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学
問
×
Ａ
Ｉ
×
福
澤
諭
吉

「
表
層
的
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
」か
ら
の
脱
却

～「
令
和
時
代
の
実
学
」を
問
う
～

浦う
ら

上か
み

真ま

緒お

（
栃
木
県
／
栃
木
県
立
宇
都
宮
女
子
高
等
学
校
一
年
）

小泉信三賞
１
．
は
じ
め
に

「
Ａ
Ｉ
よ
り
人
間
の
方
が
優
れ
て
い
る
能
力
は

何
か
」
と
問
え
ば
、大
抵
の
人
の
脳
内
に
は
一
度
、

「
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
」
の
文
字
が
浮
か
ぶ
だ

ろ
う
。
既
に
計
算
や
処
理
能
力
、
単
純
作
業
の
正

確
性
で
大
敗
を
喫
し
た
人
間
が
、
次
に
そ
の
存
在

意
義
を
求
め
た
の
は
創
造
性
で
あ
っ
た
。し
か
し
、

Ａ
Ｉ
に
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
仕
事
は
で
き
な
い
、

と
い
う
通
説
が
今
根
底
か
ら
覆
さ
れ
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
に
、
私
は
恐
怖
と
危
機
感
を
覚
え
て
い

る
。
二
〇
二
二
年
八
月
、『Stable D

iffusion

』

や
『M

idjourney

』
な
ど
の
Ａ
Ｉ
画
像
生
成
サ

ー
ビ
ス
が
人
間
同
等
か
そ
れ
以
上
の
ク
オ
リ
テ
ィ

の
画
像
を
生
み
出
し
て
か
ら
、
通
説
崩
壊
の
兆
候

は
よ
り
顕
著
に
な
っ
た
。
創
造
的
な
こ
と
は
で
き

な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
Ａ
Ｉ
が
、
人
間
が
何
十
時

間
も
か
け
て
描
く
よ
う
な
大
作
を
、
プ
ロ
ン
プ
ト

（
指
示
文
）
を
打
ち
込
む
だ
け
で
、
も
の
の
数
分

で
生
成
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
業
界
は
騒
然
と
な
り
、
ネ
ッ
ト
上
で
は
物
議

を
醸
し
た
。
Ａ
Ｉ
が
学
習
に
使
っ
た
デ
ー
タ
の
著

作
権
は
守
ら
れ
て
い
る
の
か
。
Ａ
Ｉ
で
画
像
を
生

成
す
る
人
は
ク
リ
エ
イ
タ
ー
だ
と
い
え
る
の
か
。

そ
し
て
、
Ａ
Ｉ
は
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
人
間
の
仕

事
を
奪
う
の
か
。

こ
れ
ま
で
利
用
の
用
途
が
限
定
的
で
、
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
域
を
出
な
か
っ
た
Ａ
Ｉ
は
、
い
ま
や
代
替

