こ
れ
に
限
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し

て
こ
れ
か
ら
も
、
新
た
な
試
み
が
う
ま
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
章
の
読
者
が
、
そ
の
挑
戦
的
な
課
題
に
取
り
組
む
か
、

少
な
く
と
も
そ
の
理
解
者
で
あ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。
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