
一橋論叢　第121巻　第3号　平成11年（1999年）3月号　（16〕

「
言
呈
胴
記
号
の
窓
意
性
」

と
は
な
に
を
意
味
す
る
か

1
　
「
一
言
冒
語
記
号
の
悉
意
性
」
と
い
う
主
題

　
「
言
語
記
号
の
窓
意
性
」
と
聞
け
ぱ
、
お
そ
ら
く
ひ
と
は
す
ぐ

さ
ま
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
『
一
般
言
語
学
講
義
』
の
こ
と
を
恩
い
う
か

べ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
あ
た
か
も
連
想
ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
、

「
言
語
記
号
の
悉
意
性
」
と
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
線
条
性
」
．
の
ふ

た
つ
の
原
理
が
ソ
シ
ュ
ー
ル
理
論
の
根
本
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら

「
シ
ニ
フ
ィ
エ
ー
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
」
「
ラ
ン
グ
ー
パ
ロ
ー
ル
」
「
共

時
態
－
通
時
態
」
「
シ
ン
タ
グ
ム
ー
パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
」
な
ど
重
要

な
対
概
念
が
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
と
説
明
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
も
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
手
稿
や
学
生
の
講
義
ノ
ー
ト
な
ど
の
資

料
が
続
々
と
発
見
さ
れ
て
、
近
年
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
研
究
は
ま
す
ま

す
精
密
に
な
っ
て
き
て
い
る
だ
け
に
、
そ
の
説
明
は
一
段
と
複
雑

歴
史
的
考
察

糟
　
　
谷

啓
　
　
介

さ
を
ま
し
て
い
る
。
（
巾
〇
一
お
仁
g
H
8
ゴ
Ω
印
q
g
冨
o
o
ご
匡
胃
ユ
ω

冨
o
o
ご
＝
o
巨
q
o
↓
二
竃
二
丸
山
－
竃
二
↓
巨
一
旨
E
二
㊤
彗
）

　
し
か
し
、
こ
の
論
文
は
、
そ
う
し
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
読
解
の
深
み

に
入
る
こ
と
は
し
な
い
。
か
と
い
づ
て
、
「
ほ
ん
と
う
に
言
語
記

号
は
窓
意
的
な
の
か
」
と
問
う
わ
け
で
も
な
い
。
た
し
か
に
、
近

年
の
研
究
の
な
か
で
は
、
「
言
語
記
号
の
窓
意
性
」
の
名
の
も
と

に
否
定
さ
れ
て
き
た
「
図
像
性
（
一
8
2
0
一
q
）
」
　
　
認
知
過
程

に
み
ら
れ
る
言
語
の
形
式
と
意
味
と
の
白
然
的
同
型
性
ー
が
意

味
の
面
ば
か
り
で
な
く
、
文
法
の
面
で
も
存
在
す
る
の
で
は
な
い

か
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
（
ω
ぎ
昌
①
冨
違
）
。

　
そ
う
で
は
な
く
、
い
っ
た
い
ひ
と
は
「
言
語
記
号
の
悉
意
性
」

と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
な
に
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
き
た
の
か
、

を
問
題
に
し
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
問
い
は
歴
史
的
な
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歴史的考察（17）r言言吾言己号の悉意性」とはなにを意味するか

も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
「
号
冒
語
記
号
」
の
窓
意
性
と
い
う
テ
ー

マ
を
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
訓
詰
学
の
密
室
に
閉
じ
こ
め
る
の
で
は
な
く
、

も
う
す
こ
し
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
空
問
に
解
放
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
「
言
語
記
号
の
悉
意
性
」
と
い
う
概
念
に
対
す
る
歴
史
的
ア
プ

ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
コ
セ
リ
ウ
の
重
厚
な
論
文

「
一
言
呈
咀
記
号
の
悉
意
性
　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
概
念
の
遅
咲
き

の
歴
史
に
つ
い
て
」
が
あ
げ
ら
れ
る
（
O
O
ω
9
巨
竃
ミ
）
。
コ
セ

リ
ウ
は
、
現
代
の
言
語
学
者
の
多
く
が
「
言
語
記
号
の
悉
意
性
」

を
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
独
創
的
な
概
念
と
し
て
し
き
り
に
賞
賛
す
る
こ

と
に
異
を
唱
え
る
。
そ
し
て
コ
セ
リ
ウ
は
、
該
博
な
哲
学
史
の
知

識
を
も
と
に
、
そ
の
概
念
の
歴
史
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
ま
で
さ

－
か
の
ぽ
り
、
ス
ト
ア
派
、
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
、
フ
ラ
ン
ス
合
理
論
、

ド
イ
ツ
観
念
論
、
近
代
言
語
学
と
思
想
史
を
た
ど
り
な
が
ら
、

「
言
語
記
号
の
悉
意
性
」
の
概
念
の
歴
史
的
変
遷
を
た
ど
っ
た
。

そ
し
て
、
「
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
伝
統
的
で
あ
り
き
た
り
の
原
理
の
解

釈
の
一
段
階
を
あ
ら
わ
す
に
す
ぎ
な
い
。
事
実
、
悉
意
性
に
つ
い

て
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
理
論
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
が
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
先

立
つ
著
作
家
が
お
こ
な
っ
た
言
語
の
分
析
の
な
か
に
見
出
さ
れ

る
」
（
O
O
ω
宰
巨
－
睾
メ
O
■
語
）
、
つ
ま
り
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
み
か
け

ほ
ど
「
独
創
的
」
で
は
な
い
、
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
こ
こ
で

コ
セ
リ
ウ
は
、
ち
ょ
う
ど
、
論
文
「
ガ
ー
ベ
レ
ン
ツ
と
共
時
言
語

学
」
で
お
こ
な
っ
た
よ
う
に
、
「
規
範
的
科
学
知
識
の
も
た
ら
す

絶
対
性
を
、
恩
想
史
の
な
か
で
相
対
化
し
て
見
せ
る
」
（
田
中

H
彗
ω
ら
。
轟
㊤
）
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
（
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
過
激
な
結
論
に
た
い
し
て
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
信
奉
者
か
ら