が
難
し
い
と
さ
れ
て
い
た
ア
ー
ト
や
音
楽
の
世
界

に
さ
え
も
参
入
し
、
短
時
間
で
高
ク
オ
リ
テ
ィ
の

作
品
を
大
量
に
生
み
出
し
続
け
て
い
る
。
無
論
、

Ａ
Ｉ
の
作
品
が
技
術
的
に
優
れ
て
い
る
か
ら
と
い

っ
て
人
間
が
思
考
の
果
て
に
作
品
を
生
み
出
す
こ

と
の
価
値
が
全
て
Ａ
Ｉ
に
代
替
さ
れ
た
と
は
到
底

思
わ
な
い
。
私
自
身
、
描
画
や
楽
器
の
演
奏
を
す

る
こ
と
に
幸
せ
を
感
じ
る
こ
と
が
多
々
あ
る
し
、

作
品
に
感
銘
を
受
け
、
救
わ
れ
た
回
数
は
数
え
き

れ
な
い
。
し
か
し
、「
絵
を
描
く
」「
作
曲
を
す
る
」

な
ど
の
行
為
を
経
た
か
は
と
も
か
く
、「
作
品
」

を
生
み
出
す
こ
と
そ
の
も
の
は
人
間
だ
け
の
特
権

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
認
め
ざ
る
を
得
な

い
だ
ろ
う
。「
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
仕
事
」
が
意

味
す
る
と
こ
ろ
は
な
に
も
芸
術
だ
け
で
は
な
い
と

承
知
し
て
い
る
が
、
画
像
生
成
、
文
章
生
成
、
創

薬
な
ど
、
そ
の
普
及
の
分
野
が
多
岐
に
わ
た
る
Ａ

Ｉ
の
前
で
は
、「
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
の
厳
密
な
範

囲
」に
つ
い
て
の
議
論
は
甚
だ
不
毛
で
あ
る
。我
々

は
も
は
や
「
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
」
と
い
う
言
葉
に

す
ら
、
自
ら
の
存
在
意
義
を
無
条
件
に
委
ね
る
こ

と
が
で
き
な
い
時
代
に
立
っ
て
い
る
の
だ
。

ク
リ
ス
・
ダ
フ
ィ
は
、
彼
の
著
書
の
中
で
、
Ａ

Ｉ
を
「
誰
も
が
自
分
の
目
的
達
成
の
た
め
に
利
用

で
き
る
民
主
的
な
道
具
に
な
り
つ
つ
あ
る
」（
注

１
）
と
表
現
し
て
い
る
。
Ａ
Ｉ
は
私
達
の
生
活
の

中
に
溶
け
込
み
、
既
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の

と
化
し
た
。
私
達
は
デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ス
か
ら
い

と
も
簡
単
に
最
新
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
恩
恵
を
享
受

で
き
る
。
し
か
し
、
Ａ
Ｉ
は
便
利
な
道
具
で
あ
る



と
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
の
社
会
を
一
新
す
る
「
起

爆
剤
」
と
し
て
の
側
面
も
合
わ
せ
持
っ
て
お
り
、

大
量
失
業
を
は
じ
め
と
し
た
莫
大
な
リ
ス
ク
を
内

包
す
る
存
在
で
も
あ
る
。
本
論
で
は
、「
Ａ
Ｉ
社

会
を
生
き
抜
く
た
め
に
、
私
達
は
何
を
学
ぶ
べ
き

か
」
と
い
う
問
い
を
解
決
す
べ
く
、
社
会
体
制
の

急
激
な
変
革
が
起
き
た
明
治
時
代
と
、
そ
の
激
動

の
時
代
を
生
き
た
福
沢
諭
吉
か
ら
そ
の
端
緒
を
探

っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
現
代
に
お
い
て
、
Ａ
Ｉ

は
ま
さ
に
、
幕
末
の
黒
船
だ
。
文
明
の
転
換
点
に

お
い
て
、
近
代
日
本
を
作
り
上
げ
た
偉
人
は
何
を

思
い
、
明
治
維
新
を
ど
う
見
つ
め
て
い
た
の
か
。

「
令
和
時
代
の
実
学
」
と
は
何
か
を
定
義
す
べ
く
、

ま
ず
は
明
治
維
新
に
対
す
る
福
沢
の
見
解
を
見
て

い
こ
う
。

２
．
明
治
維
新
か
ら
見
る
現
代

果
た
し
て
、
福
沢
の
目
か
ら
見
て
幕
末
か
ら
明

治
維
新
に
か
け
て
の
日
本
の
変
貌
は
好
ま
し
い
も

の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
福
沢
は
『
文
明
論
之
概

略
』（
注
２
）
の
中
で
、「
幸
に
し
て
嘉
永
年
中
ペ

ル
リ
渡
来
の
事
あ
り
。
こ
れ
を
改
革
の
好
機
会
と

す
」
と
述
べ
、「
我
国
の
人
民
積
年
専
制
の
暴
政

に
窘
め
ら
れ
、
門
閥
を
以
て
権
力
の
源
と
為
し
、

才
智
あ
る
者
と
い
え
ど
も
門
閥
に
藉
て
そ
の
才
を

用
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
事
を
為
す
べ
か
ら
ず
。（
中

略
）
こ
の
停
滞
不
流
の
間
に
も
な
お
よ
く
歩
を
進

め
て
、
徳
川
氏
の
末
に
至
て
は
世
人
漸
く
門
閥
を

厭
う
の
心
を
生
ぜ
り
」
と
論
じ
て
い
る
。
ペ
リ
ー

の
来
航
に
よ
っ
て
幕
府
の
脆
弱
さ
を
知
っ
た
国
民

は
、
専
制
政
治
へ
の
不
満
と
政
府
討
伐
の
可
能
性

を
感
じ
、
攘
夷
論
を
唱
え
て
つ
い
に
幕
府
を
倒
し

て
身
分
制
度
の
廃
止
に
こ
ぎ
つ
け
る
ま
で
に
な
っ

た
。
福
沢
は
、
西
洋
と
の
交
流
が
き
っ
か
け
で
国

民
に
芽
生
え
た
圧
政
に
対
す
る
「
疑
い
の
精
神
」

を
賞
賛
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
人
民
の
変
化

に
は
一
つ
見
逃
せ
な
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
被

治
者
が
こ
れ
ま
で
政
治
に
意
見
で
き
ず
、
変
革
を

起
こ
せ
な
か
っ
た
そ
の
原
因
こ
そ
が
こ
の
身
分
制

度
で
あ
っ
た
と
い
う
点
だ
。
政
府
は
人
間
を
格
付

け
し
、
徒
党
を
組
ん
で
意
見
を
主
張
す
る
こ
と
を

歴
史
上
で
幾
度
も
弾
圧
し
て
き
た
。
時
を
経
て
権

力
者
が
貴
族
か
ら
武
士
に
代
わ
り
、
統
治
組
織
も

