
バ

ベ
ル
の
塔
､
ふ

た

た

び
-

日
本
語
と
い
う
イ
ド
ラ

中

尾

健

二

ひ
と

つ
の
共
通
の
言
葉
が
失
わ
れ
､
複
数
の
言
葉
の
併
存
に
よ
っ
て
意
志
疎
通
を
は
か
れ
ぬ
ま
ま
､
混
乱
の
う
ち
に

1
大
建
設
プ
ロ
ジ

ェ

ク
ト
が
頓
挫
し
て
し
ま
う
と
い
う
旧
約
聖
書
の
お
話
は
､
な
に
ほ
ど
か
今
日
の
世
界
情
勢
と
通
じ
あ
う
.
東
西
冷
戦
の

一
方
の
極
で
あ

っ
た

ソ
連
を
中
心
と
す
る
東
側
ブ

ロ
ッ
ク
の
瓦
解
に
と
も
な

っ
て
､
民
族
紛
争
や
ナ
シ
ョ
ナ
-
ズ
ム
が
噴
き
出
て
き
た
｡
社
会
主
義
と
い
う
普
遍

主
義
の
蓋
を
と

っ
て
み
た
ら
､
民
族
や
地
域
の
自
己
主
張
が
煮
え
た
ぎ
り
は
じ
め
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
社
会
主
義
が
普
遍
主

義
と
し
て
い
か
に
定
着
し
て
い
な
か

っ
た
か
､

つ
ま
り
社
会
主
義
が
ひ
と
び
と
の
自
発
的
同
意
を
調
達
す
る
こ
と
に
失
敗
し
､
権
力
に
よ
っ

て
ひ
と
び
と
に
強
制
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
を
物
語
る
｡
社
会
主
義
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
建
前
で
し
か
な
か

っ
た
こ
と

に
比
例
し
て
､
そ
の
反
動
も
お
お
き
い
｡
し
か
も
こ
の
反
動
は
､
市
民
に
対
す
る
無
差
別
殺
教
と
い
う
蛮
行
､
文
字
通
り
の
市
民
的
モ
ラ
ル

以
前

へ
の
退
行
す
ら
と
も
な

っ
て
い
る
｡
社
会
主
義
圏
の
瓦
解
の
あ
と
に
出
現
し
た
こ
う
し
た
蛮
行
を
､
も
は
や
社
会
主
義
の
失
敗
に
帰
す

こ
と
は
で
き
な
い
｡

理
論
的
に
は
と
も
か
-
､
現
在
の
殺
人
行
為
の
原
因
を
過
去
に
も
と
め
て
も
､
実
践
的
に
は
意
味
が
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

｢
悪
の
帝
国
｣
と
い
う
便
利
な
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
は
､
も
は
や
こ
の
地
上
に
存
在
し
な
い
O

つ
ま
り
､
こ
の
問
題
は
､
F
･
フ
ク
ヤ
マ
の
よ
う
に
-
ベ
ラ
ル
な
民
主
主
義
が
全
世
界
的
に
勝
利
し
､
歴
史
が
終
わ

っ
た
と
い
う
立
場
を
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と

っ
た
に
し
て
も
､
消
失
L
は
し
な
い
の
で
あ
る
｡

i
九
八
九
年
の

｢
東
欧
革
命
｣
は
､

l
七
八
九
年
の
市
民
革
命
の
精
神
を
呼
び
出
し
て

｢
赤
い
帝
国
｣
を
崩
壊
に
み
ち
び
い
た
が
､
そ
の
後
の
推
移
を
見
る
わ
れ
わ
れ
は
､
途
方
に
-
れ
る
魔
法
使
い
の
弟
子
に
で
も
な

っ
た
気
分

で
あ
る
｡
帰
宅
す
る
師
匠
も
い
な
い
と
な
れ
ば
､
な
お
さ
ら
お
手
上
げ
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
､
市
民
革
命
の
精
神
で
あ
る
リ
ベ
ラ
ル
な
民
主

主
義
は
､
歴
史
的
に
は
､
近
代
国
家
と
い
う
枠
組
の
な
か
で
成
長
し
て
き
た
｡
程
度
や
性
格
の
差
こ
そ
あ
れ
'
-
ベ
ラ
ル
な
民
主
主
義
に
は
､

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
色
濃
-
き
ざ
み
こ
ま
れ
､
｢人
権
｣
や

｢
自
由

｡
平
等

･
博
愛
｣
と
い
っ
た
普
遍
主
義
的
理
念
の
裏
に
は
､
ナ
シ
ョ
ナ

-
ズ
ム
が
､
国
家
の
絶
対
化
が
は
り
つ
い
て
離
れ
よ
う
と
し
な
い
｡
こ
の
ふ
た
つ
の
理
念
と
そ
の
相
魁
を
､
こ
の
間
の
世
界
史
的
変
動
に
よ
っ

て
､
わ
れ
わ
れ
は
ふ
た
た
び
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

東
西
の
冷
戦
体
制
の
崩
壊
の
あ
と
に
は
､
｢文
明
の
衝
突
｣
の
時
代
が
や
っ
て
-
る
と
い
う
議
論
が
あ
る
｡
も
と
も
と
西
欧
中
心
主
義

へ

の
批
判
と
し
て
あ
っ
た
文
化
相
対
主
義
が
､
い
ま
や
そ
の
機
能
を
転
換
し
て
､
自
ら
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
擁
護

(た
と
え
ば
先

進
国
に
お
け
る
外
国
人
排
斥
の
動
き
)
の
論
拠
と
し
て
も
ち
い
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
に
も
､
時
代
の
変
化
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡
文
化

は
西
欧
で
あ
る
と
い
う
思
い
上
が
り
に
対
す
る
鎮
静
剤
が
､
い
ま
や
文
化
間
の
非
和
解
的
闘
争
の
た
め
の
興
奮
剤
に
化
し
た
感
が
あ
る
｡
し

か
し
､
経
済
的

｡
政
治
的
な
利
害
に
か
か
わ
る
レ
ヴ

ェ
ル
と
文
化
に
か
か
わ
る
レ
グ

ェ
ル
と
は
､
は
っ
き
り
と
分
節
さ
せ
て
理
解
す
べ
き
だ

ろ
う
｡
た
と
え
ば
､
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ネ
オ
ナ
チ
と
よ
ば
れ
る
ひ
と
び
と
を
中
心
と
し
た
外
国
人
排
斥
の
動
き
に
し
て
も
､
ま
ず

｢外
国
人

に
職
を
う
ば
わ
れ
る
｣
｢
難
民
に
税
金
を
食
わ
れ
て
し
ま
う
｣
と
い
う
気
分
が
広
汎
に
大
衆
の
な
か
に
あ
り
､
こ
れ
に
生
活
習
慣
な
ど
の
目

に
み
え
る
文
化
的
差
異

(｢芝
生
に
ウ
ン
コ
し
た
｣
)
が
か
ら
ん
で
発
火
し
て
い
る
｡
ま
た
旧
ユ
J
Jn
の
紛
争
に
し
て
も
､
人
種
や
宗
教
と
い
っ

た
文
化
的
差
異
が
､
経
済
的

｡
政
治
的
な
権
力
闘
争
の
口
実
に
動
員
さ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
う
け
る
｡
で
は
な
ぜ
､
こ
れ
ら
は
問
題
の