い
く
つ
か
の
反
論
が
出
さ
れ
た
。
も
と
も
と
、
こ
の
論
文
は
ド
イ

ツ
語
で
書
か
れ
、
　
一
九
六
七
年
に
発
表
さ
れ
た
雑
誌
論
文
で
あ
る

が
、
参
考
文
献
に
あ
げ
た
ス
ペ
イ
ン
語
版
に
は
、
そ
の
後
の
ソ
シ

ュ
ー
ル
学
者
の
反
論
と
そ
れ
に
対
す
る
コ
セ
リ
ウ
の
応
答
が
お
さ

め
ら
れ
て
い
る
。
）

　
こ
れ
ほ
ど
の
論
文
を
前
に
し
て
い
っ
た
い
何
を
い
う
こ
と
が
あ

る
だ
ろ
う
か
。
コ
セ
リ
ウ
は
、
「
言
語
記
号
の
悉
意
性
」
が
ソ
シ

ュ
ー
ル
以
前
か
ら
い
か
に
多
く
の
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
き
た

か
を
し
め
し
た
。
そ
こ
で
わ
た
し
は
、
コ
セ
リ
ウ
の
逆
を
い
く
こ

と
に
す
る
。
つ
ま
り
、
「
言
語
記
号
の
悉
意
性
」
と
い
う
概
念
に

反
対
し
た
者
を
と
り
あ
げ
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
論
拠
で
そ
れ

を
否
定
し
た
の
か
を
論
じ
よ
う
と
恩
う
。
そ
う
し
た
「
反
－
惑
意

性
」
論
者
を
何
人
か
と
り
あ
げ
る
こ
と
で
、
裏
側
か
ら
「
言
語
記

号
の
恋
意
性
」
と
は
な
に
を
意
味
す
る
か
を
問
い
な
お
し
た
い
。
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一橋論叢　第12工巻 第3号 平成11年（1999年）3月号　（18）

　
　
　
2
　
「
悉
意
性
」
に
反
対
す
る
言
語
学

　
議
論
の
と
り
か
か
り
と
し
て
、
は
じ
め
に
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の

論
文
「
言
語
記
号
の
本
性
」
（
悪
…
彗
艮
①
；
塞
）
を
と
り
あ

げ
よ
う
。
こ
の
論
文
は
、
あ
ま
り
に
有
名
な
の
で
、
あ
ら
た
め
て

と
り
あ
げ
る
の
は
気
が
ひ
け
る
が
、
一
応
内
容
を
お
さ
ら
い
し
て

お
こ
う
。

　
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
悉
意
性
の
概
念
は
混
乱

し
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
理
由
で
あ
る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル

は
悉
意
性
を
指
示
対
象
と
記
号
と
の
関
係
で
は
な
く
、
記
号
の
内

部
に
お
け
る
聴
覚
映
像
（
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
）
と
概
念
（
シ
ニ
フ
ィ

エ
）
の
あ
い
だ
の
関
係
だ
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
お
な
じ
動

物
が
国
境
の
こ
ち
ら
で
は
げ
8
巨
、
む
こ
う
で
は
O
o
房
と
い
わ

れ
る
と
説
明
す
る
と
き
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
排
除
し
た
は
ず
の
指
示

対
象
を
こ
づ
そ
り
も
ち
こ
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ソ
シ
ュ
ー
ル

自
身
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
の
関
係
を
紙
の
裏
表
の

比
楡
で
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
母
語
と
し
て
い

る
者
の
あ
た
ま
の
な
か
で
は
一
〕
・
α
－
｝
と
い
う
音
形
式
は
〈
ウ
シ
〉

と
い
う
概
念
と
し
か
結
び
つ
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
指
示
対
象

と
記
号
の
あ
い
だ
の
関
係
は
悉
意
的
で
は
あ
っ
て
も
、
シ
ニ
フ
ィ

ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
の
あ
い
だ
の
関
係
は
惑
意
的
で
は
な
く
必

然
的
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
は
、
『
講
義
』
の
な
－
か
で
不
用
意

に
も
ち
だ
さ
れ
た
例
に
も
と
づ
い
て
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
理
論
の
矛
盾

を
鋭
く
つ
い
た
の
で
あ
る
。

　
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
は
、
こ
の
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の
説
に
賛
成
し
な

が
ら
、
や
は
り
「
言
語
記
号
の
悉
意
性
」
を
否
定
し
、
「
音
素
列

と
意
味
の
結
び
つ
き
は
必
然
的
で
あ
る
」
（
旨
斥
0
9
昌
－
胃
①
ら
、

＝
σ
）
と
主
張
す
る
。
し
か
も
、
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
は
、
シ
ニ
フ
ィ

ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
結
び
つ
き
に
は
、
隣
接
性
に
も
と
づ
く

「
外
的
連
関
」
だ
け
で
な
く
、
音
索
対
立
が
ほ
か
の
次
元
の
対
立

を
も
合
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
音
声
象
徴
性
」
と
で
も
い
う
ぺ

き
も
の
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
（
ち
な
み
に
、
ヤ
ー

コ
ブ
ソ
ン
は
「
音
素
は
弁
別
特
性
の
束
で
あ
る
」
と
い
う
把
握
を

も
と
に
、
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
線
条
性
」
を
も
否
定
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
理
論
の
ふ
た
つ
の
要
と

な
る
原
理
を
両
方
と
も
否
定
し
て
い
る
の
だ
。
）

　
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の
説
に
対
し
て
、

ソ
シ
ュ
ー
ル
学
の
ほ
う
か
ら
は
一
定
の
答
え
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
よ
れ
ば
「
悉
意
性
」
と
「
必
然
性
」
と
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歴史的考察（19）r言語記号の惑意性」とはなにを意味するか

は
矛
盾
し
な
い
。
事
実
ソ
シ
ェ
ー
ル
も
、
話
し
手
の
意
識
の
な
・
か

で
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
関
係
は
必
然
的
で
あ
る
と
い

っ
て
い
る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
い
う
「
惑
意
性
」
と
は
、
「
偶
然
性
」

の
「
一
と
で
は
な
く
、
「
非
自
然
性
」
「
無
動
機
性
」
の
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
「
恋
意
性
」
を
ふ
た
つ
の
こ
と
な
る
レ

ベ
ル
で
と
ら
え
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
記
号
内
部
に
お
け
る
シ
ニ
フ

ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
関
係
で
あ
る
が
、
も
う
ひ
と
つ
は
記
号

と
記
号
と
の
「
分
節
」
、
記
号
が
音
と
概
念
の
両
者
の
「
実
質
」

を
ど
の
よ
う
に
「
切
り
分
け
」
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
う
て

い
る
。
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
は
こ
の
後
者
の
点
を
見
の
が
し
て
い
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
（
丸
山
冨
O
O
ガ
O
P
轟
①
1
0
。
冨
一
ω
〇
一
』
O
亮
一

冨
彗
ら
p
ミ
甲
彗
）

　
わ
た
し
は
両
者
の
説
と
も
も
っ
と
も
だ
と
恩
う
が
、
こ
こ
ま
で

来
る
と
、
避
け
よ
う
と
恩
っ
て
い
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
訓
詰
学
に
だ
ん

