
言
語
表
現
に
対
す
る
解
釈
の
ジ
レ
ン
マ

高

本

僚

治

l

寛
容
さ
と
人
間
く
さ
さ

語
用
論
的
な
手
法
を
使
っ
た
言
語
研
究
に
対
し
て
'
し
ば
し
ば

｢客
観

性
に
乏
し
い
｣
'
｢体
系
的
で
な
い
｣
､
｢結
論
が
不
明
確
だ
｣
な
ど
と
い
っ

た
批
判
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
｡
そ
れ
ら
は
言
語
学
を
い
わ
ば

｢科
学

(サ
イ
エ
ン
ス
)｣
と
見
な
す
立
場
か
ら
の
批
判
で
あ
る
｡
｢言
語
学
は
科

学
だ
｣
と
言
い
切
る
人
は
少
な
-
な
い
｡

し
か
し
'
私
は
次
の
よ
う
な
立
場
を
採
る
｡
科
学
的
な
言
語
学
の
価
値

は
も
ち
ろ
ん
認
め
る
｡
し
か
し
､
言
語
学
の
す
べ
て
が
必
ず
し
も
科
学
で

あ
る
必
要
は
な
い
｡
語
用
論
は
､
こ
と
ば
と
人
と
の
関
わ
-
を
あ
り
あ
り

と
見
よ
う
と
す
る

一
つ
の
姿
勢
で
あ
る
｡
そ
こ
で
は
科
学
的
な
厳
密
き
よ

-
も
､
人
間
的
な
寛
容
さ
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
｡
そ
れ
は
ま
さ

に

｢プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク

･
ト
レ
ラ
ン
ス

(語
用
論
的
寛
容
)｣
と
呼
ぶ

に
ふ
さ
わ
し
い
｡

私
自
身
に
と
っ
て
も

｢語
用
論
｣
と
の
出
会
い
は
扱
い
だ
っ
た
｡
語
用

論
に
は
､
己
れ
の
主
観
性
や
主
体
性
を
回
復
し
て
く
れ
る
癒
し
が
あ
わ
､

部
分
的

･
限
定
的
な
こ
と
に
ひ
た
す
ら
打
ち
込
め
る
自
由
さ
が
あ
り
､
到

達
点
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
プ
ロ
セ
ス
を
見
つ
め
て
い
ら
れ
る
'
良
い
意
味
で

の
悪
意
性
が
あ
っ
た
｡

語
用
論
に
お
い
て
は
､
実
際
に
言
わ
れ
た
こ
と
だ
け
で
な
く
'
言
わ
れ

な
か
っ
た
こ
と
も
問
題
に
す
る
｡
ま
た
､
思
い
浮
か
べ
ろ
れ
た
解
釈
だ
け

で
な
く
､
ま
だ
思
い
浮
か
べ
ら
れ
て
い
な
い
解
釈
候
補
も
問
題
に
す
る
｡

つ
ま
り
､
客
観
的
に
観
察
で
き
る
現
実
の
様
相
だ
け
で
な
-
､
主
観
的
に

＼

省
察
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
よ
う
な
可
能
性
に
つ
い
て
も
取
-
扱
う
の

一

だ
｡
そ
の
た
め
'
し
ば
し
ば
科
学
的
な
実
証
性
や
合
理
性
を
超
え
た
議
論

14

が
必
要
に
な
る
｡
｢科
学

(サ
イ
エ
ン
ス
)｣
で
あ
る
よ
り
も
､
ま
ず

｢人

l

文
学
=
人
間
-
さ
さ
の
学

(ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
)｣
で
あ
る
こ
と
が

語
用
論
に
は
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

二

語
用
論
と
い
う
探
求
姿
勢

佐
藤
信
夫

『
レ
ト
リ
ッ
ク
感
覚
』
の
中
に
'
｢
こ
と
ば
は
表
現
者
と
理

解
者
の
共
同
の
冒
険
に
は
か
な
ら
な
い
｣
と
い
う
有
名
な
デ
ー
ゼ
が
あ
る
｡

こ
の
場
合
の

｢こ
と
ば
｣
は
言
語
構
造
の
側
面
で
は
な
-
'
言
語
使
用
の

側
面
を
指
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
｡
｢表
現
者
と
理
解
者
｣
は
､

一
つ

に
ま
と
め
て
言
語
使
用
者
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
｡
ま
た
'
｢共
同
の
冒

険
｣
と
い
う
の
は
､
言
語
使
用
者
間
の
伝
達
が
､
相
互
の
協
調
を
必
要
と



す
る
も
の
で
あ
-
､
か
つ
､
必
ず
し
も
成
功
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
明
ら
か
に
語
用
論
の
立
場
と
通
底
す
る
｡

語
用
論

(prag
m
atics)
は
､
研
究
対
象
を
限
定
す
る
呼
称
で
は
な
-
､

研
究
姿
勢
を
明
示
す
る
呼
称
で
あ
る
と
い
う
の
が
私
の
見
方
だ
｡
そ
の
よ

う
な
学
問
領
域
呼
称
の
代
表
例
は
哲
学

(
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
)
で
あ
る
｡

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
ス
は
そ
の
誕
生
と
発
展
の
歴
史
に
お
い
て
､
｢言
語

論
的
転
回
｣
以
降
の
二
十
世
紀
言
語
哲
学
の
知
的
成
果
に
誘
導
牽
引
さ
れ

て
き
た
｡
そ
う
い
う
事
実
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
'
語
用
論
を
研
究
対
象
で

は
な
-
研
究
姿
勢
を
示
す
と
い
う
考
え
方
が
あ
な
が
ち
無
軌
道
な
も
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
｡

言
語
学
に
お
い
て
､
｢音
韻
論
｣
は
言
語
の
音
韻
事
実
を
記
述
や
説
明

の
対
象
に
し
､
｢形
態
論
｣
は
言
語
の
形
態
事
実
を
記
述
や
説
明
の
対
象

に
し
､
｢統
語
論
｣
は
言
語
の
統
語
事
実
を
記
述
や
説
明
の
対
象
に
L
t

｢意
味
論
｣
は
言
語
の
意
味
事
実
を
記
述
や
説
明
の
対
象
に
す
る
｡
こ
れ

ら
の
分
野
呼
称
で
は
､
研
究
対
象
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
の
分