解
決
か
ら
は
い
っ
そ
う
遠
の
-
と
し
か
思
え
な
い

｢
文
化
の
衝
突
｣
の
よ
う
な
外
観
を
呈
す
る
の
か
｡

な
ぜ
､
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
水

路
へ
と
､
ひ
と
び
と
の
情
動
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
そ
そ
ぎ
こ
ま
れ
て
し
ま
う
の
か
｡
そ
れ
は
､
ひ
と
び
と
を
心
的
に
動
機
づ
け
る
お
お
さ
な
力
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を
も

つ
の
は
､
や
は
り
文
化
を
お
い
て
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

経
済
や
政
治
な
ら
ば
､
困
難
と
は
い
え
利
害
調
整
や
妥
協
が
入
り
こ
む
余
地
が

あ
る
｡
価
値
中
立
的
に
問
題
を
解
決
し
う
る
可
能
性
が
あ
る
｡
し
か
し
､
文
化
と
な
る
と
､
ひ
と
び
と
は
非
妥
協
的
に
突

っ
走

っ
て
し
ま
い

か
ね
な
い
の
で
あ
る

(聖
戦
-
)｡
原
理
主
義
が
な
り
た
つ
の
は
､
文
化
に
お
い
て
の
み
で
あ
ろ
う
｡
大
衆
を
指
導
し
､
煽
動
し
よ
う
と
す

る
ひ
と
び
と
が
､
こ
れ
を
最
大
限
利
用
し
な
い
は
ず
は
な
い
｡
そ
の
結
果
､
価
値
評
価
と
は
切
り
は
な
し
て
処
理
し
う
る
問
題
が
､
感
情
の

か
ら
む
価
値
評
価
の
対
象
と
さ
れ
､
解
決
不
可
能
な
袋
小
路
に
は
ま
り
こ
ん
で
し
ま
う
｡
そ
う
な
る
と
､
の
こ
る
解
決
手
段
は
暴
力
の
み
と

な
る
｡
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
か
ら
戦
争
が

｢
政
治
の
延
長
｣
で
は
な
-

｢
経
済
の
延
長
｣
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
と
す
れ
ば
､
戦
争
に
喝

采
を
お
く
る
大
衆
の
心
理
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
は
､
戦
争
は

｢
文
化
の
延
長
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
現
代
に
お
け
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
､

つ
ね
に
大
衆
の
心
情
に
は
た
ら
き
か
け
る
<
美
学
∨
を

つ
う
じ
て
行
使
さ
れ
る
｡
そ
こ
で
は
敵
視
さ
れ
る
ひ
と
び
と
の
人
種
的
容
貌
や
服
装

な
ど
が
､
極
端
に
誇
張
さ
れ
､
差
別
の
指
標
と
し
て
政
治
的
に
利
用
し
っ
-
さ
れ
､
あ
る
い
は
も
っ
と
洗
練
さ
れ
た
仕
方
で
み
ず
か
ら
の
国

民
文
化
が
賛
美
さ
れ
る
｡
脱
魔
術
化
さ
れ
た
世
界
で
､
再
魔
術
化
の
器
官
と
な
っ
た
の
は
､
こ
の
美
学
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
も
ち
ろ
ん
､

美
学

2
般
が
そ
う
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
.

し
か
し
､
近
代
に
お
い
て
美
学
は
､
お
お
か
れ
す
-
な
か
れ
､
ナ
シ
m
ナ
ル
な
性
格
を
き
ざ
み

こ
ま
れ
て
い
る
｡
い
や
､
む
し
ろ
こ
う
し
た
美
学
こ
そ
､
ど
こ
に
も
な
か
っ
た

｢想
像
の
共
同
体
｣
と
し
て
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
創
造
す
る
に

与
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
遅
垂
に
失
す
る
に
せ
よ
､
″

国
民
美
学
″

の
呪
縛
は
､
こ
れ
を
ほ
ど
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡

と
こ
ろ
で
､
国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
基
盤
に
は
言
葉
が
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
四
つ
の
公
用
語
を
み
と
め
て
い
る
ス
イ
ス
の
よ
う
な

国
も
あ
り
､
ま
た
国
内
に
言
語
戦
争
を
か
か
え
て
い
る
国
々
も
あ
る
｡
逆
に
ひ
と
つ
の
言
葉
が
､
複
数
の
国
家
で
も
ち
い
ら
れ
て
も
い
る
｡
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し
た
が

っ
て
､
〓

国
家

･
三
豊
巴

と
い
う
観
念
を
不
当
に

1
般
化
す
る
こ
と
は
つ
つ
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が
､
近
代
の
国
家
形
成
に
あ

た
っ
て
､
言
葉
が
お
お
き
く
関
与
し
て
き
た
歴
史
的
事
実
は
否
定
で
き
な
い
｡
お
お
-
の
国
家
に
と

っ
て
､
国

(家
)
語
の
形
成
は
至
上
命

令
で
さ
え
あ

っ
た
o
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
､
ド
イ
ツ
､
イ
タ
-
ア
と
い
っ
た
国
々
は
､
古
代

ロ
ー
マ
帝
国
が
細
胞
分
裂
を
し
た
か
の
よ
う
に
､

そ
の
版
図
の
な
か
か
ら
生
み
だ
さ
れ
て
き
た
が
､
そ
の
近
代
国
家
形
成
に
際
し
て
､
ロ
ー
マ
帝
国
の
言
葉
で
あ

っ
た
ラ
テ
ン
語
に
対
抗
し
て
､

そ
れ
ぞ
れ
フ
ラ
ン
ス
語
､
ド
イ
ツ
語
､
イ
タ
-
ア
語
が
土
着
の
言
葉
を
も
と
に
し
て
形
成
さ
れ
て
国

(家
)
語
と
な
っ
た
｡
中
国
の
周
辺
国

家
で
あ

っ
た
日
本
も
ま
た
､
中
国
語
に
依
存
し
っ
つ
そ
れ
に
対
抗
す
る
形
で
､
ヤ
マ
ト
コ
-
バ
を
､
や
が
て
そ
の
国
等
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
は

一
見
す
る
と
､
そ
の
読
み
が
懇
意
的
な
､
古
代
帝
国
の
〟

書
き
言
葉
″

に
対
し
て
､
″話
し
言
葉
″

と
し
て
あ
る
土
着
の
俗
語

を
対
抗
さ
せ
る
運
動
の
よ
う
に
み
え
る
.
し
か
し
､
こ
れ
ら
は

-

柄
谷
行
人
の
指
摘
す
る
よ
う
に
-

ラ
テ
ン
語
や
漢
文
と
い
う
書
き
言

葉
の
自
国
語

へ
の
<
翻
訳
>
を

つ
う
じ
た
新
し
い
表
音
的

エ
ク
-
チ
ュ
ー
ル
の
創
造
と
と
ら
え
る
べ
き
な
の
だ
｡
た
と
え
ば
ル
タ
ー
訳
の
聖

書
が
､

つ
ま
り
書
き
言
葉
が
ド
イ
ツ
語
を
創
り
だ
し
た
の
で
あ
る
o
だ
か
ら
､
土
着
的
な
も
の
の
復
権
と
だ
け
国
語
を
と
ら
え
る
の
は
､

7

面
的
な
錯
誤
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡
こ
こ
に
は
､
近
代
国
家
の
二
重
性
が
透
け
て
み
え
る
｡
な
ん
ら
か
の
土
着
の
話
し
言
葉
が
も
と
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
､
国
語
は
人
民
主
権
の
概
念
に
対
応
す
る
し
､
そ
れ
が
新
た
な
エ
ク
-
チ