だ
ん
と
近
づ
い
て
く
る
よ
う
な
の
で
、
方
向
を
か
え
る
こ
と
に
し

よ
う
。

　
わ
た
し
の
疑
間
は
『
講
義
』
そ
の
も
の
の
な
か
に
あ
る
。
そ
れ

は
悉
意
性
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
ラ
ン
グ
に
お
け
る
差
異
性
、

悉
意
性
、
消
極
性
の
相
互
の
関
連
で
あ
る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
こ

れ
も
有
名
に
な
っ
た
一
句
「
言
語
（
ラ
ン
グ
）
に
は
差
異
し
か
な

い
L
と
の
べ
た
す
ぐ
後
に
、

長
い
が
引
用
し
よ
う
。

つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
少
々

　
し
か
し
な
が
ら
ラ
ン
グ
で
は
な
に
も
か
も
消
極
的
で
あ
る
と

い
う
の
は
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
を
べ
つ
べ
つ
に

取
っ
た
と
き
に
い
い
う
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
記
号
を
全
体
と
し

て
考
察
す
る
や
い
な
や
、
そ
の
秩
序
の
う
ち
に
、
あ
る
積
極
的

な
も
の
が
見
え
て
く
る
。
言
語
体
系
は
、
音
の
一
連
の
差
異
が

観
念
の
一
連
の
差
異
と
結
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
あ
る

数
の
聴
覚
映
像
と
、
恩
想
の
か
た
ま
り
に
同
数
の
分
断
を
施
し

た
も
の
と
を
対
応
さ
せ
る
と
き
は
、
価
値
体
系
が
う
み
だ
さ
れ

る
。
各
記
号
の
内
部
に
お
い
て
、
音
的
要
素
と
心
的
要
索
と
の

あ
い
だ
に
実
効
の
あ
る
連
結
を
つ
け
る
も
の
は
、
こ
の
体
系
で

あ
る
。
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
で
あ
れ
シ
ニ
フ
ィ
エ
で
あ
れ
、
べ
つ
べ

つ
で
は
純
粋
に
差
異
的
で
あ
り
消
極
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の

結
合
は
積
極
的
事
実
で
あ
る
。
こ
の
種
の
事
実
こ
そ
言
語
が
ふ

く
む
唯
一
の
も
の
で
さ
え
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
言
語
制
度
の
特
性

は
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
二
つ
の
秩
序
の
差
異
の
あ
い
だ
に
平
行
を

保
つ
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
。
（
o
o
彗
窪
冒
⑦
冨
貝
君
」
塞
－

→）
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一橘論叢 第121巻第3号 平成H年（1999年）3月号　（20）

　
記
号
ど
う
し
－
積
極
的
辞
項
－
を
比
較
す
る
や
い
な
や
、

も
は
や
差
異
と
は
い
え
な
く
な
る
。
そ
の
言
い
方
は
当
を
え
な

い
、
と
い
う
の
も
そ
れ
は
正
し
く
は
二
個
の
聴
覚
映
像
、
た
と

え
ば
チ
チ
と
ハ
ハ
の
比
較
に
し
か
、
あ
る
い
は
二
個
の
観
念
、

た
と
え
ば
「
父
」
の
観
念
と
「
母
」
の
観
念
の
そ
れ
に
し
か
、

適
用
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
一
個
の
シ
ニ
フ
ィ
ァ

ン
と
一
個
の
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
も
つ
二
個
の
記
号
は
、
差
異
す
る

も
の
で
は
な
く
て
、
た
だ
分
明
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
あ
い

だ
に
は
対
立
し
。
か
な
い
。
（
旨
鼻
ら
」
雪
）

　
じ
つ
は
、
「
消
極
性
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
ヤ
ー
コ
ブ

ソ
ン
に
よ
る
批
判
が
あ
る
。
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
に
よ
れ
ぱ
、
ソ
シ
ュ

ー
ル
は
「
言
語
に
は
積
極
的
項
の
な
い
差
異
し
か
な
い
」
と
断
言

し
て
い
る
が
、
じ
つ
は
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
消
極
的
1
そ
れ
自

体
で
は
な
に
も
の
で
も
な
く
、
そ
れ
以
外
の
も
の
と
の
差
異
に
よ

っ
て
同
一
性
が
画
定
さ
れ
る
1
な
単
位
は
、
音
素
だ
け
で
あ
り
、

そ
の
他
の
次
元
、
た
と
え
ば
、
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
対
立
に
せ
よ
、

意
味
論
的
対
立
に
せ
よ
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
積
極
的
項
ど
う
し
の

対
立
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
－
呉
〇
一
U
窒
自
；
豪
ら
、
ぎ
芦
）
。

　
け
れ
ど
も
、
う
え
の
引
用
を
見
る
な
ら
、
こ
の
批
判
は
あ
た
っ

て
い
な
い
。
し
ば
し
ぱ
見
の
が
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
ソ
シ
ュ
ー

ル
に
と
っ
て
「
差
異
」
と
「
対
立
」
は
お
な
じ
概
念
で
は
な
い
。

「
差
異
」
は
消
極
的
単
位
の
間
の
、
「
対
立
」
は
積
極
的
単
位
の
閲

の
関
係
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
そ

れ
ぞ
れ
単
独
で
あ
つ
か
う
と
き
に
は
「
差
異
」
が
存
在
す
る
が
、

記
号
ど
う
し
の
関
係
は
「
対
立
」
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
べ
つ
の
と
こ
ろ
で
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
「
価
値
は
ま
っ

た
く
相
対
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
さ
れ
ば
こ
そ
観
念
と
音
と
の
連

結
は
徹
底
的
に
悉
意
的
な
の
で
あ
る
」
（
ω
彗
詔
冒
①
；
鼻
冒

冨
べ
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
上
の
引
用
で
は
「
シ

ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
結
合
は
積
極
的
事
実
で
あ
る
」
と

い
わ
れ
て
い
る
。
い
っ
た
い
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
し
か
も
、

ソ
シ
ュ
ー
ル
に
と
っ
て
、
消
極
性
と
悉
意
性
と
は
分
か
ち
が
た
い

概
念
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
「
悉
意
的
と
差

異
的
と
は
、
二
つ
の
相
関
的
性
質
で
あ
る
」
（
巨
0
．
ら
」
轟
）
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
、
積
極
的
項
で
あ
る
「
記
号
全
体
」
を
問