野
の
研
究
領
域
を
明
確
化
し
ょ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡

し
か
し
､
｢語
用
論
｣
は
､
個
別
的

･
具
体
的

･
実
際
的
な
言
語
使
用

の
中
で
､
あ
る
時
は
音
韻
事
実
を
､
あ
る
時
は
形
態
事
実
を
､
あ
る
時
は

統
語
事
実
を
､
ま
た
あ
る
時
は
意
味
事
実
を
､
さ
ら
に
場
合
に
よ
っ
て
は
'

こ
れ
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
関
連
事
実
を
問
題
に
す
る
｡
し
か
も
､
そ

れ
ら
を
問
題
に
す
る
場
合
に
､
実
は
言
語
関
連
事
実
だ
け
を
記
述
や
説
明

の
対
象
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
､
あ
る
場
合
は
､
言
語
使
用
者
に
帰
属

す
る
認
知
条
件
を
同
時
に
問
題
に
し
な
-
て
は
な
ら
ず
､
ま
た
､
あ
る
場

合
は
､
言
語
使
用
者
を
取
-
巻
く
社
会
条
件
を
問
題
に
し
な
-
て
は
な
ら

な
い
｡

つ
ま
り
､
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
､
明
ら
か
に
語
用
論
が
記
述

･
説
明

の
対
象
と
す
る
事
象
は
'
言
語
そ
の
も
の
の
枠
組
み
を
超
え
て
し
ま
う
の

で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
｢語
用
論
は
､
言
語
の
○
○
を
対
象
と
す
る
研

究
分
野
で
あ
る
｣
と
い
う
言
明
で
は
､
明
ら
か
に
無
理
が
生
じ
て
し
ま
う
｡

そ
う
い
う
や
-
方
で
は

｢語
用
論
｣
の
十
分
な
定
義
に
は
な
-
そ
う
に
な

い
｡
し
か
し
'
言
語
構
造
論
者
の
多
-
は
､
｢
語
用
論
｣
を

｢統
語
論
｣

や

｢意
味
論
｣
と
同
じ
次
元
に
並
べ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
｡
む
ろ
ん
､

そ
れ
に
呼
応
す
る
形
で
'
言
語
使
用
論
者
は
､
言
語
学
の
中
核
で
あ
る
は

ず
の
構
造
論
を
疎
か
に
扱
い
す
ぎ
る
傾
向
が
あ
る
｡

言
語
構
造
論
者
と
言
語
使
用
論
者
と
の
乗
離
状
況
に
つ
い
て
述
べ
る
の

が
こ
こ
で
の
主
意
で
は
な
い
｡
幸
い
な
こ
と
に
､
言
語
構
造
論
者
と
言
語

使
用
論
者
と
の
対
立
は
い
ま
だ
に
存
競
し
て
い
る
も
の
の
､
和
解
に
向
け

一

た
対
話
は
随
所
で
始
ま

っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
｡
言
語
構
造
と
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言
語
使
用
の
問
題
を
統
合
的
に
把
撞
す
る
た
め
の
新
た
な

｢補
助
線
｣
が

l

求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
む
ろ
ん
､
も
と
よ
-
そ
の
よ
う
な

対
話
を
求
め
て
い
な
い
方
々
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
い
い
話
か
も
し
れ
な

い
｡
だ
が
､
対
話
な
き
分
裂
状
態
を
続
け
る
だ
け
で
は
二
十
世
紀
言
語
学

を
そ
の
ま
ま
継
承
す
る
だ
け
で
あ
る
｡

三

認
知
的
条
件
と
社
会
的
条
件

日
本
語
を
母
語
と
す
る
者
同
士
な
ら
'
あ
る

〓
疋
範
囲
の
日
本
語
の
体

系
的
知
識
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
て
'
そ
れ
に
よ
っ
て
､
日
本
語

を
用
い
た
相
互
伝
達
が
お
お
む
ね
可
能
に
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
'
言
語

と
い
う
記
号
体
系
が
､

7
般
的

･
抽
象
的

･
普
遍
的
性
格
を
基
本
的
に
も



っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
｢イ
ヌ
｣
と
い
う
音
の
並
び
を
耳
に

し
て
思
い
浮
か
べ
る

｢犬
｣
の
概
念
そ
の
も
の
は
'

一
般
的

･
抽
象
的

･

普
遍
的
で
あ
る
し
､
｢犬
が
走
る
｣
と
い
う
文
表
現
を
目
に
し
て
も
'
そ

の
事
象
を

1
股
的

･
抽
象
的

･
普
遍
的
な
事
象
と
し
て
心
に
思
い
描
-
こ

と
が
で
き
る
｡

と
こ
ろ
が
､
言
語
表
現
に
対
し
て
で
あ
れ
'
何
に
村
し
て
で
あ
れ
'
解

釈
と
い
う
行
為
は
'
意
味
を
個
別
化
L
t
具
体
化
､
特
殊
化
す
る
作
業
で

あ
る
｡
そ
う
す
る
こ
と
で
､
意
味
の
内
包
を
限
定
し
､
外
延
を
特
定
す
る
｡

例
え
ば
､
何
人
か
の
ひ
と
が
同
時
に

｢犬
｣
を
思
い
浮
か
べ
る
と
き
､

一

人
ひ
と
り
が
具
体
的
な
個
物
と
し
て
思
い
描
-
犬
の
あ
-
さ
ま
は
'
お
そ

ら
-
め
い
め
い
異
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
｡
｢犬
が
走
る
｣
と
い
う
文
に
し

て
も
'
さ
ま
ざ
ま
な
犬
の
さ
ま
ざ
ま
な
走
り
方
が
思
い
描
か
れ
る
こ
と
だ

ろ
う
｡

そ
う
い
う
意
味
で
は
､
解
釈
に
お
い
て
言
語
表
現
そ
れ
自
体
は

一
つ
の

契
機
で
し
か
な
い
｡
む
し
ろ
､
解
釈
者
が
有
す
る
認
知
的
条
件

(知
識

･

記
憶

･
信
念

･
推
論
傾
向
等
々
)
や
'
解
釈
者
を
取
-
巻
-
社
会
的
条
件

(慣
習

･
立
場

･
役
割

･
人
間
関
係
等
々
)
が
大
き
-
関
わ

っ
て
-
る
｡

そ
の
た
め
､
た
と
え
言
語
表
現
そ
れ
自
体
が
共
有
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
､