変
化
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
庶
民
が
一
向
に

政
治
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
強

者
と
弱
者
の
二
分
化
が
権
力
を
偏
重
さ
せ
て
い
た

た
め
だ
。

し
か
し
西
洋
諸
国
に
も
同
じ
く
階
級
制
度
は
存

在
し
、
徒
党
を
組
め
ば
上
流
階
級
の
目
の
敵
に
さ

れ
て
い
た
。西
洋
と
日
本
の
政
治
を
分
け
た
も
の
、

そ
れ
は
福
沢
曰
く
、「
議
論
す
る
習
慣
」
で
あ
る
。

一
国
の
内
に
も
多
様
な
意
見
が
あ
る
西
洋
で
は
、

自
分
の
意
見
を
主
張
す
る
必
要
性
か
ら
言
い
合
い

が
次
第
に
議
論
の
体
を
成
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、

不
服
な
が
ら
も
相
手
の
言
い
分
に
も
事
情
が
あ
る

こ
と
を
知
る
ゆ
え
に
、
民
衆
は
時
に
団
結
し
て
、

後
世
ま
で
語
り
継
が
れ
る
「
革
命
」
を
起
こ
す
ま

で
の
力
を
発
揮
し
た
。（
そ
の
変
革
の
手
段
は
時
勢

に
よ
っ
て
徐
々
に
戦
争
か
ら
学
者
の
会
議
へ
と
移
る
が
）

そ
の
結
果
と
し
て
、
西
洋
政
府
は
人
民
の
議
論
を

発
端
と
し
て
変
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
日
本
は
西
洋
の
様
に
大
人
数
で
の
議
論

の
習
慣
を
確
立
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
た
め
、
政

権
争
い
や
政
治
体
制
の
変
化
は
全
て
一
部
の
治
者

ま
た
は
集
団
の
間
で
起
こ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
民

衆
が
力
を
持
つ
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
日
本
は
学
問
に
お
い
て
も
（
注
３
）、

奈
良
か
ら
平
安
時
代
は
貴
族
が
、
鎌
倉
時
代
は
武

士
が
そ
の
権
利
を
独
占
し
て
い
た
の
で
、
庶
民
が

手
を
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
室
町
時
代
の
寺

院
学
校
の
頃
か
ら
だ
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
藩
校

や
寺
子
屋
が
生
ま
れ
、
多
く
の
人
が
学
問
に
触
れ

ら
れ
る
環
境
に
な
っ
て
く
る
が
、
こ
こ
か
ら
明
治

以
前
の
庶
民
が
い
か
に
政
治
と
身
分
制
度
に
縛
ら

れ
て
い
た
か
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

長
年
、
上
の
人
間
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
る
の

が
ご
法
度
で
あ
っ
た
国
に
お
い
て
、
一
つ
の
目
的

の
た
め
大
勢
が
議
論
し
、
そ
の
熱
量
が
政
府
の
首



に
出
そ
う
。
Ａ
Ｉ
は
「
ネ
コ
」
と
い
う
名
前
・
表

層
を
処
理
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
身
体
的
な
知

覚
が
で
き
な
い
以
上
実
際
の
「
ネ
コ
」
と
い
う
概

念
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。す
な
わ
ち
、

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
で
あ
る
「
ネ
コ
」
と
い
う
記
号
を

シ
ニ
フ
ィ
エ
で
あ
る
現
実
の
「
ネ
コ
」
と
い
う
概

念
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
（
資
料
１
）。
こ
れ
は
、
人
間
の
知
識
が

有
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
が
、
Ａ
Ｉ
よ
り
圧
倒
的
に
優

れ
て
い
る
こ
と
の
証
明
で
も
あ
る
。
人
間
が
「
ネ

コ
」
と
聞
い
て
思
い
浮
か
べ
る
イ
メ
ー
ジ
を
、
Ａ

Ｉ
は
想
起
で
き
な
い
の
だ
。
こ
れ
は
Ａ
Ｉ
が
ネ
コ

を
「
理
解
」
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
と
同
義

だ
。
概
念
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
以
上
、
具
体
物

以
上
に
「
自
由
」
や
「
民
主
主
義
」
な
ど
の
抽
象

的
な
観
念
を
「
理
解
」
す
る
こ
と
は
現
状
不
可
能

で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
Ａ
Ｉ
と
人
間
で
知
識
の
質
に
差
が

生
じ
る
理
由
は
、
知
識
獲
得
の
方
法
が
違
う
か
ら

で
あ
る
。
人
間
を
含
む
生
物
は
、
身
体
に
よ
る
環

境
と
の
イ
ン
タ
ラ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
情
報
を
獲

得
し
、
学
習
す
る
。
環
境
を
知
覚
し
、
モ
デ
ル
化

を
行
っ
て
運
動
制
御
を
行
う
一
連
の
ル
ー
チ
ン
は

「
知
覚
運
動
系
処
理
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
知
的
領

域
の
上
に
言
葉
で
意
味
を
理
解
し
言
葉
で
応
答
す

る
と
い
う
「
記
号
的
処
理
」
を
す
る
領
域
が
立
ち

こ
と
か
ら
、
時
代
の
転
換
期
を
生
き
る
私
た
ち
に

求
め
ら
れ
る
の
は
、「
前
提
を
疑
い
、
豊
か
な
知

識
を
応
用
し
、的
確
な
判
断
が
で
き
る
智
力
」
と
、

「
そ
の
智
力
を
以
て
多
様
な
事
物
に
つ
い
て
そ
の

在
り
方
・
方
針
を
議
論
す
る
力
」
で
あ
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