題
に
す
る
と
き
、
「
窓
意
性
」
は
成
り
立
た
な
く
な
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
消
極
的
単
位
の
つ
く
る
相
互
依
存
の
諸
関

係
だ
け
が
「
体
系
」
を
つ
く
り
う
る
の
だ
と
す
る
と
、
積
極
的
項

824



（21）「言語記号の窓意性」とはなにを意味するか一歴史的考察

で
あ
る
「
記
号
」
は
「
体
系
」
を
つ
く
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　
ソ
シ
ュ
ー
ル
注
釈
書
の
な
か
に
は
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
い
う

「
負
」
上
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
い
う
「
負
」
が
結
び
つ
く
と
「
記
号
H

シ
ー
ニ
ュ
」
と
い
う
「
正
」
が
成
立
す
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
が
、
わ
か
っ
た
よ
う
な
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
説
明
で
は
あ
る
。

も
し
か
す
る
と
、
「
記
号
全
体
」
が
問
題
に
な
る
と
き
は
二
項
対

立
に
も
と
づ
く
静
態
的
な
「
閉
じ
た
体
系
」
で
は
な
く
、
記
号
問

の
動
態
的
な
「
記
号
過
穫
（
竃
巨
O
ω
邑
」
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
、
そ
の
次
元
で
は
「
言
語
記
号
の
悉
意
性
」
の

概
念
は
誤
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
問
鼠
に
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
は
な
一
か
ろ
う
か
…
…
。

　
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
問
い
へ
の
こ
た
え
は
、
す
で
に
ソ
シ

ュ
ー
ル
の
な
か
に
は
な
く
、
わ
た
し
た
ち
が
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
と
も

に
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
い
か
に
編
集
の
ず
さ
ん

さ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
『
講
義
』
は
刺
激
的
な
考
察
を
ひ
き
お

こ
し
て
く
れ
る
だ
け
の
力
を
ま
だ
そ
な
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
3
　
「
悉
意
性
」
に
抗
す
る
「
光
“
啓
蒙
」

　
う
え
に
あ
げ
た
論
文
で
コ
セ
リ
ウ
は
、
「
言
語
記
号
の
恋
意
性
」

を
主
張
し
た
近
代
の
哲
学
者
の
名
前
を
年
代
順
に
な
ら
べ
て
い
る
。

お
も
な
も
の
を
あ
げ
る
と
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ロ
ッ
ク
、
ラ
ィ
プ
ニ
ッ

ツ
、
ヴ
ォ
ル
フ
、
バ
ー
ク
リ
ー
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
、
テ
ユ
ル
ゴ
、

レ
ッ
シ
ン
グ
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
へ
ー
ゲ
ル
と
い
ウ
た
よ
う
に
、
ほ
と

ん
ど
の
名
だ
た
る
恩
想
家
が
登
場
し
て
し
ま
う
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
な
か
で
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
だ
け
は
、
少
々
特
別
な

位
置
を
占
め
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
最
初

は
「
言
語
記
号
の
悉
意
性
」
を
肯
定
し
、
後
に
否
定
し
た
か
ら
で

あ
る
。

　
コ
セ
リ
ウ
も
そ
の
こ
と
を
注
で
簡
単
に
ふ
れ
て
い
る
が
、
じ
つ

は
悉
意
性
否
定
論
は
「
啓
蒙
の
言
語
学
」
の
全
体
に
か
か
わ
る
重

要
な
論
点
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
音
と
観
念
が
本
性

的
・
必
然
的
に
む
す
び
つ
く
と
い
う
ク
ラ
テ
ユ
ロ
ス
主
義
、
音
声

が
客
体
な
い
し
観
念
を
模
倣
す
る
と
い
う
「
言
語
模
倣
主
義
（
邑
－

昌
〇
一
〇
σ
q
床
ヨ
①
）
」
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
奇
矯
な
立
場

に
立
っ
た
の
は
、
ド
・
ブ
ロ
ス
や
ク
ー
ル
・
ド
■
ジ
ェ
ブ
ラ
ン
の

よ
う
な
特
異
な
例
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
で
は
、
「
啓
蒙
の
言
語
学
」

に
お
け
る
窓
意
性
否
定
論
と
は
、
い
か
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

（
「
啓
蒙
の
言
語
学
」
と
い
う
言
い
か
た
で
、
わ
た
し
は
さ
し
あ
た

り
カ
o
色
①
自
o
岩
雪
が
ま
と
め
た
よ
う
な
全
体
像
を
想
定
し
て
い

924



一橋論叢 第121巻第3号 平成11年（1999年）3月号（22）

る
が
、
明
確
な
把
握
は
こ
こ
で
の
論
述
の
過
程
で
あ
き
ら
か
に
し

て
い
き
た
い
。
）

　
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
『
人
問
認
識
起
源
論
』
（
ミ
ξ
）
の
な
か

で
、
記
号
を
つ
ぎ
の
三
つ
に
分
類
し
た
。
第
一
は
「
偶
然
的
記
号
、

す
な
わ
ち
、
特
定
の
状
沈
が
何
ら
か
の
観
念
と
結
び
つ
け
た
も

の
」
、
第
二
は
「
自
然
的
記
号
、
す
な
わ
ち
、
喜
び
・
悲
し
み
．

苦
し
み
な
ど
の
感
情
を
表
出
す
る
た
め
に
、
自
然
が
定
め
た
叫

び
」
、
第
三
は
「
制
度
的
記
号
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分

自
身
で
選
ん
だ
記
号
、
こ
れ
は
観
念
と
は
悉
意
的
な
（
胃
甲

旨
巴
冨
）
関
係
し
か
も
た
な
い
。
」
（
O
O
目
μ
≡
9
H
彗
ω
一
P
H
島
）

　
こ
の
三
種
類
の
記
号
は
、
精
神
の
進
歩
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る

と
同
時
に
、
精
神
の
進
歩
の
条
件
と
な
る
。
「
偶
然
的
記
号
や
白

然
的
記
号
し
か
持
た
な
い
人
間
は
、
自
分
の
意
の
ま
ま
に
な
る
記

号
を
ま
っ
た
く
も
た
な
い
」
（
｝
一
U
己
。
一
〇
」
轟
）
が
、
「
ひ
と
た
び

人
間
が
自
分
自
身
で
選
び
と
っ
た
記
号
に
観
念
を
結
び
つ
け
は
じ

め
る
や
い
な
や
、
か
れ
の
な
か
に
記
憶
と
い
う
働
き
が
形
成
さ
れ

て
く
る
」
（
蔓
」
．
ら
．
冨
－
）
の
で
あ
り
、
「
あ
る
一
つ
の
観
念
を

自
力
で
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
悉
意

的
記
号
が
た
っ
た
一
つ
あ
る
だ
け
で
十
分
」
（
壷
α
。
ら
」
竃
）
な

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
人
問
認
識
起
源
論
』
で
い
わ
れ
る
「
惑