解
釈
の
成
果
に
つ
い
て
は
共
有
さ
れ
な
い
と
い
う
事
態
が
起
こ
り
う
る
｡

つ
ま
り
､
言
語
表
現
が
備
え
持
つ
構
造
的
条
件
は
'
認
知
的
条
件
や
社
会

的
条
件
に
よ
っ
て
乗
-
越
え
ら
れ
た
-
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
た
り
す
る
余
地

が
常
に
伴
う
の
で
あ
る
｡

認
知
的
条
件
は
個
人
の
内
面
に
由
来
す
る
｡
比
喰
的
に
言
え
ば
､
内
部

に
自
分

一
人
き
-
し
か
い
な
い

《
認
知
ド
ー
ム
》
の
中
に
い
る
と
き
'
当

の

｢わ
た
し
｣
は
解
釈
作
業
に
お
い
て
絶
対
的
な
決
定
権
を
も
ち
､
解
釈

に
お
け
る
座
標
原
点
と
な
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
'
自
分
の
ド
ー
ム
か
ら
出

て
'
自
分
を
取
-
巻
-
社
会
と
い
う

《
共
生
フ
ィ
ー
ル
ド
〉
の
中
に
立
つ

と
へ
｢わ
た
し
｣
の
解
釈
は
絶
対
的
な
決
定
権
を
保
ち
得
ず
､
ま
た
同
時

に
'
自
分
の
位
置
が
解
釈
の
座
標
原
点
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
｡
そ
う
し

た
相
対
的
意
識
の
中
で

｢社
会
的
条
件
｣
は
発
生
す
る
｡

言
う
な
れ
ば
､
私
た
ち
は
己
れ
の

《
認
知
ド
ー
ム
》
を
自
分
自
身
の
棲

み
家
に
し
つ
つ
も
､
必
要
に
応
じ
て
他
者
に
開
か
れ
た

《
共
生
フ
ィ
ー
ル

ド
》
に
出
か
け
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
｡
誰
か
に
対
し
て
言
語
表
現
を
使

う
と
は
､
そ
う
し
た
行
き
来
の
証
し
で
あ
る
｡
人
に
よ
っ
て

｢外
出
｣
の

頻
度
は
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
､
生
涯
己
れ
の
ド
ー
ム
か
ら

一
歩

も
出
な
い
ひ
と
は
い
な
い
｡

四

誠
実
さ
の
表
現

自
分
な
り
に
心
の
中
の
誠
実
さ
を
､
で
き
る
だ
け
誠
実
な
や
り
方
で
表

現
し
た
い
と
す
る
｡
こ
の
と
き
'
そ
の
表
現
自
体
に
は
'
う
ま
-
慰
籍
や

調
停
や
和
解
や
救
済
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
｡
し
か

し
､
現
実
に
は
､
そ
の
よ
う
な
計
ら
い
を
託
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
'
そ

の
表
現
が
逆
に
新
た
な
紛
争
や
混
乱
を
招
い
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
｡
そ

う
い
う
点
で
は
'
人
間
同
士
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
は
分
か
り
合
え
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
｡

た
だ
､
互
い
に
ほ
ぼ
同
等
の
認
知
的

-
心
理
的
な
仕
組
み
を
共
有
し
､

ほ
ぼ
近
似
的
な
社
会
的
生
活
の
中
で
､
共
に
今
を
生
き
て
い
る
人
間
同
士

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
､
相
手
が
置
か
れ
た
境
遇
を
'
自
分
が
か
つ
て
経
験

し
た
こ
と
の
あ
る
境
遇
に
引
き
当
て
る
こ
と
で
'
｢わ
か
っ
た
こ
と
に
す
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る
｣
こ
と
は
で
き
る
｡
こ
の
こ
と
自
体
､
認
知
的
条
件
と
社
会
的
条
件
と

に
よ
っ
て
方
向
づ
け
さ
れ
た
解
釈
に
他
な
ら
な
い
｡

己
れ
の
誠
実
さ
を
相
手
に
伝
え
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
｡
心
の
中
に
抱

い
て
い
る
誠
実
さ
は
､
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
相
手
に
は
伝
わ
ら
な
い
｡
相

手
か
ら
受
け
た
解
釈
を
改
め
て
相
手
に
表
現
す
る
必
要
が
あ
る
｡
自
分
の

心
の
中
に
あ
る
誠
意
を
､
い
か
に
し
て
表
現
と
し
て
相
手
に
送
-
届
け
る

か
､
そ
こ
が
問
題
で
あ
る
｡

厄
介
な
の
は
､
誠
実
さ
の
表
現
は
､
言
語
表
現
だ
け
で
は
不
足
す
る
こ

と
が
少
な
く
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
｡
言
葉
は
か
え
っ
て
本
当
の
誠
実
さ

を
虚
飾
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
｡
時
と
し
て
､
自
分
が
最
も
誠
実
に
発

し
た
言
葉
が
'
相
手
に
は
虚
妄
の
ま
や
か
し
と
受
け
取
ら
れ
､
そ
う
し
た

言
葉
を
発
し
な
い
こ
と
の
方
が
誠
実
な
の
だ
と
切
-
返
さ
れ
る
こ
と
さ
え

あ
る
｡
特
に
メ
ー
ル
や
電
話
の
場
合
､
通
常
は
文
字
や
音
声
に
よ
っ
て
実

現
さ
れ
た
言
語
表
現
し
か
使
え
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
媒
体
で
表
現
さ
れ
た

誠
実
さ
は
常
に
危
う
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
｡

か
と
い
っ
て
言
語
表
現
を

一
切
排
す
る
と
い
う
は
､
さ
ら
に
危
う
い
｡

言
語
を
ま
っ
た
-
用
い
な
い
で
誠
実
さ
や
誠
意
を
表
現
す
る
と
い
う
の
は

む
ず
か
し
い
と
い
う
こ
と
だ
｡
自
分
と
し
て
は
誠
意
を
示
し
た
つ
も
り
で

あ
っ
て
も
､
･そ
の
言
語
表
現
が
､
相
手
に
悪
意
で
解
釈
さ
れ
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
も
あ
る
｡
そ
れ
が
契
機
に
な
っ
て
'
い
わ
ゆ
る

∋
冗
り
言
葉
に

買
い
言
葉
｣
と
い
う
状
況
が
発
生
し
て
し
ま
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
人