ュ
ー
ル
と
し
て
全
国
民
に
義
務
教
育
を

つ
う
じ
て
教
え
こ
ま
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
､
国
家
主
権
の
概
念
に
対
応
し
て
い
る
｡
古
代
帝
国
に
お
け
る
エ
-
-
ト
の
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
な

書
き
言
菜
と
民
衆
の
地
域
的
な
話
し
言
葉
と
い
う
構
図
は
､
近
代
国
家
で
は
､
ひ
と

つ
の
国
家
の
な
か
で
の
､
ひ
と

つ
の
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル

を
舞
台
と
し
た
抗
争
に
席
を
ゆ
ず
る
の
で
あ
る
｡
柄
谷
行
人
は

｢
エ
ク
-
チ
ュ
ー
ル
と
ナ
シ
ョ
ナ
-
ズ
ム
｣
の
な
か
で
こ
う
述
べ
て
い
る
｡

24

日
本
に
お
い
て
､
ナ
シ
ョ
ナ
-
ズ
ム
の
萌
芽
は
､
何
よ
り
も
､
漢
字
文
化
圏
の
な
か
で
'
表
音
的
な
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
を
優
位
に
お
-

(1
)

運
動
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
た
｡



十
八
世
紀
日
本
の
国
学
者
の
音
声
中
心
主
義
に
は
､
中
国
の

｢
文
化
｣
の
支
配
に
対
す
る
政
治
的
な
闘
争
､
あ
る
い
は
､
中
国
的
哲
学

が
幕
荷
の
公
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
が
ゆ
え
に
武
家
体
制
へ
の
プ
ル
ジ

m
ア
的
な
批
判
が
合
意
さ
れ
て
い
(a)o

国
学
者
た
ち
の
童

戸
中
心
主
義
は
､
行
政
と
学
問
の
言
葉
で
あ
る
漢
文
に
対
し
て
､
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
感
性

(｢
も
の
の
あ
わ
れ
｣
の
美
学
)

を
対
抗
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
､
か
れ
ら
が

｢
漢
意

(か
ら
ご
こ
ろ
)｣
批
判
の
論
拠
と
し
た

｢舌
の
道
｣
も
ま
た
､
実
際
の
と
こ
ろ

『
古
事

記
』
『
万
葉
集
』
『
源
氏
物
語
』
と
い
っ
た
テ
ク
ス
ト

T
J

の
な
か
に
さ
ぐ
ら
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
｡
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
は
､
音
声
を

表
記
す
る
こ
と
か
ら
で
は
な
-
､
漢
文
を
読
み
､
そ
れ
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
､
わ
れ
わ

れ
は
漢
文
に
対
し
て
､
和
文
を
よ
り
根
源
的
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡
和
文
は
､
漢
文
を
和
文
へ
と
翻
訳
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､

徐
々
に
そ
の
形
を
と
と
の
え
て
き
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
劇
的
な
例
は
､
『古
今
和
歌
集
』
の

｢
真
名
序
｣
と

｢
仮
名
序
｣
で
あ
り
､
そ
こ

で
は
あ
さ
ら
か
に
漢
文
に
よ
る

｢真
名
序
｣
が
和
文
に
よ
る

｢
仮
名
序
｣
の
手
本
と
な
っ
て
､
ひ
き
し
ま
っ
た
美
し
い
和
文
の
創
造
に
寄
与

し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

国
学
者
た
ち
の
ナ
シ
ョ
ナ
-
ズ
ム
は
､
｢漢
意
｣

へ
の
対
抗
を

つ
う
じ
て
形
成
さ
れ
た
が
､
そ
れ
ほ
と
り
も
な
お
き

ず
こ
の
外
来
文
化
の
前
提
な
-
し
て
は
成
り
た
ち
え
な
い
も
の
で
あ

っ
た
o
か
れ
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
-
ズ
ム
は
､
根
源
へ
の
回
帰
の
外
観
を
豊

し
て
は
い
る
が
､
じ
つ
は
外
来
文
化
か
ら
二
次
的
に
派
生
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
O
感
性
の
重
視
と
あ
い
ま
っ
て
き
わ
め
て
モ
ダ
ン
な
運
動

な
の
で
あ
る
.
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
十
分
に
自
覚
的
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
､
つ
ま
り
そ
の
根
源
に
は
翻
訳
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
に
十
分
に

自
覚
的
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
､
国
粋
主
義
へ
の
回
路
は
あ
ら
か
じ
め
遮
断
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡

と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
､
日
本
語
の
な
か
で
､
そ
れ
を
も
ち
い
て
思
考
し
､
意
志
疎
通
を
は
か
る
こ
と
で
盤
活
し
て
い
る
｡

程
度
は
と
も

か

く
､

田
本
語
が
わ
れ
わ
れ
の
認
識
と
実
践
と
価
値
評
価
と
を
可
能
に
す
る
と
同
時
に
制
約
し
て
い
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
や
等

胃
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本
語
は
わ
れ
わ
れ
の
器
官
で
あ
り
､
わ
れ
わ
れ
は
日
本
語
の
有
機
的
身
体
で
あ
る
と
い
っ
た
表
現
も
ゆ
る
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
あ
る
い

は
日
本
語
は
､
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
構
造
主
義
に
お
け
る

｢
構
造
｣
で
あ
る
と
も
い
え
る
O

つ
ま
り
､
日
本
語
は
､
わ
れ
わ
れ
の
世
界
に
対

す
る
態
度
を
､
反
省
以
前
的
に
規
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
観
点
を
お
し
す
す
め
る
と
､

つ
ま
り
日
本
語
と
日
本

の
文
化
と
の
つ
よ
い
相
関
を
主
張
す
る
と
､
フ
ン
ボ
ル
ト
的
な

｢
言
語
は
民
族
精
神
の
発
現
で
あ
る
｣
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
接
近
す
る
こ
と
に

な
る
｡
し
か
し
､
こ
の
テ
ー
ゼ
が
､
ド
イ
ツ
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
色
濃
く
に
じ
ま
せ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り

こ
こ

に
は

｢
遅
れ
て
き
た
ネ
ー
シ
ョ
ン
｣
の
文
化

へ
の
過
剰
な
負
荷
が
､
政
治
的
な
同

一
性
の
代
償
と
し
て
の
文
化
的
な
同

l
性
の
讐
乗
が
あ
り
､

ド
イ
ツ
史
と
い
う
個
別
的
文
脈
ぬ
き
に
こ
の
テ
ー
ゼ
を
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
｡
そ
う
す
る
と
､
ど
う
も
わ
れ
わ
れ
は
フ
ン
ボ
ル
ト
と
は
逆

の
方
向
で
､
こ
の
テ
ー
ゼ
を
か
ん
が
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
だ
｡

つ
ま
り
､
｢
民
族
精
神
｣
を
解
体
す
る
よ
う
な
方
向
で
｡
あ
る
い
は
す

く
な
-
と
も
､
あ
る
言
語
の
非
通
約
的
な
個
性
を
重
視
す
る
の
で
は
な
-
､
そ
の
翻
訳
可
能
性
と
学
習
可
能
性
を
重
視
す
る
方
向
で
｡

こ
こ
で
観
点
を
か
え
て
､
近
代
国
家
と
は
な
に
か
を
､
簡
単
に
ふ
り
か
え

っ
て
お
き
た
い
｡
そ
の
出
発
点
に
は
､
ふ
た
つ
の
理
念
が
あ

っ

(IJ,

た
と
さ
れ
る
｡

ひ
と

つ
は

｢
国
民
国
家

(
ネ
ー
シ
ョ
ン
｡
ス
テ
ー
ト
)｣
で
あ
り
､
こ
れ
は
個
人
と
国
家
を
軸
に
､
そ
の
あ
い
だ
に
介
在
す
る
文
化
や
地