意
的
記
号
L
と
は
「
人
問
が
自
分
で
選
び
と
っ
た
記
号
」
を
さ
し
、

そ
の
意
味
で
「
制
度
的
記
号
（
ω
鉗
畠
O
、
ぎ
邑
；
ご
昌
）
」
と
等

値
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
「
制
度
的
1
－
窓
意
的
記

号
」
は
、
周
囲
の
状
況
や
自
然
の
感
情
に
左
右
さ
れ
な
い
意
志
的

な
精
神
乍
用
（
記
憶
・
能
動
的
想
像
カ
）
を
可
能
に
し
、
っ
ぎ
の

精
神
の
段
階
で
あ
る
「
反
省
」
へ
の
準
備
を
す
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
後
の
『
学
習
講
義
』
（
ミ
畠
）
に
な
る
と
、
こ
の

見
解
は
一
変
す
る
。
そ
こ
で
は
コ
記
号
の
惑
意
性
L
が
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
完
全
に
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
身
ぶ
り
言
語
は
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
器
官
の
一
連
の
形
状
な

の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
最
初
の
記
号
を
え
ら
ぶ
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
自
然
（
冨
；
冨
）
が
最
初
の
記
号
を
わ

れ
わ
れ
に
あ
た
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
わ
れ
わ

れ
に
あ
た
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
は
わ
れ
わ
れ
白
身
が
記

号
を
つ
く
る
た
め
の
手
助
け
を
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
が
思
考
を
こ
と
ば
で
あ
ら
わ
し
て
い

る
の
と
お
な
じ
よ
う
に
、
当
時
の
人
間
は
あ
．
ら
ゆ
る
思
考
を
身

ぶ
り
で
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

こ
と
ば
は
自
然
的
記
号
と
人
為
的
記
号
か
ら
な
っ
て
い
た
で
あ
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歴史的考察（23）r言語記号の窓意性」とはなにを意味するか

ろ
う
。
よ
く
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
わ
た
し
は
「
人
為
的

記
号
（
色
σ
q
目
鶉
彗
↓
弐
O
邑
ω
）
」
と
い
い
、
「
悉
意
的
記
号
（
色
O
q
■

■
窮
彗
巨
葦
巴
篶
ω
）
」
と
は
い
わ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の

ふ
た
つ
の
こ
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
実
の
と
こ
ろ
、
悉
意
的
記
号
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
理
由
も

な
く
（
竃
冨
轟
床
昌
）
、
気
ま
ぐ
れ
に
選
択
さ
れ
た
記
号
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
記
号
は
理
解
さ
れ
な
い
だ
ろ

う
。
反
対
に
、
人
為
的
記
号
と
は
、
理
性
（
s
床
g
）
に
も
と
づ

い
て
選
択
さ
れ
た
記
号
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
既
知
の
記
号
が
そ

れ
ら
の
理
解
を
準
備
す
る
よ
う
な
や
り
か
た
で
、
そ
れ
ら
の
記

号
は
想
像
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
（
O
o
邑
…
竃
冨
お
一
■

一
軍
亀
o
）

　
『
人
間
認
識
起
源
論
』
と
『
学
習
講
義
』
と
の
ち
が
い
は
、
用

語
の
変
更
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
れ
ぱ
い
え
る
。
し
か
し
、
「
悉
意

性
」
の
い
う
語
に
ふ
く
ま
れ
る
「
意
志
的
」
と
い
う
要
素
が
、

「
気
ま
ぐ
れ
」
と
い
う
意
味
を
よ
び
お
こ
し
、
ひ
い
て
は
「
非
理

性
的
」
な
も
の
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
音
声
と
観
念
と
の
結
び
つ
き

そ
の
も
の
で
は
な
い
。
「
悉
意
性
」
が
否
定
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、

記
号
と
記
号
と
の
関
係
が
観
念
と
観
念
の
関
係
を
そ
の
ま
ま
写
す

こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
。
つ
ま
り
、

悉
意
的
記
号
と
は
、
記
号
ど
う
し
の
関
係
が
観
念
ど
う
し
の
関
係

ー
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
用
語
で
は
「
観
念
連
結
（
＝
竺
ω
昌

思
二
忌
①
ω
）
」
1
を
し
め
さ
な
い
よ
う
な
記
号
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
死
後
出
版
さ
れ
た
『
計
算
の
言
語
』
序
文
の
な

か
で
は
っ
き
り
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
言
語
は
偶
然
に
と
ら
れ
た
表
現
の
集
ま
り
で
は
な
い
し
、
使

う
こ
と
を
み
な
で
取
り
き
め
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
言
語
を
使

う
て
い
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
使
用
は
規
約

（
o
o
…
彗
＝
昌
）
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
規
約
は
そ
れ

ぞ
れ
の
語
を
採
用
さ
せ
る
根
拠
1
－
理
性
（
『
巴
ω
9
）
を
前
提
と

し
て
い
る
。
ア
ナ
ロ
ジ
ー
（
彗
巴
o
o
q
宥
）
こ
そ
が
法
則
を
あ
た

え
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
な
け
れ
ば
た
が
い
の
理
解
は
不
可
能
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
完
全
に
悉
意
的
な
（
彗
σ
一
■

9
竺
冨
）
選
択
を
許
さ
な
い
。
（
O
昌
昌
憲
o
冨
お
け
。
N
一
〇
。

£
o
）こ

こ
で
「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
」

と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
想
像
カ

1”
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に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
類
似
性
で
も
、
ま
し
て
や
、
十
九
世
紀
の

青
年
文
法
学
派
に
お
け
る
「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
」
の
よ
う
に
機
械
的
規

則
性
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
心
理
的
連
合
を
さ
す
の
で
も
な
い
。

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
い
う
「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
」
と
は
、
反
省
作
用
に

よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
観
念
の
あ
い
だ
の
合
理
的
な
連
関
を
さ
す
。

し
た
が
っ
て
、
「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
」
が
な
け
れ
ぱ
人
間
は
話
す
こ
と

も
、
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
、
こ
こ
に
こ
そ

話
す
技
術
と
お
な
じ
く
考
え
る
技
術
が
還
元
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
実
の
言
語
は
社
会
の
「
慣
用
（
易
品
①
）
」
に
も
と
づ