と
人
と
の
結
び
目
に
位
置
す
る
誠
実
さ
の
交
流
が
置
い
て
け
ぼ
り
に
さ
れ

そ
う
に
な
る
瞬
間
で
あ
る
｡

五

最
適
関
連
性
の
見
込
み

人
類
学
者
の
ス
ペ
ル
ベ
ル

(S
p
erber.
D
an
)
と
言
語
学
者
の
ウ
ィ
ル

ソ
ン

(W
ilson.
D
eirdre)
に
よ
っ
て
'
人
間
の
認
知
と
伝
達
に
関
す
る

7
般
理
論
と
し
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
の
が

｢関
連
性
理
論

(R
etevance

T
heory)｣
で
あ
る
.
こ
の
理
論
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
る
の
は

｢関

連
性
の
原
理
｣
で
あ
る
が
､
｢認
知
原
理
｣
と

｢伝
達
原
理
｣
の
二
つ
の

原
理
に
分
け
ら
れ
る
｡
｢認
知
原
理
｣
の
方
は

｢人
間
認
知
は
最
大
関
連

性
を
満
た
す
よ
う
に
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
｣
と
い
う
も
の
で
あ
-
､

ま
た
､
｢伝
達
原
理
｣
の
方
は

｢す
べ
て
の
意
図
明
示
的
刺
激
は
最
適
関

連
性
の
見
込
み
を
伝
え
る
｣
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡

こ
こ
に
出
て
く
る
｢関
連
性
｣
と
い
う
の
隼

1
股
的
な
意
味
で
は
な
く
､

こ
の
理
論
の
内
部
に
お
い
て
措
定
さ
れ
て
い
る
概
念
で
あ
-
､
｢
労
力

(
e

ffort)｣
と
｢効
果
(effect)｣
と
い
う
二
つ
の
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
汲

走
さ
れ
る
相
対
的
概
念
で
あ
る
｡
｢最
大
関
連
性
｣
と
は
最
少
の
労
力
負

担
に
よ
っ
て
最
大
の
認
知
効
果
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
だ
｡
つ
ま
り

《
最
少
労
力

･
最
大
効
果
》
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
｢最
適
関
連
性
｣
と

い
う
の
は
､
労
力
負
担
に
十
分
見
合
う
だ
け
の
認
知
効
果
が
得
ら
れ
る
最

適
バ
ラ
ン
ス
状
態
を
言
う
｡
つ
ま
-

《
相
応
労
力

･
相
応
効
果
》
で
あ
る
｡

関
連
性
理
論
の
認
知
原
理

(人
間
認
知
は
最
大
関
連
性
を
満
た
す
よ
う

に
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
)
に
基
づ
け
ば
'
私
た
ち
の
認
知
器
官
や

認
知
処
理
は
､
同
じ
認
知
効
果
が
得
ら
れ
る
な
ら
ば
最
も
労
力
負
担
が
少

な
-
な
る
よ
う
に

｢
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
｣
(同
調
)
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
｡
逆
に
言
え
ば
､
人
間
の
認
知
は
､
人
間
と
い
う
種
に
と
っ
て
最
も
都

合
の
良
い
や
り
方
で
'
情
報
収
集
と
情
報
処
理
と
が
で
き
る
よ
う
な
仕
組
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み
に
な
っ
て
い
る
｡
人
類
は
そ
の
よ
う
な
方
向
に
進
化
し
て
き
た
と
言
っ

て
も
よ
い
｡
し
か
し
､
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
認
知
器
官
や
認
知
処
理
の
次

元
で
の
話
で
あ
る
｡
異
な
っ
た
個
体
が
言
語
等
を
介
し
て
伝
達
を
行
う
場

合
は
'
｢最
大
関
連
性
｣
で
は
な
-

｢最
適
関
連
性
｣
が
求
め
ら
れ
る
｡

こ
れ
こ
そ
が
関
連
性
理
論
の
骨
子
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
｡

関
連
性
理
論
の
伝
達
原
理

(す
べ
て
の
意
図
明
示
的
刺
激
は
最
適
関
連

性
の
見
込
み
を
伝
え
る
)
が
通
用
さ
れ
る
の
は
'
｢意
図
明
示
的
刺
激
｣

で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
た
と
え
言
語
活
動
に
隣
接
し
た
現
象
で
あ
っ
て

も
'
偶
発
的
な

(非
意
図
明
示
的
な
)
現
象
は
除
外
さ
れ
な
-
て
は
な
ら

な
い
｡
ま
た
'
｢見
込
み
を
伝
え
る
｣
と
い
う
こ
と
は
'
そ
れ
が
必
ず
し

も
実
現
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
｡
こ
の
あ
た
り
に
'

具
体
的
な
言
語
デ
ー
タ
を
関
連
性
理
論
の
枠
組
み
の
中
で
取
り
扱
う
際
の

困
難
さ
が
あ
る
｡
私
た
ち
は
常
に
二
つ
の
こ
と
を
気
に
留
め
な
-
て
は
な

ら
な
い
｡
第

一
に
そ
れ
が

｢意
図
明
示
的

(o
sten
sive)｣
で
あ
る
か
と

い
う
点
､
第
二
に
そ
の

｢見
込
み

(p
resum
ption)｣
が
十
分
達
成
さ
れ

て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
｡

関
連
性
理
論
か
ら
得
ら
れ
る
二
つ
の
帰
結
は
特
に
重
要
で
あ
る
｡
第

1

は
'

《第

一
解
釈
日
最
終
解
釈
》
と
い
う
原
則
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
こ
れ

は
最
初
に
最
適
関
連
性
を
満
た
し
た
解
釈
に
到
達
し
た
場
合
､
そ
れ
こ
そ

が
話
し
手
が
意
図
し
た
解
釈
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
で
あ
る
｡
よ
ほ
ど
の

こ
と
が
な
い
限
り
'
聴
き
手
が
そ
れ
以
上
の
労
力
負
担
を
求
め
ら
れ
る
正

当
な
理
由
は
な
い
｡
第
三
は
､

《余
剰
労
力
-
代
償
効
果
》
と
い
う
原
則

で
あ
る
｡
聴
き
手
が
余
剰
な
労
力
負
担
を
行
っ
た
以
上
'
そ
こ
で
は
必
ず

そ
の
代
償
と
し
て
効
果
が
求
め
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
代
償
効
果
が
得
ら