域
の
独
立
性
を
排
し
､
各
メ
ン
バ
ー
に
中
央
権
力

へ
の
忠
誠
と
､
生
ま
れ
育

っ
た
固
有
文
化
の
″

忘
即
″

を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ

で
は
権
力
作
用
は
､
お
も
に
内
部
の
文
化
的
差
異
の
排
除
に
む
か
う
｡
そ
し
て
こ
の
国
民
国
家
の
理
念
を
も

っ
と
も
極
端
に
例
示
し
て
い
る

の
は
､
フ
ラ
ン
ス
の
外
人
部
隊
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
の
加
入
に
あ
た
っ
て
､
人
種
や
国
籍
や
履
歴
は
い
っ
さ
い
と
わ
れ
ず
､
徹
底
し
た

フ
ラ
ン
ス
語
学
習

(
こ
れ
は
命
令
が
的
確
に
つ
た
わ
ら
な
け
れ
ば
と
て
も
戦
え
な
い
と
い
う
実
践
的
理
由
に
よ
る
だ
ろ
う
が
､
そ
れ
以
上
の

象
徴
的
意
味
を
感
じ
る
)
を
ふ
く
む
軍
事
教
練
の
あ
と
､

l
定
期
問
の
軍
務
を
お
え
れ
ば
､

つ
ま
り
国
家
の
た
め
に
命
を
賭
け
て
戦
え
ば
､

フ
ラ
ン
ス
の
市
民
権
を
取
得
し
う
る
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
､
外
人
部
隊
は

一
種
の
ア
ジ

ュ
ー
ル

(避
難
所

｡
政
治
的
庇
護
)
と
し
て
の
機
能
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を
も

っ
て
い
る
が
､
同
時
に
そ
れ
が
植
民
地
経
営
の
た
め
の
暴
力
装
置
で
も
あ
る
と
い
う
二
重
性
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
｡
も
う
ひ
と
つ
は

｢
民

族
国
家

(
エ
ス
ニ
ッ
ク

申
ス
テ
ー
ト
)
｣
で
あ
り
､
こ
れ
は
民
族
と
国
家
を
軸
に
､
ひ
と

つ
の
文
化
共
同
休
ま
る
ご
と
ひ
と

つ
の
国
家
で
あ

る
と
い
う
体
数
を
と
り
､
各
メ
ン
バ
ー
に
中
央
権
力
へ
の
忠
誠
を
要
請
す
る
点
で
は
上
と
お
な
じ
で
あ
る
が
､
生
ま
れ
育

っ
た
固
有
文
化

(と
さ
れ
る
も
の
)
の

〟覚
醒
″

を
上
と
は
逆
に
要
請
す
る
｡
こ
こ
で
は
権
力
作
用
は
､
内
外
の
異
文
化
の
排
除
に
む
か
う
｡
大
日
本
帝
国

の
植
民
地

◎
占
領
地
に
お
け
る
皇
民
化
教
育
や
ナ
チ
ス
に
よ
る
文
化
統
制
が
懸
起
さ
れ
る
｡
こ
う
し
て
そ
の
基
本
性
格
は
異
な
る
も
の
の
､

両
者
に
共
通
す
る
の
は
'
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
か
つ
地
域
的
な

｢
貴
族
文
化
/
民
衆
文
化
｣
に
か
え
て
､

一
国
単
位
の
国
民
文
化
を
創
造
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
､
｢文
化
の
ド
ヰ

ユ
メ
ン
-
で
野
蛮
の
ド
キ

ュ
メ
ン
ト
で
な
い
も
の
は
な
い
｣
(
W

｡
ベ
ン
ヤ
-
ン
)
の
で
あ
れ
ば
､

い
い
か
え
れ
ば
国
民
文
化
が
<
外
部
>
に
対
す
る
暴
力
性
を
払
拭
し
え
な
い
な
ら
ば
､
近
代
国
家
形
成
を
め
ぐ
る
文
化
と
野
蛮
の
弁
証
法
を
､

事
実
に
そ
く
し
て
冷
静
に
追
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
｡

と
い
う
の
も
､
現
在
命
脈
を
た
た
れ
た
か
に
み
え
た
民
族
国
家
の
理
念
が
､
墓
場
か
ら
出
て
き
た
ゾ
ン
ビ
の
ご
と
-
う
ご
め
き
だ
し
て
い

る
か
の
観
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
､
地
球
規
模
の
経
済
シ
ス
テ
ム
の
運
動
､
情
報
の
伝
播
､
交
通
手
段
の
発
達
な
ど
か
ら
考
え
て
も
､

ヒ
ト
｡
モ
ノ
｡
カ
ネ
そ
し
て
文
化
の
国
境
を
こ
え
た
移
動
は
､
も
は
や
お
し
と
ど
め
が
た
い
も
の
が
あ
り
､
と
う
て
い
民
族
国
家
の
理
念
が

維
持
さ
れ
る
と
は
思
え
な
い
｡
わ
れ
わ
れ
は
原
則
的
に
出
入
り
が
自
由
な
､
い
い
か
え
れ
ば
亡
命
を
許
容
す
る
国
民
国
家
の
理
念
に
た
ち
な

が
ら
､
ど
う
し
た
ら
そ
の
暴
力
性
を
緩
和
し
､
自
文
化
中
心
的
な
国
民
文
化
に
か
え
て
多
文
化
共
存
型
の
社
会
を

つ
-
り
う
る
か
を
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
｡
も
ち
ろ
ん
そ
の
際
､
わ
れ
わ
れ
は

一
定
の

｢
出
自
の
忘
却
｣
を
せ
ま
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
喪
失
と

な
り
か
ね
な
い
､
こ
の

｢
出
自
の
忘
却
｣
に
お
い
て
､
わ
れ
わ
れ
は
な
お
良
-
生
き
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
こ
で
い
か
に
連
帯
性
を
確
保

し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
問
題
を
き
ち
ん
と
考
え
る
こ
と
が
､
昨
今
民
族
国
家
の
再
現
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
､
病
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
へ
の
執
着
を
断
ち
切
る
手
だ
て
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
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三

28

こ
の
よ
う
な
痛
み
を
も
た
な
い
自
文
化
の
礼
賛
､
｢出
自
の
礼
賛
｣
は
現
在
も
あ
い
か
わ
ら
ず
横
行
し
て
い
る
｡
も
ち
ろ
ん

｢
出
自
の
忘

却
｣
の
た
め
に
は
､
自
文
化
の
認
識
が
必
須
で
あ
る
｡
む
し
ろ
､
そ
れ
こ
そ
が
病
的
で
な
い
､
治
療
的
な
忘
即
で
あ
る
｡
し
た
が
÷
て
､
こ

こ
で
の
忘
却
と
は
､
記
憶
に
と
ど
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
れ
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
､
自
文

化
の
特
性
記
述

砂
分
析
は
､
お
う
お
う
に
し
て
そ
の
礼
賛
な
い
し
嫌
悪
と
む
す
び
つ
き
が
ち
で
あ
る
O
わ
れ
わ
れ
は
理
論
的
な
､
価
値
中
立

的
な
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
と
価
値
評
価

申
趣
味
判
断
と
の
癒
着
を
､
可
能
な
か
ぎ
り
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
｡