３
．「
思
考
」
と
「
価
値
観
」

前
章
で
は
Ａ
Ｉ
社
会
に
お
け
る
学
問
の
目
的
の

輪
郭
を
捉
え
た
。
し
か
し
、
い
わ
ば
「
議
論
で
き

る
智
力
」
を
身
に
付
け
た
と
こ
ろ
で
真
に
Ａ
Ｉ
と

対
抗
で
き
る
人
間
に
な
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が

生
じ
た
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
は
、「
議

論
で
き
る
智
力
」
が
Ａ
Ｉ
時
代
を
生
き
る
人
間
の

基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
固
有

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
こ
う
と
思
う
。

そ
の
固
有
性
は
、「
智
力
」
を
「
議
論
」
に
昇
華

す
る
際
の
「
思
考
」
体
系
に
由
来
す
る
。

人
間
と
Ａ
Ｉ
の
思
考
体
系
に
お
け
る
差
の
象
徴

の
一
つ
が
、「
シ
ン
ボ
ル
グ
ラ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
（
記

号
接
地
問
題
）」（
注
４
）
と
し
て
も
認
知
さ
れ
る
、

意
味
理
解
と
身
体
性
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題

は
、
ス
イ
ス
の
言
語
学
者
で
あ
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
の

唱
え
た
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
（
も
の
の
名
前
や
表
層
）
と

シ
ニ
フ
ィ
エ
（
名
前
が
指
し
示
す
も
の
や
概
念
）
の

問
題
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
ネ
コ
を
例

に
届
く
ま
で
に
な
っ
た
こ
の
変
革
は
、
日
本
成
立

以
来
の
快
挙
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
今
ま
で
政
府
の
圧
政
に
甘
ん
じ
て

い
た
人
々
に
「
疑
い
の
精
神
」
を
芽
生
え
さ
せ
、

倒
幕
に
向
か
わ
せ
た
力
と
は
一
体
何
だ
っ
た
の

か
。そ
の
正
体
は
智
力

─
つ
ま
り
物
事
を
考
え
、

理
解
し
、
納
得
す
る
働
き
で
あ
る
。『
文
明
論
之

概
略
』
で
は
、
疑
う
力
と
智
力
に
つ
い
て
「
智
力

次
第
に
進
歩
す
る
に
従
て
、人
の
心
に
疑
を
生
じ
、

天
地
間
の
事
物
に
遇
う
て
、
軽
々
こ
れ
を
看
過
す

る
こ
と
な
く
、
物
の
働
を
見
れ
ば
そ
の
働
の
源
因

を
求
め
ん
と
し
、
た
と
い
あ
る
い
は
真
の
源
因
を

探
り
得
ざ
る
こ
と
あ
る
も
、
既
に
疑
の
心
を
生
ず

れ
ば
、
そ
の
働
の
利
害
を
選
て
、
利
に
就
き
害
を

避
る
の
工
夫
を
運
ら
す
べ
し
」
と
述
べ
、
人
々
の

主
張
が
倒
幕
に
至
る
ほ
ど
の
強
さ
を
持
っ
た
の

は
、
一
部
の
上
流
階
級
の
者
に
加
え
て
国
政
を
疑

う
大
衆
皆
で
事
物
判
断
の
力
を
つ
け
、
政
府
の
圧

力
に
勝
る
総
量
の
智
力
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
た

か
ら
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
流
れ
か
ら
、
と
も
す
れ
ば
外
国
の

奴
隷
に
な
り
か
ね
な
か
っ
た
日
本
で
明
治
維
新
が

起
き
、
今
日
ま
で
独
立
を
保
っ
て
い
る
要
因
は
、

「
人
々
が
智
力
を
以
て
専
制
政
治
の
前
提
を
疑
い
、

国
の
行
く
末
に
つ
い
て
庶
民
も
加
わ
り
議
論
し
た

こ
と
」
だ
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の



資料 1

に
二
階
フ
ロ
ア
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

だ
。以

上
か
ら
導
け
る
事
実
は
、
Ａ
Ｉ
の
得
て
い
る

情
報
に
概
念
や
実
物
が
付
随
し
な
い
以
上
、
Ａ
Ｉ

が
有
す
る
知
恵
は
す
べ
て
丸
暗
記
の
「
知
識
」
で

し
か
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
我
々
人
間
の
よ
う
に

抽
象
的
な
概
念
を
実
感
と
と
も
に
理
解
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
具
体
的
な
事
象
を
抽
象
化