れ
る
限
り
'
聴
き
手
は
余
剰
な
労
力
負
担
を
続
け
る
可
能
性
が
あ
る
｡

〈第

一
解
釈
-
最
終
解
釈
〉
の
原
則
と

〈余
剰
労
力
=
代
償
効
果
〉
の
嘩

別
と
は
､
実
は
直
交
し
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
｡
そ
の
二
つ
の
原
則
を
矛

盾
な
-
結
び
つ
け
て
い
る
の
が
関
連
性
理
論
な
の
で
あ
る
｡

留
意
す
べ
き
は
､
い
わ
ゆ
る

｢深
読
み
｣
(そ
し
て

｢浅
読
み
｣
)
の
閉

塞
で
あ
る
｡

《余
剰
労
力
-
代
償
効
果
》
の
原
則
で
解
釈
作
業
を
行
う
ケ

ー
ス
で
は
､
よ
り
高
い
効
果
の
達
成
を
期
待
し
続
け
る
限
-
に
お
い
て
､

･｢深
読
み
｣
に
入
り
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡
し
か
し
､
自
分
以
外
の

読
み
手
が
'
自
分
と
同
等
の

｢深
さ
｣
ま
で
付
い
て
き
て
-
れ
る
か
ど
う

か
は
何
の
保
証
も
な
い
｡
過
ぎ
た
る
は
猶
及
ぼ
ざ
る
が
ご
と
L
t
と
い
う

こ
と
も
あ
る
｡

通
常
'
私
た
ち
は

《第

一
解
釈
-
最
終
解
釈
》
の
原
則
に
従
っ
て
､
そ

こ
そ
こ
の
解
釈
が
得
ら
れ
れ
ば
'
そ
れ
で
よ
し
と
す
る
｡
デ
ー
タ
分
析
を

一

行
う
と
い
う
立
場
は
､
し
ば
し
ば

｢浅
読
み
｣
(解
釈
不
足
)
か

｢深
読
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み
｣
(過
剰
解
釈
)
の
ど
ち
ら
か
に
陥
り
や
す
い
｡
ほ
ど
ほ
ど
の
解
釈
や

l

そ
こ
そ
こ
の
解
釈
で
手
を
引
-
と
い
う
の
は
､実
は
か
な
り
厄
介
で
あ
る
｡

｢ほ
ど
ほ
ど
｣
や

｢そ
こ
そ
こ
｣
の
水
準
を
見
極
め
る
の
が
難
し
い
の
だ
｡

し
か
し
､
そ
う
し
た
水
準
に
関
す
る
問
題
も
ま
た
'
関
連
性
理
論
に
お
け

る
重
要
な
探
求
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
｡

六

協
調
の
原
理

哲
学
の
言
語
論
的
転
回
の
あ
と
'
言
語
哲
学
は
や
が
て
論
理
実
証
主
義

と
日
常
言
語
学
派
と
に
二
分
さ
れ
た
｡
後
者
に
属
す
る
グ
ラ
イ
ス

(G
ri
ce
.

Paut)
は

｢論
理
と
会
話
｣
と
い
う
講
演
論
文
の
中
で

｢協
調
の

原
理

(C
ooperativerh
c
ip
le)｣
を
唱
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
｡



グ
ラ
イ
ス
に
よ
れ
ば
､
会
話
参
与
者
に
そ
の
会
話
を
続
け
て
い
-
意
志

が
あ
る
限
-
'
｢協
調
の
原
理
｣
は
不
可
侵
の
暗
黙
ル
ー
ル
と
し
て
遵
守

さ
れ
る
｡
つ
ま
-
'
人
は
会
話
に
参
与
す
る
限
り

(会
話
参
与
者
で
あ
る

限
り
)
｢協
調
の
原
理
｣
か
ら
自
由
に
は
な
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
｡
こ

の
原
理
は
､
意
識
さ
れ
る
か
さ
れ
な
い
か
に
関
わ
ら
ず
'
私
た
ち
の
言
語

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
背
後
で
支
え
続
け
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
私

た
ち
は
会
話
が
円
満
円
滑
に
進
ん
で
い
る
と
き
､
こ
と
さ
ら
こ
の
原
理
を

意
識
す
る
こ
と
は
な
い
｡

グ
ラ
イ
ス
は
こ
の

｢協
調
の
原
理
｣
の
下
に
四
つ
の

｢
マ
キ
シ
ム

(m
axi且
｣
を
配
置
す
る
｡
な
お
､
こ
の

｢
マ
キ
シ
ム
｣
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
訳
語
が
使
わ
れ
て
き
た
｡
最
も
広
-
支
持
さ
れ
て
い
る
の
は

｢公
準
｣

と
い
う
訳
語
だ
ろ
う
｡
次
い
で

｢格
率
｣
と
い
う
訳
語
も
使
わ
れ
て
き
た
｡

｢
一
般
原
則
｣
｢行
動
指
針
｣
な
ど
い
う
訳
語
も
あ
る
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
'

主
観
的
に
捉
え
ら
れ
る
実
践
原
則
や
行
動
要
請
で
あ
り
'原
則
は
破
ら
れ
'

要
請
は
否
認
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
｡
グ
ラ
イ
ス
の
マ
キ
シ
ム
の
考
え
方
を

理
解
す
る
上
で
は
'
こ
の
点
が
最
も
重
要
で
あ
る
｡

グ
ラ
イ
ス
は
四
つ
の
マ
キ
シ
ム
を
措
定
す
る
上
で
､
カ
ン
ト
が
唱
え
た

四
つ
の
範
噂

(
カ
テ
ゴ
リ
ー
)
を
適
用
し
た
｡
す
な
わ
ち
'
｢
量

(q
u
antity
)
｣
'
｢
質

(q
u
a
lity
)
｣
､
｢
関
係

(re
tati
on)｣
､
｢様
態

(m
ann
且

｣
の
四
範
噂
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
グ
ラ
イ
ス
が
立
て
た

｢会
話
の
マ
キ
シ
ム
｣
は
次
の
四
つ
と
な
る
｡

･
量
の
マ
キ
シ
ム
-
-
必
要
十
分
な
量
を
述
べ
よ
｡

･
質
の
マ
キ
シ
ム
･-
‥
嘘
を
述
べ
る
べ
か
ら
ず
｡

･
関
係
の
マ
キ
シ
ム
-
-
話
の
関
連
性
を
保
て
｡

･
様
態
の
マ
キ
シ
ム
-
-
適
切
な
や
り
方
で
述
べ
よ
｡

こ
れ
ら
は
あ
-
ま
で
も
原
則
で
あ
り
要
請
で
あ
る
｡破
ら
れ
な
い
原
則

は
な
い
｡
拒
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
要
請
も
な
い
｡
グ
ラ
イ
ス
は
そ
こ
に
着