こ
こ
で
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
､
荒
木
博
之

『
や
ま
と
こ
と
ば
の
人
類
学
-
日
本
語
か
ら
日
本
人
を
考
え
る
-
』
を
と
り
あ
げ
た
い
｡
こ
の

著
書
を
､
筆
者
は
新
幹
線
の
車
内
で
き
い
た

｢
ホ
ッ
ト
ビ
ー
ル
と
聞
こ
え
た
よ
'
マ
マ
｣
と
い
う
子
供
の
発
言
か
ら
は
じ
め
､
以
下
の
よ
う

な
コ
メ
ン
-
を
付
し
て
い
る
｡

私
が
こ
こ
で
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
日
本
語

(
や
ま
と
こ
と
ば
)
の
表
現
の
問
題
で
あ
る
｡
あ
れ
だ
け
と
ん
往
な
声
を
出
さ
せ
る

ほ
ど
の
､
子
供
に
と
っ
て
の
驚
き
､
あ
る
い
は
感
動
が
､
な
ぜ

｢
聞
こ
え
た
よ
｣
と
い
っ
た
没
主
体
的
な
言
い
方
で
言
わ
れ
る
の
か
｡

｢
聞
こ
え
た
よ
｣
と
い
う
表
現
は
､
私
に
は
､
子
供
の
大
仰
な
調
子
と
は
ま
こ
と
に
対
照
的
に
､
い
う
な
ら
ば
､
ど
こ
か
ら
と
も
な
-
ス
ー
ツ

と
風
が
や
っ
て
き
て
そ
の
ま
ま
吹
き
ぬ
け
て
い
っ
た
と
い
っ
た
ふ
う
の
､
は
な
は
だ
も
っ
て
う
す
味
な
無
感
動
な
言
い
方
に
思
わ
れ
た
の

∵こ

で
あ
る
｡

こ
の
冒
頭
部
分
は
､
こ
の
本
全
体
の
構
図
を
先
取
り
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
0

つ
ま
り
､
現
在
の
<
言
語
使
用
の
連
関
∨
の
な
か
に



系
譜
学
的
に
∧
言
語
発
生
の
連
関
∨
を
つ
よ
-
読
み
こ
み
､
な
お
か
つ
そ
れ
に
か
な
り
ナ
イ
ー
ヴ
な
価
値
評
価
を
-
わ
え
て
い
-
著
者
の
姿

勢
を
よ
-
示
し
て
い
る
0
た
と
え
ば

｢
れ
る
｣
｢
ら
れ
る
｣
は
､

l
股
に
四
つ
の
意
味
を
､
す
な
わ
ち
∧
自
発
∨
<
受
身
∨
∧
可
能
∨
∧
尊

敬
>
を
あ
ら
わ
す
と
さ
れ
て
い
る
が
､
著
者
は
こ
の
言
語
現
象
を
､
歴
史
的
に
通
観
し
､
橋
本
進
吾
説
に
よ
り
な
が
ら
､
｢
自
発

･
自
然
展

開
｣
を
価
値
と
す
る
心
的
態
度
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
∧
自
発
∨
が
根
本
に
あ

っ
て
､
そ
の
他
の
∧
受
身
>
∧
可
能
>

<
尊
敬
>
の
用
法
は
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の

｢自
発

｡
自
然
展
開
｣
は
､
著
者
に
よ
っ
て
美
学
的
に

｢
行
雲

流
水
性
｣
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
同
時
に

｢
主
体
の
-
ニ
マ
ム
化
｣
を
も
意
味
し
て
い
る
｡

小
杯
秀
雄
の

｢無
私
の
精
神
｣
が
感

動
的
に

T
･)
引
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
､
こ
の
著
者
の
趣
味
判
断
の
何
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
,(a
)o
そ
の

｢
無
私
の
精
神
｣

で
は
､
｢御
尤
も
｣
と

｢御
覧
の
通
り
｣
と
い
う
ふ
た
つ
の
言
葉
が
口
癖
の
'
無
口
で
有
能
な
実
業
家
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
｡
も
ち
ろ

ん
肯
定
的
に
､
で
あ
る
｡
た
し
か
に
人
生
論
と
し
て
は
､
自
己
主
張
ば
か
り
し
て
実
行
の
と
も
な
わ
な
い
人
間
よ
り
は
､
ま
L
に
き
ま
っ
て

い
る
o

L
か
し
､
｢無
私
の
精
神
｣
と

｢
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
た
め
の
成
功
哲
学
｣
が
矛
盾
級
-

l
致
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
､
日
本
的
構
築

の
病
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

す
く
な
く
と
も

｢無
私
の
精
神
｣
か
ら
は
､
帰
属
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ヴ
ェ
ル
の
集
団
の
目
標
と

行
動
に
対
す
る
批
判
は
生
ま
れ
に
く
い
o
つ
ま
り
､
エ
ゴ
が
な
い
､
と
い
う
の
は
エ
ゴ
が
集
団
の
な
か
に
溶
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
が
､
そ
う
な
る
と
集
団
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
視
野
に
入
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
.
｢
談
合
｣
は
内
部
で
機
能
す
る
相
互
扶
助
で
あ
る
O
お
そ

ら
-

｢無
私
の
精
神
｣
と
は
､
そ
の
程
度
の
こ
と
な
の
だ
｡
こ
う
し
た
集
団
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
亡
命
し
う
る
の
は
､
｢
無
私
の
精
神
｣
で

は
な
く
､
普
遍
に
､
具
体
的
に
は
基
本
権
に
媒
介
さ
れ
た

｢私
｣
で
あ
る
は
か
な
い
｡

と
は
い
え
､
こ
う
し
た
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
使
用
は
､
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
気
分
と
､
近
代
に
疲
れ
は
て
た
わ
れ
わ
れ
の
気

分
と
奇
妙
に
調
子
が
合
っ
て
し
琴
っ
も
の
で
も
あ
る
｡
正
直
な
と
こ
ろ
､
だ
れ
で
も

｢す
る
｣
こ
と
に
疲
れ
ほ
て
れ
ば
､
｢
な
る
よ
う
に
な

れ
｣
(自
然
展
開
)
と
言
い
た
く
な
る
し
､
流
れ
に
身
を
ま
か
せ
て
い
た
-
な
る
も
の
で
あ
る
｡
｢
な
る
よ
う
に
な
れ
｣
に
居
直
る
こ
と
を
学
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問
的
に
正
当
化
し
て
-
れ
る
よ
う
に
み
え
る
､
こ
の

｢
な
る
｣
の
論
理
は
､
世
間
に
対
し
て
は
､
最
近
売
れ
て
い
る
精
神
安
定
の
た
め
の
コ

ン
パ
ク
ー
デ
ィ
ス
ク
と
同
じ
効
能
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡
し
か
し
､
｢
な
る
｣
型
社
会
が
生
み
だ
す
ス
ト
レ
ス
も
小
さ
な
も
の
で
は

あ
る
ま
い
｡
だ
か
ら
こ
そ
､
そ
う
し
た
コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
が
売
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
｡

丸
山
寅
男
は

『
日
本
の
思
想
』
で

｢
で
あ
る
｣
に

｢す
る
｣
を
対
抗
さ
せ
た
｡
戦
後
啓
蒙
を

｢
す
る
｣
立
場
に
立
脚
さ
せ
た
わ
け
で
あ
る
｡

し
か
し
､
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
が
､
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
器
官
が

｢
す
る
｣
型
言
語
で
は
な
く
､
｢
な
る
｣
型
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
､
ど
こ
か

で
そ
の
批
判
の
矢
は
的
を
そ
れ
､
立
脚
点
は

｢
な
る
｣
の
論
理
の
な
か
に
埋
捜
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
の
こ
と
の
自
覚
が