く
非
合
理
的
な
要
素
か
ら
の
が
れ
ら
れ
な
い
。
「
号
目
語
は
窓
意
的

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
不
完
全
に
な
る
」
の
だ
が
、

「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
」
の
原
理
が
貫
徹
し
て
い
る
言
語
に
お
い
て
は
、

「
な
に
も
の
も
悉
意
的
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
」
（
旨
鼻
）
。
コ
ン
デ

ィ
ヤ
ッ
ク
は
、
そ
う
し
た
言
語
を
「
完
成
さ
れ
を
言
語
（
－
竃
－

O
q
亮
9
雪
匡
冨
）
」
と
呼
び
、
代
数
学
だ
け
が
そ
の
資
格
を
も

つ
と
い
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
現
実
の
言
語
は
た
し
か
に
「
悉
意
的
」
で
あ
る

の
だ
が
、
そ
れ
は
言
語
と
恩
考
の
本
質
で
あ
る
「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
」

が
欠
如
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
悉

意
性
」
と
は
、
言
語
が
思
考
の
秩
序
か
ら
へ
だ
て
ら
れ
た
距
離
の

こ
と
だ
と
い
え
よ
う
。

　
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
考
え
は
、
デ
ュ
マ
ル
セ
に
も
見
ら
れ
る
。

デ
ュ
マ
ル
セ
は
言
語
の
形
成
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い

る
。

　
人
問
の
恩
考
は
あ
ら
ゆ
る
惑
意
的
な
（
彗
巨
苛
巴
冨
）
慣
用
か

ら
独
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、
恩
考
の
記
号
に
す
ぎ
な
い
こ
と

ぱ
は
、
そ
の
は
じ
め
の
制
定
の
と
き
に
は
惑
意
的
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
人
問
は
い
っ
て
み
れ
ば
、
結
合
と
交
流
が
つ
く
る
圏

内
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
慣
習
の
い
う
が
ま
ま
に
、

あ
る
い
は
、
気
候
や
と
な
り
の
言
語
な
い
し
は
古
い
言
語
な
ど

の
周
囲
の
状
況
の
命
じ
る
ま
ま
に
、
自
分
た
ち
の
あ
い
だ
で
、

思
考
の
記
号
と
な
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
こ
と
ば
を
さ
だ
め
た
。

こ
う
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
や
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
、
精
神
の

な
か
に
あ
る
も
の
を
し
め
す
た
め
に
、
こ
と
な
る
音
を
用
い
た

の
で
あ
る
。
（
o
仁
ζ
胃
竃
庁
屋
o
〇
一
〇
．
ミ
）

　
デ
ュ
マ
ル
セ
に
お
い
て
は
、
「
悉
意
性
」
が
言
語
を
支
配
す
る

の
は
、
あ
く
ま
で
言
語
の
形
成
の
最
初
の
段
階
だ
け
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
デ
ュ
マ
ル
セ
に
よ
れ
ば
、
言
語
は
「
一
種
の
本
能
と
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歴史的考察（25）r言語記号の恋意性」とはなにを意味するか

感
情
の
形
而
上
学
L
（
蔓
q
。
ら
」
彗
）
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
の

で
あ
り
、
そ
の
後
、
思
考
を
諸
観
念
の
継
起
的
秩
序
に
分
析
す
る

反
省
能
カ
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
に
合
理
的
規
則
が

そ
な
わ
づ
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
の
合
理
的
規
則
は
普
遍
的
な
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
悉
意
性
と
は
言
語
に
多
様
性
を
も

た
ら
す
原
因
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

　
デ
ュ
マ
ル
セ
が
「
精
神
の
な
か
に
あ
る
も
の
」
と
い
う
と
き
意

味
し
て
い
る
の
は
、
ば
く
ぜ
ん
と
し
た
表
象
で
は
な
く
、
精
神
の

判
断
作
用
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
「
恩
考
」
で
あ
る
。
思
考
は
同

時
的
で
不
可
分
の
全
体
を
な
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
記
号
に
よ
っ

て
諸
観
念
の
列
に
分
析
さ
れ
る
こ
と
で
、
「
文
H
命
題
」
が
生
ま

れ
る
。
そ
し
て
、
デ
ュ
マ
ル
セ
に
よ
れ
ば
、
「
文
H
命
題
」
の
内

的
構
造
は
普
遍
的
で
あ
る
。
デ
ュ
マ
ル
セ
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。

　
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
言
語
で
、
い
く
つ
か
の
単
語
に
よ
っ
て
ひ

と
つ
の
意
味
を
つ
く
る
た
め
に
必
要
な
や
り
か
た
は
た
だ
ひ
と

つ
し
か
な
い
と
思
う
。
そ
れ
こ
そ
、
単
語
の
あ
い
だ
に
見
出
さ

れ
る
諸
関
係
の
継
起
的
秩
序
で
あ
る
。
（
曇
p
p
昌
仁
）

文
を
形
成
す
る
た
め
の
こ
の
普
遍
的
な
形
式
を
、
デ
ュ

マ

ル
セ

は
「
単
純
構
文
（
8
冨
↓
昌
；
昌
ω
ぎ
旦
①
）
」
と
呼
ん
だ
。
「
単

純
構
文
」
は
「
精
神
が
事
物
を
把
握
す
る
状
態
の
ま
ま
に
こ
と
ぱ

を
発
す
る
」
（
亭
己
。
P
ト
ミ
）
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
う
え
の
引

用
に
あ
る
よ
う
に
、
「
思
考
」
は
「
悉
意
的
な
慣
用
」
か
ら
独
立

し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
恩
考
の
忠
実
な
像
で
あ
る
「
単
純
構

文
」
も
ま
た
「
悉
意
的
」
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

言
語
の
本
質
は
「
惑
意
的
」
で
は
な
い
の
だ
。

　
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
と
デ
ュ
マ
ル
セ
は
、
い
ぐ
つ
か
重
要
な
点
で

対
立
す
る
考
え
を
も
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
理
論
の
前
提

と
な
る
枠
組
み
そ
れ
自
体
は
共
通
し
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
、
そ

れ
は
「
啓
蒙
の
言
語
学
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
に
、
言
語
の
本
質
的
目
的
は
、
思
考
を
忠
実
に
写
す
こ
と