目
し
た
｡
つ
ま
-
､
い
ず
れ
か
の
マ
キ
シ
ム

(あ
る
い
は
複
数
の
マ
キ
シ

ム
)
に
お
い
て
明
ら
か
な
違
反
が
見
ら
れ
る
ケ
ー
ス
で
'
い
っ
た
い
何
が

起
き
て
い
る
の
か
｡
そ
こ
で
彼
が
着
日
す
る
の
が

｢推
意

(implicattw
e)｣

の
生
成
と
い
う
こ
と
だ
｡
こ
の
用
語

(im
p-icature)
は
グ
ラ
イ
ス
が
ラ

テ
ン
語
を
も
と
に
し
て
新
た
に
造
-
出
し
た
も
の
だ
が
'
｢含
意
｣
｢含
み
｣

な
ど
と
も
訳
さ
れ
る
｡
何
ら
か
の
推
論
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
伝
達
内

容
の
こ
と
で
あ
る
｡

グ
ラ
イ
ス
自
身
は
､
｢推
意
｣
を

｢会
話
の
推
意
｣
と

｢慣
習
的
推
意
｣

に
分
け
'
ま
た
､
｢会
話
の
推
意
｣
を

｢個
別
化
さ
れ
た
会
話
の
推
意
｣

J

と

｢
一
般
化
さ
れ
た
会
話
の
推
意
｣
と
に
下
位
分
類
し
て
い
る
｡
し
か
し
'

そ
の
分
類
法
は
必
ず
し
も
ク
リ
ア
ー
な
も
の
で
は
な
い
｡
特
に
､
｢慣
習

的
推
意
｣
と

〓

般
化
さ
れ
た
会
話
の
推
意
｣
と
の
差
が
ど
う
し
て
も
不

分
明
に
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
だ
｡
そ
こ
で
'
｢推
意
｣
に
関
す
る
グ
ラ
イ

ス
の
下
位
分
類
に
つ
い
て
は
'
こ
こ
で
は
あ
え
て
細
か
い
議
論
は
し
な
い
｡

そ
れ
よ
り
何
倍
も
重
要
な
こ
と
は
､
上
記
の
四
つ
の
マ
キ
シ
ム
を
立
て

た
グ
ラ
イ
ス
自
身
が
'
こ
れ
ら
の
マ
キ
シ
ム
に
違
反
し
た
言
語
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
実
在
す
る
､
い
や
む
し
ろ
､
マ
キ
シ
ム
違
反
が
多
発
す
る

の
が
普
通
だ
と
い
う
こ
と
を
自
ら
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
､

そ
の
場
合
で
も

｢協
調
の
原
理
｣
は
守
ら
れ
て
い
る
と
グ
ラ
イ
ス
は
見
る
｡

つ
ま
-
'
言
語
表
現
を
用
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
'
必
ず

｢協
調
｣

に
成
功
し
て
い
る
と
見
な
す
の
で
あ
る
｡
｢量
｣
｢質
｣
｢関
係
｣
｢様
態
｣

の
各
マ
キ
シ
ム
が
違
反
さ
れ
た
と
き
は
､
そ
れ
を
乗
-
越
え
る
代
償
効
果

が
必
ず
発
生
す
る
と
い
う
わ
け
だ
｡
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七

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

と
こ
ろ
が
､
現
実
に
は
グ
ラ
イ
ス
の

｢協
調
の
原
理
｣
が
維
持
さ
れ
て

い
な
い
よ
う
に
見
ら
れ
る
事
態
が
発
生
す
る
｡
そ
れ
は
､
ミ
ス
コ
ミ
<ユ
ニ

ケ
-
シ
ョ
ン

(伝
達
失
敗
)
の
場
合
も
あ
-
､
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン

(伝
達
忌
避
)
の
場
合
も
あ
-
､
マ
ル
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
-
シ
ョ
ン

(伝

遠
過
誤
)
の
場
合
も
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
何
ら
か
の
言
語
表
現
が

相
互
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
3
.う
点
で
､
決
し
て
ヌ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン

(伝
達
無
効
)
で
は
な
い
｡
言
語
表
現
は
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
る
｡

し
か
し
､
そ
の
結
果
､
言
語
表
現
を
介
し
た

｢相
互
誤
解
｣
や

｢相
互
不

達
｣
や

｢相
互
抑
圧
｣
が
も
た
ら
さ
れ
る
｡
｢協
調
の
原
理
｣
に
従

っ
て

い
る
と
は
呼
び
が
た
い
状
況
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

そ
も
そ
も
言
語
表
現
を
介
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
､
｢相
互
誤

解
｣
｢相
互
不
達
｣
｢相
互
抑
圧
｣
と
い
う
三
つ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
内
包

し
て
い
る
と
捉
え
る
見
方
も
可
能
で
あ
る
｡
相
互
理
解
を
求
め
れ
ば
必
ず

相
互
誤
解
の
壁
に
ぶ
ち
当
た
-
'
相
互
伝
達
を
図
ろ
う
と
す
れ
ば
相
互
不

達
の
限
界
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
ず
､
ま
た
'
相
互
解
放
を
求
め
れ
ば
逆
に

相
互
抑
圧
の
弊
害
を
招
い
て
し
ま
う
｡
そ
う
し
た
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
状

況
の
中
で
､
私
た
ち
は
そ
れ
で
も
な
お
言
語
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し

て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
｡

第

1
の

｢相
互
誤
解
タ
イ
プ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
｣
は
'
｢自
分
が
伝
え

よ
う
と
し
た
こ
と
が
相
手
に
伝
わ
ら
な
い
｣
と
か
､
｢自
分
で
は
伝
え
る

つ
も
-
の
な
か
っ
た
こ
と
が
相
手
に
伝
わ
っ
て
し
ま
う
｣
と
い
っ
た
タ
イ

プ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
｡
第
二
の

｢相
互
不
達
タ
イ
プ
の
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
｣
は
､
例
え
ば
'
｢本
当
は
何
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
た
-
な

い
の
に
､
見
か
け
だ
け
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ふ
-
を
し
て
ご
ま
か
す
｣

と
い
う
場
合
が
そ
う
で
あ
る
｡
本
当
は
何
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
た