し
て
全
く
別
の
分
野
に
生
か
す
「
知
識
の
応
用
」

が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
Ａ
Ｉ
は
計
算
や
画
像
の

出
力
な
ど
、
具
体
的
で
膨
大
な
デ
ー
タ
か
ら
学
習

で
き
る
分
野
で
は
非
常
に
有
用
で
あ
る
。し
か
し
、

気
候
変
動
や
戦
争
の
終
結
な
ど
、
今
ま
で
に
正
解

が
な
い
事
象
を
解
決
す
る
た
め
に
以
前
の
事
象
の

本
質
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
る
と
い
う
抽
象
的
な
知
的

労
働
に
関
し
て
は
、
未
だ
そ
の
知
能
は
及
ば
な
い

の
だ
。
い
う
な
れ
ば
、「
豊
か
な
知
識
を
応
用
し

た
判
断
」
が
で
き
な
い
以
上
、Ａ
Ｉ
に
は
「
知
識
」

は
あ
っ
て
も
「
智
力
」
は
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
Ａ
Ｉ
は
議
論
を
す
る
こ
と
以
前
の
問
題

を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
Ａ
Ｉ
が
「
自
ら
の
価
値

観
を
持
た
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
。
私
達
人
間
は

成
熟
し
て
い
く
過
程
で
思
春
期
を
経
る
こ
と
で
、

以
前
ま
で
に
身
に
付
け
た
常
識
や
偏
見
を
一
度
破

壊
し
、
自
ら
再
構
築
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経

験
す
る
こ
と
で
固
有
の
価
値
観
（
つ
ま
り
既
知
の

上
が
っ
て
く
る
と
し
て
、
松
尾
豊
氏
は
人
間
の
知

の
体
系
を
「
二
階
建
て
」
と
表
現
し
て
い
る
（
注

５
）。
他
方
で
、
Ａ
Ｉ
は
神
経
や
器
官
を
持
た
ず
、

記
号
的
処
理
を
行
う
際
に
自
ら
の
知
覚
運
動
系
処

理
の
記
憶
を
保
有
し
な
い
た
め
、
記
号
の
羅
列
で

し
か
な
い
単
語
か
ら
し
か
「
思
考
」
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
一
階
が
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
知
識

具
象
同
士
を
固
有
の
配
置
で
結
び
付
け
る
思
考
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
構
築
や
そ
れ
ぞ
れ
の
具
象
に
対
す
る
感
情
）

を
形
成
す
る
。
一
方
の
Ａ
Ｉ
は
製
作
者
に
自
分
の

思
考
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
モ
デ
ル
を
構
築
さ
れ
、
自

我
が
な
い
た
め
に
自
分
の
思
考
プ
ロ
セ
ス
を
そ
も

そ
も
疑
う
こ
と
が
な
い
。
学
習
方
法
に
よ
っ
て
は

蓄
積
す
る
情
報
そ
の
も
の
に
人
間
の
バ
イ
ア
ス
が

か
か
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
Ａ
Ｉ

は
思
考
し
て
も
「
自
分
の
意
見
」
を
持
た
な
い
。

意
思
を
持
た
な
い
Ａ
Ｉ
は
、
知
識
を
組
み
合
わ
せ

て
主
張
め
い
た
も
の
を
作
る
こ
と
は
で
き
て
も
、

社
会
変
革
の
た
め
に
相
手
の
価
値
観
を
揺
る
が
す

「
議
論
」
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

「
議
論
で
き
る
智
力
」
は
人
間
特
有
の
も
の
で

あ
り
、
価
値
観
の
構
築
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
有
無

も
人
間
と
Ａ
Ｉ
の
大
き
な
差
異
で
あ
る
。
よ
っ
て

Ａ
Ｉ
に
対
抗
す
る
た
め
の
「
議
論
す
る
た
め
の
智

力
」
と
は
、「
議
論
す
る
事
象
に
つ
い
て
豊
か
な

知
識
を
得
て
応
用
し
、
現
状
の
価
値
観
を
疑
い
新

た
に
そ
れ
を
構
築
す
る
力
」
と
言
い
換
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
我
々
人
間
は
今
、「
疑
い
の
精
神
」

を
以
て
時
代
に
新
た
な
価
値
観
を
吹
き
込
む
こ
と

を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

４
．
令
和
の
福
沢
に
な
る
た
め
に

私
達
は
「
議
論
で
き
る
智
力
」
を
駆
使
し
て
、



は
不
可
能
な
人
間
固
有
の
「
つ
な
が
り
」
を
象
徴

す
る
言
葉
で
あ
る
。
私
達
が
身
に
付
け
る
べ
き
能

力
は
、
全
て
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
の
一
言
に
集
約

さ
れ
る
。

我
々
人
間
は
家
族
や
学
校
、
職
場
と
い
っ
た
何

ら
か
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
所
属
し
、
様
々
な
関
係

の
人
た
ち
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
生
活
し
て
い

る
。
そ
し
て
出
身
地
や
性
別
、
学
歴
を
は
じ
め
と

し
た
多
様
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
各
々
が
有
し

て
い
て
、
無
数
の
意
思
決
定
の
上
で
選
択
し
た
道

を
歩
い
て
い
る
。
加
え
て
現
代
を
生
き
る
私
た
ち

は
、安
田
雅
弘
が
著
書
「《
演
劇
的
知
》
に
つ
い
て
」

（
注
７
）
の
中
で
「
さ
ま
ざ
ま
な
人
や
歴
史
の
上

に
自
分
が
立
た
さ
れ
て
い
る
」と
述
べ
た
よ
う
に
、

過
去
と
の
つ
な
が
り
も
断
ち
切
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
い
ま
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
常
時
世
界
と
つ