｢
歴
史

意
識
の
古
層
｣
を
丸
山
に
書
か
せ
る
に
い
た
っ
た
の
だ
ろ
う
｡
こ
こ
に
は
､
い
わ
ば
途
方
に
-
れ
た
戟
後
啓
蒙
が
あ
る
｡
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四

じ
っ
は
､
こ
の

｢
な
る
｣
と

｢す
る
｣
の
対
照
に
あ
ら
た
め
て
注
目
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
､
沢
部
ひ
と
み
の

『
評
論
な
ん
か
こ
わ
く

(6
)

な
い
』
と
い
う
本
で
あ
っ
た
｡
こ
こ
で
は
大
学
人
試
問
題
に
よ
-
登
場
す
る
七
人
の
評
論
家
が
取
り
あ
げ
ら
れ
､
そ
の
な
か
で

｢す
る
｣
に

対
す
る

｢
な
る
｣
の
使
用
率
が
も
っ
と
も
高
い
の
が
､
日
本
的
自
然
と
伝
統
の
賛
美
者
で
あ
り
､
｢
日
本
語
の
論
理
｣
の
顕
彰
に
余
念
が
な

い
外
山
滋
比
古
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

一
万
字
の
う
ち

｢
す
る
｣
が
百
二
回
､
｢
な
る
｣
が
五
十
二
回
､
ち
な
み
に
も

っ

と
も
率
の
低
い
の
が
大
岡
信
で

｢す
る
｣
が
九
十
九
回
､
｢
な
る
｣
が
十

i
回
で
あ
る
o
も
ち
ろ
ん
､
こ
の
指
標
だ
け
で
何
か
を
言
う
こ
と

は
危
険
で
あ
る
が
､
｢
や
は
り
｣
と
い
う
感
を
い
な
め
な
い
も
の
で
も
あ
る
｡

こ
の

｢
す
る
｣
と

｢
な
る
｣
の
対
照
と
い
う
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
､
プ
-
-
ア
ン
ト
な
言
語
学
的
分
析
を
く
わ
え
て
い
る
の
が
､
池
上
義

彦
の

『
｢す
る
｣
と

｢
な
る
｣
の
言
語
学
』
で
あ
る
.
こ
の
単
行
本
よ
れ
は
､
最
近
文
庫
化
さ
れ
た

『詩
学
と
文
化
記
号
学
』
の

｢第
四
章



<
ス
ル
>
的
な
言
語
と
∧
ナ
ル
>
的
な
言
語
｣
の
方
が
､
こ
の
テ
ー
マ
が
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
､
そ
ち
ら
に
そ
っ
て
み
て
い
き

た
い
｡
議
論
の
発
端
に
は
､
万
葉
集
巻
第
六
の

｢
和
歌
ノ
浦

二
潮
満
チ
来
レ
バ
潟
ヲ
無
-
葦
辺
ヲ
サ
シ
テ
鶴
鳴
ヰ
渡
ル
｣
と
い
う
歌
と
そ
の

英
訳
に
ふ
れ
て
､
吉
川
幸
次
郎
が
述
べ
た
疑
問
が
お
か
れ
て
い
る
｡

へー)

こ
こ
で
の

『鳴
き
渡
る
』
が
英
語
で
は

g
o

cryingと
な

っ
て
い
ま
す
が
､
そ
れ
だ
け
で
よ
ろ
し
い
か
ど
う
か
o

こ
の
疑
問
を
解
明
す
る
な
か
か
ら
､
池
上
義
彦
は
ひ
と

つ
の
対
立
項
を
み
ち
び
き
だ
す
.
そ
れ
は
､
あ
る
同

1
の
事
態
に
対
応
す
る
言
語

表
現
が
､
個
体
の
運
動
に
注
目
し
て
い
る
か
､
あ
る
い
は
全
体
の
推
移
に
注
目
し
て
い
る
か
の
区
別
で
あ
る
0
吉
川
幸
次
郎
の
不
満
は
､
英

訳
で
は
こ
の
歌
に
あ
る
全
体
の
推
移
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
す
く
い
と
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
ふ
た

つ
の
仮
説
が
提
起
さ
れ
る
｡
仮
説
Ⅰ
は

一
般
的
､
仮
説
Ⅱ
は
そ
の
典
型
的
な
あ
ら
わ
れ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
､
こ
こ
で
は
Ⅱ
を
あ
げ
て
お
き

た
い｡仮

説
Ⅱ

言
語
外
的
な
出
来
事
が
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
場
合
､
制
そ
の
出
来
事
に
関
与
し
て
∧
動
作
主
V
と
し
て
行
動
す
る

∧
人
間
∨
に
注
目
し
､
そ
れ
を
特
に
際
立
た
せ
る
よ
う
な
形
で
表
現
を
構
成
す
る
傾
向
､
闇
そ
の
出
来
事
を
全
体
と
し
て
捉
え
､
そ
こ
に

∧
動
作
主
>
と
し
て
行
動
す
る
∧
人
間
>
が
関
与
し
て
い
て
も
な
る
べ
-
そ
れ
を
際
立
た
せ
な
い
よ
う
な
形
で
表
現
を
構
成
す
る
傾
向
'

(r,,)

が
あ
る
O
英
語
は
刷
の
傾
向
が
顕
著
な
言
語
で
あ
り
､
日
本
語
は
腰
の
傾
向
が
強
い
.

こ
の
仮
説
に
そ
っ
て
日
英
語
の
対
照
分
析
が
す
す
め
ら
れ
て
い
-
の
で
あ
る
が
､
た
し
か
に

｢
あ
す
会
議
を
し
ま
す
｣
よ
り
は

｢
あ
す
会

封



議
と
な
り
ま
す
｣
と
い
う
表
現
の
方
が
､
言
う
側
も
聞
く
側
も
心
理
的
抵
抗
感
が
す
く
な
い
｡
動
作
主
を
際
立
た
せ
な
い
方
が
､
し
ば
し
ば

日
本
語
の
表
現
と
し
て
は
好
ま
し
い
と
い
う
わ
れ
わ
れ
ネ
イ
テ
ィ
ヴ

｡
ス
ピ
ー
カ
ー
の
直
観
は
否
定
で
き
な
い
｡
こ
れ
は
日
本
語
の
ご
く
基

本
的
な
言
語
表
現
の
な
か
に
も
､
倫
理
的

｡
習
俗
的
な
正
当
性
に
対
す
る
感
覚
が
､
お
お
げ
さ
に
言
え
ば
∧
定
言
命
法
>
が
浸
透
し
て
い
る

例
証
な
の
か
も
し
れ
な
い
｡

さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
ひ
-
の
は
､
<
主
語

｡
主
体
の
場
所
化
>
と
い
う
論
点
で
あ
る
0
簡
単
な
例
を
あ
げ
る
と
､
｢
私
は
そ
う
思

う
｣
よ
り
は

｢
私
に
は
そ
う
思
わ
れ
る
｣
と
い
う
表
現
の
方
が
､
わ
れ
わ
れ
に
は
好
ま
し
く
感
じ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
｡
後
者
は
､
<
あ
る
場

所
で
あ
る
コ
ト
が
自
然
に
生
起
す
る
>
と
い
う
構
造
を
明
示
的
に
も
っ
て
い
る
｡
と
い
う
こ
と
は
､
英
語
で
は

コ

th
in
k

so｣
と
翻
訳

さ
れ
､
欧
文
を
学
ん
だ
わ
れ
わ
れ
も
ほ
ぼ
そ
れ
と
等
価
だ
と
思
い
こ
ん
で
い
る
前
者
も
ま
た
､
潜
在
的
に
似
た
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
想
が
な
り
た
つ
.