に
あ
る
。
第
二
に
、
同
時
的
思
考
が
継
起
的
な
観
念
の
列
に
分
析

さ
れ
る
と
文
H
命
題
が
生
ま
れ
、
そ
こ
に
は
恩
考
の
秩
序
に
も
と

づ
く
必
然
的
な
構
文
が
あ
る
。
第
三
に
、
思
考
は
事
物
の
記
号
で

あ
り
、
言
語
は
思
考
の
記
号
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の

秩
序
の
あ
い
だ
に
は
同
型
的
な
関
係
が
存
在
す
る
。
（
し
た
が
っ

て
、
そ
の
意
味
で
、
啓
蒙
の
言
語
論
は
、
経
験
論
の
立
場
に
た
ち

な
が
ら
、
明
確
な
実
在
論
的
前
提
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
）
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「
啓
蒙
の
言
語
学
」
に
と
づ
て
「
悉
意
性
」
と
は
、
こ
の
三
つ

の
秩
序
の
あ
い
だ
の
関
係
を
あ
や
う
く
さ
せ
る
要
因
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
窓
意
性
は
、
言
語
を
思
考
か
ら
へ
だ
た
ら
せ
、
構
文
の

必
然
的
な
秩
序
を
く
ず
し
、
ひ
い
て
は
世
界
と
精
神
と
言
語
の
あ

い
だ
の
関
係
に
亀
裂
を
入
れ
る
。
そ
れ
は
、
言
語
に
よ
っ
て
、
も

は
や
「
真
理
」
が
語
り
え
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
し
か
ね
な
か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
言
語
に
と
っ
て
悉
意
性
は
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
も
の
だ
っ
た
。

　
ヘ
ル
ダ
ー
は
、
う
え
の
よ
う
な
「
思
考
1
1
命
題
」
モ
デ
ル
を
も

た
ず
、
し
か
隻
言
語
の
発
生
の
根
本
に
は
人
問
精
神
に
自
然
に
そ

な
わ
る
「
内
的
衝
迫
」
が
あ
る
と
す
る
点
で
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク

や
デ
ュ
マ
ル
セ
と
は
か
な
り
こ
と
な
る
立
場
に
た
つ
が
、
「
悉
意

性
」
を
敵
視
す
る
こ
と
で
は
お
な
じ
だ
っ
た
。
『
暑
冒
語
起
源
論
』

の
な
か
で
ヘ
ル
ダ
ー
は
、
言
語
の
最
初
の
形
成
は
ど
の
よ
う
に
し

て
お
こ
な
わ
れ
た
－
か
、
精
神
は
対
象
に
ど
の
よ
う
に
名
前
を
つ
け

た
の
か
と
い
う
問
い
に
た
い
し
て
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
こ
た
え
る
。

超
自
然
的
起
源
の
代
弁
者
は
こ
こ
で
す
ぐ
解
答
を
用
意
し
て
．

い
る
。
「
悉
意
的
で
あ
る
（
三
寿
箏
；
9
）
！
な
ぜ
緑
を
ミ
ド

リ
と
い
い
ア
オ
と
い
わ
な
い
の
か
、
だ
れ
が
こ
れ
を
理
解
し
、

神
の
悟
性
を
さ
ぐ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
そ
れ
は
疑
い
も
な

く
神
の
意
に
か
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
L
こ
れ
に
よ
っ
て
糸

は
断
ち
切
ら
れ
て
し
ま
う
。
言
語
の
発
明
術
に
関
す
る
あ
ら
ゆ

る
哲
学
は
、
こ
う
し
て
悉
意
的
に
（
三
一
寿
弓
一
一
g
）
雲
間
に

た
だ
よ
い
、
わ
れ
わ
れ
に
と
り
て
い
か
な
る
コ
ト
バ
も
隠
れ
た

性
質
（
o
冨
＝
冨
ω
o
o
ε
言
）
で
あ
り
、
悉
意
的
な
も
の
で
あ

る
（
g
峯
農
オ
…
葦
『
＝
g
①
ω
）
。
と
こ
ろ
で
、
悪
く
思
わ
な
い

で
欲
し
い
が
、
私
は
こ
の
場
合
に
「
悉
意
的
（
至
寿
旨
＝
9
）
」

と
い
う
言
葉
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
言
語
を
恋
意
的

に
、
な
ん
ら
の
選
択
の
根
拠
な
し
に
頭
脳
か
ら
発
明
す
る
こ
と

は
、
す
ぺ
て
の
こ
と
に
少
な
く
と
も
な
ん
ら
か
の
理
幽
を
も
と

う
と
す
る
人
間
の
魂
に
と
っ
て
、
死
ぬ
ほ
ど
身
体
を
く
す
ぐ
ら
，

れ
る
よ
う
な
苦
し
み
で
あ
る
。
そ
の
う
え
粗
野
で
感
性
的
な
自

然
人
の
場
合
、
か
れ
の
種
々
の
カ
は
ま
だ
無
益
な
こ
と
を
戯
れ

に
行
な
う
ほ
ど
洗
練
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
未
熟
で
た
く
ま
し

い
か
れ
は
切
迫
し
た
理
由
が
な
け
れ
ば
何
も
行
わ
ず
、
む
だ
な

こ
と
は
一
切
し
よ
う
と
し
な
い
の
で
、
つ
ま
ら
な
い
空
虚
な
悉

意
か
ら
言
語
を
発
明
す
る
こ
と
は
、
か
れ
の
本
性
か
ら
の
あ
ら

ゆ
る
類
推
に
反
し
て
い
る
。
そ
れ
ぱ
か
り
で
な
く
、
ま
う
た
く

の
悉
意
（
ξ
…
巨
『
）
か
ら
考
え
出
さ
れ
た
言
語
と
い
う
も
の
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歴史的考察（27）r言語記号の窓意性」とはなにを意味するか

るは

人
問
の
魂
の
す
べ
て
の
力
の
あ
ら
ゆ
る
類
推
に
反
し
て
い

（
＝
①
己
實
－
竃
蜆
ら
1
套
ω
）

　
ヘ
ル
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
言
語
の
構
成
様
式
全
体
は
、
人
問
の

精
神
の
発
展
様
式
、
人
問
の
発
兄
の
歴
史
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

（
巨
庄
．
も
．
↓
雪
）
。
つ
ま
り
、
言
語
に
は
人
間
精
神
の
本
性
に
も

と
づ
く
内
的
構
成
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

「
悉
意
」
は
そ
の
内
的
構
成
を
破
壊
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
悉

意
性
」
す
な
わ
ち
「
選
択
の
根
拠
な
し
」
と
と
ら
え
る
点
で
は
、

ヘ
ル
ダ
ー
は
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
と
一
致
し
て
い
る
。

　
こ
の
ヘ
ル
ダ
ー
の
言
が
教
え
て
く
れ
る
の
は
、
当
時
「
言
語
の

恋
意
性
」
が
、
言
語
が
神
か
ら
あ
た
え
ら
れ
た
と
す
る
者
た
ち
の

主
張
で
あ
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
言
語
神
授
説
と
密
接
に
む
す
び
つ