-
な
い
か
ら
こ
そ
､
見
か
け
だ
け
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ふ
-
を
糊
塗

し
て
ご
ま
か
す
の
で
あ
る
｡
第
三
の

｢相
互
抑
圧
タ
イ
プ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
｣
は
､
｢
(上
手
に
)
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
な
さ
い
と
要
求
さ
れ
れ

ば
さ
れ
る
ほ
ど
'
自
分
は

(上
手
に
)
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
き
な
い

と
い
う
抑
圧
意
識
や
圧
迫
感
に
襲
わ
れ
て
し
ま
う
｣
と
い
う
よ
う
な
ケ
ー

ス
で
あ
る
｡
｢自
分
の
方
が

(上
手
に
)
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
-
.シ
ョ
ン
で
き
な

い
場
合
ほ
ど
､
自
分
を
棚
上
げ
し
て
'
相
手
に

(上
手
に
)
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
い
う
態
度
に
走
っ
て
し
ま
う
｣
と
い

う
こ
と
も
あ
る
｡

言
語
表
現
が
介
在
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
､
こ
う
い
う
三
つ

の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
自
ず
と
生
じ
る
｡
こ
れ
は

一
見
'
言
語
に
対
す
る
不

信
表
明
だ
と
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
､
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
｡

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
､
相
互
作
用
に
基
づ
-
動
的
な
プ
ロ

セ
ス
で
あ
る
｡
｢相
互
作
用
｣
と
い
う
こ
と
は
､
相
手
が
い
る
こ
と
を
前

提
に
す
る
と
い
う
こ
と
だ
｡
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
参
加
者
の
う
ち
､

一

人
だ
け
が
あ
が
い
て
み
た
と
し
て
も
'
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
も
あ
る
｡

ま
た
'
｢動
的
｣
と
い
う
の
は
'
絶
え
ず
変
化
し
続
け
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
｡
変
化
は
良
い
方
向
に
向
か
う
こ
と
も
あ
れ
ば
､
そ
の
道
の
結

果
を
招
い
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
｡
さ
ら
に

｢プ
ロ
セ
ス
｣
と
い
う
の
は
､

そ
の
時
々
の
状
態
が
け
っ
し
て
最
終
的
な

｢結
果

･
結
末
｣
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
｡

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
そ
う
し
た
他
者
依
存
的
'
流
動
可
変
的
'
発
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展
途
上
的
な
段
階
に
常
に
置
か
れ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
｢完
全
な
相

互
理
解
｣
と
い
う
要
求
水
準
は
あ
ま
-
に
も
厳
し
す
ぎ
る
｡
人
間
ら
し
さ

と
い
う
も
の
を
じ
っ
と
見
つ
め
れ
ば
見
つ
め
る
ほ
ど
､
親
友
同
士
で
あ
れ

恋
人
同
士
で
あ
れ
夫
婦
同
士
で
あ
れ
､
人
間
の
認
知
資
源

(記
憶

･
知

識

･
信
念
等
)
は
み
ん
な

一
人
ず
つ
違
う
｡
個
々
の
経
験
も
異
な
る
わ
け

だ
か
ら
､
経
験
に
基
づ
-
推
論
の
あ
-
方
も
異
な
る
｡
似
た
よ
う
で
違
っ

た
文
化
や
社
会
の
中
で
培
っ
て
き
た
社
会
的
な
規
範
性
の
差
も
あ
る
｡
高

度
に
知
的

･
情
的
に
発
達
し
た
人
間
は
､
同
時
に
､
他
者
と
は
そ
う
簡
単

に
は
理
解
し
合
え
な
い
仕
組
み

(認
知
機
構
)
に
な
っ
て
い
る
の
だ
｡

そ
う
い
う
点
で
は
､
い
き
な
り

｢完
全
な
相
互
理
解
｣
と
い
う
水
準
を

求
め
る
べ
き
で
は
な
-
､
｢未
熟
で
不
完
全
な
相
互
理
解
｣
に
対
し
て
も
､

積
極
的
な
受
け
入
れ
姿
勢
を
保
つ
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
｡
極
論
す
れ
ば
､
個
人
と
個
人
と
の
社
会
的
な
付
き
合
い
の
ス
タ
ー
ト

は
相
互
誤
解
か
ら
始
ま
る
と
言
っ
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
｡
た
だ
､
｢誤

解
さ
れ
た
｣
｢誤
解
し
た
｣
と
い
う
経
験
の
積
み
重
ね
が
相
手
へ
の
関
心

や
興
味
の
引
き
金
と
な
る
｡
｢
ほ
ど
よ
い
相
互
理
解
｣
は
､
相
互
誤
解

･

相
互
不
達

･
相
互
抑
圧
と
い
う
三
つ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
乗
-
越
え
よ
う

と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
営
み
の
中
で
培
わ
れ
て
い
く
｡

そ
う
い
う
点
で
は
'
言
語
表
現
が
介
在
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

(言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
)
が
､
相
互
誤
解
タ
イ
プ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
､
相
互
不
達
タ
イ
プ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
､
相
互
抑
圧
タ
イ
プ
の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
を
常
に
可
能
性
と
し
て
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
'
必
ず
し
も

言
語
に
対
す
る
不
信
表
明
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
｡
む
し
ろ
､
相
互
誤
解

や
相
互
不
達
や
相
互
抑
圧
が
､
｢
ほ
ど
よ
い
相
互
理
解
｣
の
た
め
の
重
要

な
前
提
で
あ
-
階
梯
で
あ
-
段
階
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
こ
の
よ
う
な
見
方

は
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る
信
頼
回
復
の
た
め
の

一
助
と
な

る
で
あ
ろ
う
｡

八

寛
容
さ
と
い
う
ジ
レ
ン
マ

社
会
は
個
人
の
集
ま
-
と
し
て
何
ら
か
の
集
団
ら
し
さ
を
構
成
し
'
個

人
は
そ
う
し
た
社
会
の
中
で
そ
の
人
間
ら
し
-
生
き
て
い
-
し
か
な
い
｡

な
ら
ば
､
言
語
表
現
の
解
釈
と
い
う
問
題
を
考
え
る
際
に
も
個
人
の
認
知

的
条
件
は
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
｡
個
人
は
社
会
的
条
件
の
制
約
の
も
と