助
詞
の

｢
は
｣
は
､

1
股
に

｢
主
題
の
提
示
｣
と
い
う
機
能
を
も
つ
と
さ
れ
て
い
る
が
r
こ
れ

を
場
所
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
と
ら
え
た
方
が
､
日
本
語
の
文
の
理
解
に
は
さ
ら
に
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
し
た
が
っ
て
､
場
所
が
わ
か

り
き
っ
て
い
る
場
合
､
こ
れ
は
な
し
で
も
す
む
､
つ
ま
り

｢
そ
う
思
う
｣
で
十
分
な
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
英
語
で
主
語
が
義
務
的
で
あ
る
､

す
な
わ
ち
省
略
不
可
能
で
あ
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
0
動
作
主
は
か
ぎ
り
な
く
場
所
の
な
か
に
溶
け
て
い
く
の
で
あ
る
｡
む
ろ
ん
こ
れ
は
顔

見
知
り
の
社
会
､
主
題
が
共
有
さ
れ
､
ト
ポ
ス

(場
所
)
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
社
会
構
造
に
適
合
的
な
表
現
で
あ
る
｡

さ
ら
に
こ
う
し
た

日
本
語
文
の
構
造
が
､
は
っ
き
り
価
値
的
に
も
プ
ラ
ス
と
さ
れ
て
い
る
例
証
と
し
て

｢陛
下

(
に
)
は
､
木
の
宙
を
植
え
ら
れ
ま
し
た
｣
と

い
う
敬
語
表
現
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
｢
に
｣
が
あ
れ
ば
は
っ
き
り
場
所
の
指
示
で
あ
る
が
､
結
局
な
く
て
も
等
価
で
あ
ろ
う
｡
こ
う
い
う
表
現

は
死
ん
で
い
-
で
あ
ろ
う
し
､
死
ん
で
い
っ
て
ほ
し
い
が
､
日
本
語
の
生
理
に
し
み
こ
ん
だ
<
主
語

｡
主
体

(動
作
主
)
の
場
所
化
>
の
力

は
容
易
に
は
死
ぬ
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
｡

前
述
の

｢
な
る
｣
も
こ
の

｢
は
｣
と
同
じ
よ
う
な
機
能
を
も
っ
て
い
る
｡
池
上
義
彦
が
プ
ラ
ッ
-
フ
ォ
ー
ム
で
聞
い
た
ア
ナ
ウ
ン
ス
に
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｢
後
ろ
へ
お
下
が
り
-
だ
さ
い
｡
電
車
が
到
着
に
な
り
ま
す
｡
｣
と
い
う
の
が
あ

っ
た
そ
う
で
あ
る
｡
発
話
行
為
論
に
よ
れ
ば
､
こ
の
発
言
は

｢
電
車
が
到
着
す
る
と
､
私
は
宣
言
す
る
｣
と
い
う
意
味
構
造
を
も

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
､
そ
こ
か
ら
生
じ
る

1
定
の
責
任
を
発
話
者
は

お
う
こ
と
に
な
る
が
､
｢
な
る
｣
の
使
用
は
そ
う
し
た
意
味
合
い
を
き
れ
い
に
拭
い
さ
っ
て
-
れ
る
の
で
あ
る
｡
敬
語
と
し
て
の

｢
な
る
｣

の
使
用
の
連
想
か
ら
､
な
ん
と
な
-
丁
寧
な
言
い
方
と
の
感
覚
も
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
｡
要
す
る
に

｢
な
る
｣
は
､
個
体
を
事
態
全
体
の

流
れ
の
な
か
に
没
せ
し
め
､
個
体
を
こ
え
た
事
態
全
体
の
変
化
と
し
て
と
ら
え
る
働
き
を
も
つ
-

と
か
れ
は
ま
と
め
て
い
る
.
し
た
が
っ

て
､
こ
の

｢
な
る
｣
も
日
本
的
な
心
性
と
そ
り
が
あ
う
の
で
あ
る
が
､
も
ち
ろ
ん
心
性
が
先
か
､
言
語
表
現
が
先
か
と
い
う
問
題
は
簡
単
に

は
答
え
ら
れ
な
い
｡
串
そ
ら
-
複
雑
に
か
ら
み
あ

っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
｡
た
だ
心
性
も
言
語
表
現
も
長
期
的
に
変
動
し
て
い
-
こ
と
だ

け
は
確
か
で
あ
る
｡
そ
こ
に
希
望
を

つ
な
ぐ
こ
と
は
で
き
る
｡
｢
作
為
｣
が
原
理
的
に
言
語
表
現
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
､

つ
ま
り
発
話
は
そ
の
つ
ど
の
文
の
創
造
と
い
う
側
面
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
主
題
的
に
と
り
あ
げ
て
い
な
い
問
題
と
し
て
､
｢
日
本
語
は
非
論
理
的
で
あ
る
｣
と
い
う
し
ば
し
ば
聞
か
れ
る
見
解
を

め
ぐ
る
問
題
が
あ
る
｡
た
と
え
ば

｢
こ
ん
ど
A
大
学
に
う
つ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
｣
と
い
う
表
現
を
考
え
る
と
､
こ
の
日
本
語
的
な
表
現

の
方
が
事
態
に
適
合
的
､
つ
ま
り
論
理
的
で
あ
る
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
｡
と
い
う
の
も
､
こ
う
い
う
事
態
に
お
い
て
は
､
か
な
ら
ず
L

も
動
作
主
の
意
志
と
行
動
と
が
プ
ラ
イ
オ
-
テ
ィ
を
も
っ
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
ず
'
さ
ま
ざ
ま
な
要
転
が
は
た
ら
い
て
ひ
と
つ
の
結
果
を
生

み
だ
し
た
の
な
ら
､
全
体
の
推
移
に
焦
点
を
あ
て
る
日
本
語
の

｢
な
る
｣
の
使
用
は
論
理
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
た
だ
し
､

日
本
語
の

｢
な
る
｣
に
は
敬
語
の
ふ
-
み
が
あ

っ
て
､
事
実
確
認
と
適
切
な
対
人
関
係
の
創
造
と
が
､
す
な
わ
ち
論
理
性
と
遷
徳
性
と
が
混

ざ
り
あ
っ
て
､
な
か
な
か
分
節
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
｡
こ
れ
も
ナ
イ
-
ヴ
な
日
本
語
の
論
理
の
礼
賛
者
に
か
か
れ

ば
､
論
理
的
に
適
切
で
あ
り
､
道
徳
的
に
も
麗
し
-
て
な
に
が
憩
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
｡

し
か
し
そ
の
代
償
は
､
藻
琴
性
が
真

理
性
と
し
て
自
立
せ
ず
､
つ
ね
に
社
会
的
上
下
関
係
や
権
力
の
強
弱
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ

O
言
語
表
現
に
あ
た
っ
て
'
い
つ
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も
そ
ん
な
こ
と
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
日
本
語
と
は
､
な
ん
と
不
自
由
で
強
迫
神
経
症
的
な
言
葉
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡

話
童
を
も
と
に
も
ど
そ
う
0
｢
は
｣
的
な
い
し

｢
な
る
｣
的
言
語
表
現
へ
の
傾
向
は
､
あ
え
て
歴
史
的
に
位
置
づ
け
れ
ば
､
個
体
が
自
然

と
共
同
体
に
没
し
て
い
る
社
会
､
個
体
が
そ
の
よ
う
な
地
か
ら
図
と
し
て
析
出
し
て
い
な
い
社
会
､
す
な
わ
ち
近
代
以
前
の
社
会
の
あ
り
様