な
が
っ
て
い
る
私
達
は
歴
史
や
場
所
を
超
え
て
周

り
の
人
間
か
ら
影
響
を
受
け
る
と
と
も
に
、
選
ん

だ
選
択
に
よ
っ
て
自
分
が
形
作
ら
れ
る
こ
と
か
ら

逃
れ
ら
れ
な
い
の
だ
。

知
識
を
得
る
こ
と
、
そ
れ
を
判
断
す
る
こ
と
、

自
分
の
価
値
観
を
形
成
す
る
こ
と
、
人
望
を
得
る

こ
と
。
そ
れ
ら
は
全
て
外
界
や
他
の
人
間
と
関
わ

る
こ
と
に
よ
っ
て
成
さ
れ
て
い
る
。
い
う
な
れ
ば

人
間
同
士
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
衝
突
や
共
鳴
に
よ

っ
て
こ
れ
ら
の
能
力
は
育
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る

く
い
人
間
特
有
の
能
力
が
複
合
的
に
求
め
ら
れ

る
。
Ａ
Ｉ
は
仕
事
の
精
度
に
お
い
て
は
信
頼
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
リ
ー
ダ
ー
と

し
て
尊
敬
さ
れ
、
課
題
解
決
に
向
け
て
人
々
を
引

っ
張
っ
て
い
く
存
在
は
、
個
性
と
感
情
が
あ
る
人

間
に
し
か
務
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
加
え
て
、
Ａ
Ｉ

の
判
断
プ
ロ
セ
ス
が
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
化
し
て

い
る
以
上
、
事
業
や
計
画
が
失
敗
し
た
こ
と
の
責

任
を
Ａ
Ｉ
は
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
責
任
を
持

つ
こ
と
と
人
望
を
得
る
こ
と
は
表
裏
一
体
で
あ
る

以
上
、
Ａ
Ｉ
が
ど
ん
な
に
普
及
し
、
人
間
と
協
同

で
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
そ
の
ト
ッ
プ

に
立
ち
行
く
べ
き
方
向
を
示
す
の
は
人
間
な
の

だ
。

５
．
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
す
す
め

こ
こ
ま
で
、私
達
が
身
に
付
け
る
べ
き
「
実
学
」

と
し
て
、「
議
論
で
き
る
智
力
を
備
え
る
こ
と
」「
知

識
を
応
用
し
固
有
の
価
値
観
を
構
築
す
る
こ
と
」

そ
し
て
「
人
望
を
身
に
付
け
る
こ
と
」
に
つ
い
て

論
じ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
能
力
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立

し
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
、
実
は
全
て
あ
る
概
念

の
延
長
線
上
に
存
在
す
る
。
そ
の
概
念
と
は
、
背

景
や
文
脈
、状
況
を
意
味
す
る
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」

で
あ
る
。
コ
ン
テ
ク
ス
ト
こ
そ
が
、
人
間
と
Ａ
Ｉ

の
最
大
の
違
い
で
あ
り
、
Ａ
Ｉ
が
獲
得
す
る
こ
と

時
に
人
間
以
上
の
能
力
を
持
つ
Ａ
Ｉ
と
渡
り
合
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
に
あ
た

っ
て
、
社
会
運
営
の
主
導
権
を
Ａ
Ｉ
に
渡
し
て
は

な
ら
な
い
の
は
明
白
だ
。
未
来
に
Ａ
Ｉ
と
人
間
の

共
存
が
望
ま
し
い
形
で
実
現
し
た
な
ら
と
も
か

く
、
現
在
の
混
沌
と
し
た
状
態
の
中
で
Ａ
Ｉ
に
権

力
を
持
た
せ
、
人
間
を
統
治
さ
せ
る
こ
と
は
非
常

に
リ
ス
キ
ー
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
人
と
Ａ
Ｉ
の

上
に
立
つ
人
物
に
な
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。
時
代
を
牽
引
す
る
リ
ー
ダ
ー
に
な
る