に
あ
-
､
社
会
は
成
員

一
人
ひ
と
-
の
認
知
的
条
件
の
相
互
作
用
に
よ
っ

て
制
約
を
受
け
る
｡
認
知
的
条
件
と
社
会
朗
条
件
は
'
な
に
が
し
か
の
言

語
表
現
を
解
釈
す
る
際
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
直
接
影
響
を
与
え
る
｡

言
語
表
現
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
､
そ
の
読
み
手
の
関
係
を

考
え
て
み
よ
う
｡
解
釈
を
決
定
づ
け
て
い
る
の
は
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
の

言
語
表
現
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
た
内
容
だ
け
で
は
な
い
｡
個
々
の
読
み
手

が
い
か
な
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
想
起
し
っ
つ
'
そ
の
当
該
テ
ク
ス
ト
部
分

を
処
理
す
る
の
か
と
い
う
点
に
目
を
向
け
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡

解
釈
行
為
に
お
い
て
決
定
的
な
働
き
を
す
る
の
は
テ
ク
ス
ト
よ
-
も
む
し

ろ
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
｡
そ
う
い
う
立
場
か
ら
は
'
テ
ク
ス
ト
は
解
釈

を
惹
起
す
る
直
接
的
契
機
に
過
ぎ
な
い
｡
も
し
く
は
､
テ
ク
ス
ト
は
あ
-

ま
で
も
解
釈
行
為
が
向
け
ら
れ
る
対
象
に
過
ぎ
な
い
｡

食
べ
物
の
中
に
す
で
に
味
覚
が
備
わ
っ
て
い
る
と
主
張
で
き
な
い
よ
う

に
､
テ
ク
ス
ト
自
体
の
中
に
解
釈
過
程
を
包
含
さ
せ
る
の
は
無
理
で
あ
る
｡

解
釈
過
程
は
読
み
手
の
認
知
作
用
で
あ
-
､
し
た
が
っ
て
､
当
該
の
テ
ク

ス
ト
を
解
釈
す
る
上
で
要
請
さ
れ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
､
そ
の
読
み
手
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個
々
の
認
知
的
条
件

･
社
会
的
条
件
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
｡
こ
こ
に
､

書
き
手
側
の
意
図
と
読
み
手
側
の
解
釈
が
ず
れ
る

一
大
要
因
が
あ
る
｡
リ

ア
ル
タ
イ
ム
に
進
行
す
る
口
頭
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
も

基
本
的
に
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
｡

そ
の
た
め
'言
語
表
現
に
対
す
る
解
釈
は
し
ば
し
ば
ジ
レ
ン
マ
に
陥
る
｡

表
現
者
側
の
意
図
が
何
で
あ

っ
た
か
と
い
う
間
に
対
す
る
明
確
な
答
が
得

ら
れ
な
い
と
き
'
理
解
者
側
の
解
釈
は
い
-
つ
か
の
候
補
の
間
で
揺
れ
動

く
の
で
あ
る
｡
解
釈
可
能
性
の
広
が
-
の
中
で
､
解
釈
の
優
先
度
を
迫
ら

れ
る
と
き
､
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
し
て

｢
ほ
ど
ほ
ど
の
解
釈
｣
(最
適

関
連
性
を
満
た
す
解
釈
)
に
た
ど
-
着
け
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
う
し

た
自
問
が
ま
た
ジ
レ
ン
マ
の
種
と
な
る
｡

語
用
論
と
い
う
探
求
姿
勢
は
､
こ
う
し
た
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

上
の
ジ
レ
ン
マ
問
題
に
対
し
て
､
寛
容
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示

唆
す
る
｡
た
だ
し

｢寛
容
｣
と
い
う
の
は
難
し
い
｡
何
で
も
か
ん
で
も
許

す
こ
と
が

｢寛
容
｣
で
は
あ
る
ま
い
｡
こ
こ
で
言
う

｢寛
容
｣
と
い
う
の

は
個
人
の
徳
目
に
帰
せ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
｡
相
手
が
自
分
と

は
異
な
っ
た
認
知
的
条
件
を
持
ち
､
自
分
と
は
異
な
っ
た
社
会
的
条
件
に

置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
配
慮
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
｡

言
い
換
え
る
な
ら
ば
､
言
語
表
現
に
対
す
る
解
釈
の
ジ
レ
ン
マ
と
い
う

問
題
は
､
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る

｢人
間
-
さ
さ
｣
を
探

求
す
る
姿
勢
を
も
つ
限
-
に
お
い
て
､
｢語
用
論
的
な
寛
容
さ

(プ
ラ
グ

マ
テ
ィ
ッ
ク

･
ト
レ
ラ
ン
ス
)｣
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
課
題
へ

と
通
じ
て
い
る
｡
そ
う
い
う
方
向
性
を
目
指
し
な
が
ら
､
今
後
と
も
こ
の

課
題
を
追
究
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
｡

付

記

十
年
以
上
前
､
渡
辺
英
二
先
生
に

｢弱
き
は
強
さ
だ
｣
と
い
う
パ
ラ
ド

･ツ
ク
ス
に
つ
い
て
愚
説
を
聞
い
て
頂
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
｡
個
々
の
存

在
者
と
し
て
の
自
分
は
弱
い
｡
こ
れ
は
お
そ
ら
-
他
人
も
同
じ
こ
と
だ
｡

自
他
の
対
称
性

(シ
ン
メ
ト
リ
ー
)
が
そ
こ
に
あ
る
｡
自
分
の
方
が
弱
き

を
表
現
す
れ
ば
相
手
か
ら
も
弱
き
の
表
現
が
返
っ
て
く
る
｡
そ
の
と
き
弱

き
と
弱
き
は
結
び
つ
く
｡
自
他
の
弱
き
を
語
-
合
う
姿
勢
が
生
ま
れ
る
｡

自
他
の
対
照
性

(
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
)
が
や
が
て
見
え
て
-
る
｡
こ
の
よ
う

な
人
と
人
と
の
つ
な
が
-
具
合
は
､
こ
の
段
階
で
す
で
に

｢強
い
｣
と
言

え
る
｡
そ
の
と
き
の
渡
辺
英
二
先
生
と
の
歓
談
が
小
塙
の
下
地
と
な
っ
て

い
る
｡
昨
年
の
春
､
渡
辺
英
二
先
生
は
鬼
籍
に
入
ら
れ
た
｡
先
生
の
多
大

な
ご
恩
に
感
謝
し
､
心
よ
-
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
つ
つ
'
合
掌
｡

(上
越
教
育
大
学
准
教
授
)
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