に
よ
く
対
応
し
て
い
る
｡
し
た
が

っ
て
､
こ
う
し
た
性
格
を
も
つ
言
語
は
日
本
語
以
外
に
も
多
数
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
で
き
る
｡
池

上
嘉
彦
も
指
摘
す
る
よ
う
に
､
英
語
の
方
が
そ
の
意
味
で
は
ユ
ニ
ー
ク
な
言
語
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
だ
か
ら
日
本
語
を
礼
賛
す
る
の

な
ら
ば
､
そ
う
し
た
多
数
の
言
語
を
も
比
較
検
討
し
て
公
平
に
礼
賛
し
て
は
し
い
も
の
で
あ
る
｡

日
本
で
唯

t
の
独
創
的
哲
学
と
宣
伝
さ
れ
て
い
る
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
も
､
日
本
語
の
分
析
に
も
と
づ
い
た
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
分
析
に
よ
っ

て
､
意
外
に
簡
単
に
解
明
さ
れ
､
批
判
の
糸
口
も
み
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
｡
か
れ
の
哲
学
の
あ
る
部
分
は
､
厚
着
語
と
し
て
の
日
本
語
の

性
格
か
ら
き
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡

つ
ま
り
客
体
的
表
現

(請
)
を
主
体
的
表
現

(辞
)
で
つ
つ
ん
で
い
く
文
章
構
造
か
ら
き
て
い

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
時
枝
誠
記
の
定
義
を
ま
つ
ま
で
も
な
-
､
｢
辞
｣
は
実
体
的
な
も
の
で
は
な
-
､
作
用
な
い
し
機
能
で
あ
る
か
ら
､

そ
こ
か
ら

｢
経
験
の
プ
ラ
イ
オ
-
テ
ィ
｣
と
か

｢
無
と
し
て
の
主
体
｣
と
い
う
発
想
は
容
易
に
生
ま
れ
る
し
､
さ
き
ほ
ど
の

｢
は
｣
の
働
き

か
ら
は

｢
場
所
と
し
て
の
主
体
｣
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
西
田
自
身
は
､
こ
う
し
た
発
想
を
西
洋
の
論
理
学
の
概
念
を
も
ち

い
て
展
開
し
た
た
め
に
､
無
用
な
難
解
さ
を
ま
ね
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
｡
し
か
し
､
難
解
か
わ
か
り
や
す
い
か
と
い
う
問
題
以
上
に
重

要
な
の
は
､
わ
れ
わ
れ
が
日
々
そ
の
な
か
で
暮
ら
し
､
そ
れ
を
も
ち
い
て
生
活
し
て
い
る
､
こ
の
日
本
語
と
い
う
イ
ド
ラ
に
ど
れ
ほ
ど
自
覚

的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
反
省
の
光
が
そ
の
層
に
ま
で
た
っ
し
な
い
と
､
そ
れ
に
よ
っ
て
足
を
す
-
わ
れ
か
ね
な
い
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
て
み
る
と
､
日
本
語
そ
の
も
の
が
あ
る
意
味
で
も
っ
と
も
強
力
な
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
日
本
語
こ
そ
､

わ
れ
わ
れ
を
拘
束
す
る

｢
閉
ざ
さ
れ
た
言
語
空
間
｣
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
し
か
し
､
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
問
題
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､

そ
こ
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
か
ら
､
<
資
格
>
よ
り
も
<
帰
属
>
を
重
視
す
る
､

ロ
コ
ツ
ェ
ン
ト
-
ス
ム
ス
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(場
所
中
心
主
義
)
的
な

｢
日
本
文
化
｣
の
性
格
が
､
日
本
語
と
い
か
な
る
連
関
に
あ
る
の
か
､
と
い
っ
た
問
題
も
提
起
さ
れ
よ
う
｡
こ
う

し
た
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
わ
れ
わ
れ
は
文
化
相
対
主
義
や
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
閉
じ
こ
も
る
の
で
は
な
-
､
わ
れ
わ
れ
を
普
遍

へ
と
開
い
て
い
-
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
日
本
語
と
い
う
イ
ド
ラ
が
､
翻
訳
と
ナ
シ
ョ
ナ
-
ズ
ム
の
産
物
で
も
あ
る
こ

と
､
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
が
運
命
と
し
て
受
容
せ
ね
ば
な
ら
な
い
根
源
で
は
な
-
､
歴
史
的
形
成
物
で
も
あ
る
こ
と
､
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ

の
祖
先
が
外
部
と
の
交
渉
の
な
か
で
辛
苦
し
て
つ
-
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
､
こ
の
イ
ド
ラ
に
た
ち
む
か
う
わ
れ
わ
れ
を
勇
気
づ
け

る
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
バ
イ
-
ン
ガ
ル
が
､
ふ
た
つ
の
文
化
に
ひ
き
さ
か
れ
て
､
か
な
ら
ず
L
も
人
格
分
裂
や
二
重
人
格
を
余
儀
な
-
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
.
ふ
た
つ
の
言
語
を
自
由
に
行
き
来
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
､
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ら
の
イ
ド
ラ
の
囚
人
で
は
な
-
､

自
我
の
統
合
力
が
も
っ
と
高
い
と
こ
ろ
､
も
っ
と
普
遍
的
な
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
の
例
証
で
あ
ろ
う
｡
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
を
勇
気
づ
け
る
の

は
､
日
本
語
自
体
の
長
期
変
動
で
あ
る
｡
最
近

｢
わ
た
し
主
婦
し
て
る
の
｣
と
か

｢
ぼ
-
い
ま
大
学
生
や
っ
て
る
ん
だ
｣
と
い
っ
た
言
い
ま

わ
し
を
よ
く
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
る
.
こ
れ
は

｢
す
る
｣
論
理
が
､
｢
歴
史
意
識
の
古
層
｣
-

サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー

T
･)
を
浸
食
し
は
じ
め

た
兆
候
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
お
お
い
に
日
本
語
を
ひ
っ
か
き
ま
わ
そ
う
で
は
な
い
か
｡

注

(-
)
柄
谷
行
人

『
ヒ
ユ
ー
モ
ア
と
し
て
の
唯
物
論
』
筑
唐
草
居
､

l
九
九
三
年
､
五
四
貰
O

(2
)
前
掲
番
､
六
七
貢
.

(3
)
青
木
保

『文
化
の
否
定
性
』
中
央
公
論
社
､

7
九
八
八
年
､
と
く
に
六
八
頁
以
下
を
参
照
o

(4
)
荒
木
博
之

『
や
ま
と
こ
と
ば
の
人
額
学
-
日
本
語
か
ら
日
本
人
を
考
え
る
-
』
朝
日
新
聞
社
､

1
九
八
五
年
､
四
頁
以
下
o

(
5
)
前
掲
啓
､
四
二
頁
以
下
を
参
照
O
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(6
)
沢
郡
ひ
と
み

『評
論
な
ん
か
こ
わ
-
な
い
』
飛
鳥
新
杜
､

1
九
九
二
年
､
と
-
に
九
七
頁
以
下
を
参
照
.

(-
)
池
上
義
彦

『詩
学
と
文
化
記
号
論
』
講
談
社
'

1
九
九
二
年
へ
二
七
三
貢
O

(8
)
前
掲
音
､
二
七
八
頁
以
下
｡
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(な
か
お

け
ん
じ

静
岡
大
学
教
授
)