た
め
に
必
要
な
資
質
を
、
近
代
日
本
を
造
っ
た
福

沢
は
「
人
望
」
だ
と
指
摘
し
、「
大
任
に
当
る
も

の
は
必
ず
平
生
よ
り
人
望
を
得
て
人
に
当
て
に
せ

ら
る
る
人
に
非
ざ
れ
ば
、
迚
も
事
を
な
す
こ
と
は

叶
い
難
し
」
と
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』（
注
６
）
で

述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
人
望
も
、
Ａ
Ｉ
が
得
る
こ

と
の
で
き
な
い
、
人
間
に
の
み
与
え
ら
れ
る
特
権

だ
。
人
望
は
、「
固
よ
り
力
量
に
由
っ
て
得
べ
き

も
の
に
非
ず
、
ま
た
身
代
の
富
豪
な
る
の
み
に
由

っ
て
得
べ
き
も
の
に
も
非
ず
、
た
だ
そ
の
人
の
活

潑
な
る
才
智
の
働
き
と
正
直
な
る
本
心
の
徳
義
と

を
も
っ
て
次
第
に
積
ん
で
得
べ
き
も
の
」
で
あ
る

か
ら
、「
智
力
」
と
「
心
」
が
な
い
Ａ
Ｉ
は
人
望

を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
リ
ー
ダ
ー
に

な
る
に
は
こ
の
智
力
と
正
直
さ
に
加
え
て
、
実
行

力
や
交
渉
力
、
カ
リ
ス
マ
性
な
ど
、
数
値
化
し
に



あ
る
「
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

を
捉
え
直
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
論
の

冒
頭
で
述
べ
た
絵
や
音
楽
な
ど
の
プ
ロ
ダ
ク
ト
を

生
産
す
る
行
為
は
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
が
意
味
す

る
働
き
の
い
わ
ば
「
表
層
」
に
過
ぎ
な
い
。
私
達

に
今
求
め
ら
れ
る
能
力
は
、
自
分
の
「
外
」
に
何

か
を
作
る
こ
と
で
は
な
く
「
内
」
を
デ
ザ
イ
ン
す

る
力
、
つ
ま
り
社
会
の
流
れ
に
抑
圧
さ
れ
な
い
代

替
不
可
能
な
「
自
分
自
身
」
を
構
築
す
る
ク
リ
エ

イ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
な
の
だ
。

一
方
で
自
分
自
身
の
変
革
に
は
多
大
な
苦
労
が

伴
う
。
か
つ
て
五
国
条
約
が
発
布
さ
れ
た
と
き
に

横
浜
へ
行
っ
た
福
沢
も
、
自
身
が
数
年
死
に
物
狂

い
で
勉
強
し
て
き
た
蘭
学
が
意
味
を
成
さ
な
い
と

知
っ
た
と
き
は
落
胆
し
て
い
た
（
注
８
）。
し
か

し
彼
は
そ
こ
で
立
ち
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
一
度
意

気
消
沈
す
る
も
す
ぐ
さ
ま
新
た
に
覚
悟
を
決
め

て
、
英
語
を
学
び
始
め
た
そ
の
姿
勢
と
タ
フ
な
精

神
を
、
私
達
は
今
こ
そ
内
か
ら
呼
び
起
こ
す
べ
き

だ
。
様
々
な
社
会
問
題
を
乗
り
越
え
、
今
日
ま
で

生
き
て
き
た
私
達
人
間
は
、
誰
も
が
福
沢
の
よ
う

な
芯
の
強
さ
を
生
来
備
え
て
い
る
の
だ
か
ら
。

Ａ
Ｉ
と
人
間
の
関
係
性
が
今
後
ど
う
な
っ
て
い

く
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
一
度
誕
生
し
た
技
術

は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
以
上
、
私
達
と
Ａ

Ｉ
と
の
つ
な
が
り
が
絶
ち
切
ら
れ
る
日
は
来
な
い

画
と
比
較
に
な
ら
な
い
情
報
量
で
あ
る
か
ら
、
読

み
切
る
ま
で
に
は
相
応
の
時
間
と
忍
耐
力
を
強
い

ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
分
筆
者
の
主
張
を
読
み

込
み
、
じ
っ
く
り
と
向
き
合
う
こ
と
で
自
分
の
中

に
新
た
な
価
値
観
の
引
き
出
し
を
生
成
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
時
に
は
一
切
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
主

張
に
も
出
会
う
。
場
合
に
よ
っ
て
は
自
分
の
核
で

あ
っ
た
部
分
が
丸
ご
と
書
き
換
わ
る
こ
と
も
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
未
知
の
価
値
観
へ
の
対
峙
と
吸

収
の
プ
ロ
セ
ス
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
価
値

観
は
磨
か
れ
、
固
有
の
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
多

様
な
考
え
方
・
信
念
に
出
会
い
、
形
成
さ
れ
て
き

た
唯
一
無
二
の
視
点
は
、
社
会
を
生
き
る
上
で
重

要
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
な
る
だ
ろ
う
。

６
．
予
測
不
可
能
な
現
代
を
生
き
る

私
は
以
上
を
以
て
、
Ａ
Ｉ
時
代
の
実
学
を
「
人

と
の
出
会
い
や
読
書
を
通
し
て
多
様
な
コ
ン
テ
ク

ス
ト
に
つ
い
て
学
び
唯
一
無
二
の
価
値
観
を
構
築

す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
得
た
豊
か
な
知
識

を
柔
軟
に
活
用
し
、
世
界
規
模
の
複
雑
な
問
題
に

対
し
て
論
理
的
に
議
論
で
き
る
力
を
育
て
る
こ

と
」と
改
め
て
定
義
し
た
い
。そ
し
て
こ
れ
は
、「
社

会
貢
献
の
た
め
に
個
性
的
な
『
自
分
自
身
』
を
創

り
出
す
こ
と
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

今
こ
こ
で
、
Ａ
Ｉ
に
奪
わ
れ
か
け
て
い
る
特
権
で

だ
ろ
う
。
そ
ん
な
人
間
と
は
対
照
的
に
、
Ａ
Ｉ
に

コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
存
在
し
な
い
。
ほ
か
の
人
工
知

能
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
て
動
く
こ

と
は
あ
っ
て
も
常
に
そ
れ
自
身
は
独
立
し
て
お

り
、
出
力
す
る
答
え
も
全
て
製
作
者
が
作
る
シ
ス

テ
ム
を
な
ぞ
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
Ａ
Ｉ
開
発

の
歴
史
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
過
去
は
Ａ
Ｉ
に
は
干

渉
し
な
い
。
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
い
う
観
点
に
お
い

て
、
Ａ
Ｉ
は
外
界
か
ら
完
全
に
切
り
離
さ
れ
た
存

在
な
の
だ
。
人
間
の
み
が
保
有
す
る
こ
の
コ
ン
テ

ク
ス
ト
こ
そ
、
Ａ
Ｉ
社
会
を
生
き
て
い
く
上
で
の

人
間
の
最
大
の
武
器
と
な
る
だ
ろ
う
。

価
値
観
の
衝
突
を
経
験
す
る
こ
と
、す
な
わ
ち
、

自
分
と
違
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
持
つ
人
の
価
値
観

に
触
れ
る
こ
と
で
、
私
達
は
Ａ
Ｉ
時
代
を
生
き
抜

く
能
力
を
獲
得
で
き
る
。
人
と
対
話
を
し
た
り
、

外
国
の
異
文
化
を
体
験
し
た
り
す
る
こ
と
で
も
自

分
の
（
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
成
る
）
価
値
観
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
価
値
観
を
形
成
す
る
方
法
の

う
ち
最
も
直
接
的
で
有
意
義
な
方
法
と
し
て
、
読

書
を
提
案
し
た
い
。
ど
ん
な
情
報
も
気
軽
に
手
に

で
き
る
現
代
だ
か
ら
こ
そ
、
本
を
読
む
こ
と
の
重

要
性
は
計
り
知
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
本
は
著
者

が
自
ら
の
意
見
を
掘
り
下
げ
、
整
理
し
て
時
間
を

か
け
て
煮
詰
め
た
も
の
、
つ
ま
り
コ
ン
テ
ク
ス
ト

と
価
値
観
の
結
晶
で
あ
る
か
ら
だ
。
ブ
ロ
グ
や
動



（
注
７
）
安
田
雅
弘
「《
演
劇
的
知
》
に
つ
い
て
」

岩
波
書
店
、『
思
想
』
二
〇
〇
七
年
五
月

http://w
w

w
.yam

anote-j.org/uptow
n_

archive/shisou.pdf

（
注
８
）
福
沢
諭
吉
（
富
田
正
文
校
訂
）『
新
訂
福
翁

自
伝
』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
八
年

福
澤
諭
吉
（
斎
藤
孝
訳
）『
現
代
語
訳
学
問
の
す

す
め
』
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
九
年

福
澤
諭
吉
（
斎
藤
孝
訳
）『
現
代
語
訳
福
翁
自
伝
』

ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
一
年

福
澤
諭
吉
（
斎
藤
孝
訳
）『
現
代
語
訳
文
明
論
之

概
略
』
ち
く
ま
文
庫
、
二
〇
一
三
年

川
村
秀
憲
・
大
塚
凱
『
Ａ
Ｉ
研
究
者
と
俳
人

人
は
な
ぜ
俳
句
を
詠
む
の
か
』
ｄ
Ｚ
Ｅ
Ｒ
Ｏ
、

二
〇
二
二
年

高
橋
海
渡
・
立
川
裕
之
・
小
西
功
記
・
小
林
寛

子
・
石
井
大
輔
『
図
解
即
戦
力
Ａ
Ｉ
の
し
く
み

と
活
用
が
こ
れ
一
冊
で
し
っ
か
り
わ
か
る
教
科

書
』
技
術
評
論
社
、
二
〇
二
三
年

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
Ａ
Ｉ
社
会
で
生
き
て
い
く
の

に
必
ず
し
も
「
偉
大
な
人
間
」
に
な
る
必
要
は
な

い
。最
大
の
武
器
で
あ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
磨
き
、

私
達
が
「
私
達
自
身
」
で
あ
る
こ
と
で
、
よ
り
多

く
の
人
々
が
生
き
る
意
味
を
見
出
せ
る
社
会
に
な

る
こ
と
を
、
心
か
ら
願
っ
て
い
る
。
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