い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
悉
意
性
は
「
非
白
然

性
」
で
は
な
く
「
超
自
然
性
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
の
だ
。
と

な
る
と
、
　
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
に
せ
よ
ヘ
ル
ダ
ー
に
せ
よ
、
言
語
を

人
問
の
つ
く
り
だ
し
た
創
造
物
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
れ
ぱ
、

「
悉
意
性
」
を
否
定
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
。

　
さ
ら
に
ま
た
、
音
声
と
意
味
と
の
必
然
的
な
結
び
つ
き
を
唱
え
、

言
語
の
悉
意
性
を
否
定
す
る
ド
・
ブ
ロ
ス
の
語
源
学
も
、
一
見
す

る
と
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
「
自
然
説
」
1
－
ク
ラ
テ
ユ
ロ
ス
主
義
の
復

活
で
あ
る
か
に
見
え
な
が
ら
、
著
作
の
題
名
の
と
お
り
「
…
日
語
の

機
械
的
・
自
然
的
形
成
」
を
主
張
す
る
こ
と
で
、
言
語
神
授
説
に

一
撃
を
く
わ
え
よ
う
と
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　
こ
う
し
て
「
啓
蒙
の
言
語
学
」
は
、
ま
ず
言
語
に
は
合
理
的
秩

序
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
秩
序
は
〈
自
然
（
竃
巨
篶
）
〉
に

も
と
づ
く
こ
と
を
し
め
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
〈
自

然
V
が
な
に
を
意
味
す
る
か
は
、
論
者
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
。

た
と
え
ば
、
デ
ュ
マ
ル
セ
が
単
純
構
文
を
自
然
的
構
文
と
よ
ぶ
と

き
と
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
自
然
的
記
号
と
い
う
と
き
の
「
自
然

的
」
と
い
う
語
の
意
味
は
、
ま
っ
た
く
こ
と
な
る
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
ち
が
い
を
こ
え
て
、
「
啓
蒙
の
言
語
学
」
に
お
け
る
「
悉

意
性
」
は
、
「
自
然
性
」
と
も
「
人
為
性
」
と
も
対
立
し
た
概
念

と
な
ウ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
「
啓
蒙
の
言
語
学
」
の
な
か
に
は
、
こ
れ
と
は
こ
と

な
る
「
怒
意
牲
」
の
理
解
の
し
か
た
も
あ
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
の
哲

学
者
チ
ェ
ザ
ロ
ッ
テ
ィ
は
、
『
言
呈
叩
哲
学
試
論
』
（
ミ
o
。
蜆
）
に
お
い

て
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
影
響
を
う
け
つ
つ
も
、
独
創
的
杢
言
語

論
を
展
開
し
た
。
チ
ェ
ザ
ロ
ッ
テ
ィ
の
言
語
論
の
特
徴
は
、
コ
ン

デ
ィ
ヤ
ッ
ク
と
こ
と
な
り
、
言
語
に
想
像
力
と
レ
ト
リ
ッ
ク
の
し
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め
る
領
域
を
ひ
ろ
く
み
と
め
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
言

語
の
意
味
作
用
に
つ
い
て
の
独
特
な
把
握
を
も
た
ら
し
た
。
チ
ェ

ザ
ロ
ッ
テ
ィ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
語
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
こ
と
が
ま
ず
観
察
で
き
よ
う
。
つ

　
ま
り
、
す
べ
て
の
語
は
ふ
た
つ
の
種
類
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
記
憶
語
（
く
o
o
筈
o
＝
ヨ
①
昌
o
s
ま
三
）
と
表
象
語
（
く
o
o
與
■

　
σ
o
＝
冨
署
『
窃
昌
＄
庄
i
）
で
あ
る
。
記
憶
語
は
対
象
を
思
い

　
出
さ
せ
∴
表
象
語
は
な
ん
ら
か
の
や
り
か
た
で
対
象
を
描
写
す

　
る
。
し
た
が
っ
て
、
記
憶
語
は
符
号
語
（
↓
竃
∋
；
・
o
事
①
）
と
、

　
表
象
語
は
形
象
語
（
蒜
『
冒
三
；
o
q
ε
①
）
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き

　
る
。
符
号
語
は
…
…
観
念
と
規
約
的
で
悉
意
的
な
（
胃
字

　
弐
胃
－
o
）
関
係
し
か
も
た
ず
、
形
象
語
は
直
接
で
あ
れ
間
接
で

　
あ
れ
白
然
的
な
関
係
を
も
つ
。
（
O
鶉
胃
o
ヰ
ニ
⑩
竃
も
ー
竃
）

　
「
符
号
語
」
は
合
理
的
選
択
に
も
と
づ
い
て
定
め
ら
れ
た
語
で

あ
り
、
「
形
象
語
」
は
想
像
カ
に
よ
っ
て
対
象
を
象
徴
的
に
描
き

だ
す
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
重
要
な
こ
と
は
、
語
が
ふ
た
つ
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
の
ど
ち
ら
か
に
割
り
ふ
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
言
語

は
「
符
号
語
」
と
「
形
象
語
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
極
の
あ
い
だ
を

た
え
ま
な
く
運
動
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
語
は
本
来
的
な
も
の
か
ら
比
楡
的
な
も
の
へ
、
比
楡
的
な
。
も

　
の
か
ら
本
来
的
な
も
の
へ
と
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
た
え
ま
な
く
変
容

　
し
て
い
く
。
…
…
言
語
の
な
か
で
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
か
わ
る
が

　
わ
る
形
象
と
な
り
符
号
と
な
る
。
（
巨
p
p
畠
）

、
言
語
に
お
け
る
想
像
カ
の
役
割
と
意
味
の
変
容
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
を
認
め
た
こ
と
で
、
チ
ェ
ザ
ロ
ッ
テ
ィ
は
、
つ
ぎ
の
ロ
マ
ン
主

義
時
代
に
お
け
る
レ
オ
パ
ル
デ
ィ
の
言
語
論
を
準
傭
し
た
と
も
い

え
る
。
レ
オ
パ
ル
デ
ィ
は
、
お
そ
ら
く
チ
ェ
ザ
ロ
ッ
テ
ィ
の
「
符

号
語
－
形
象
語
」
の
区
別
を
ひ
き
つ
い
で
、
理
性
に
も
と
づ
く
一

義
的
・
固
定
的
な
、
、
冨
『
昌
巨
、
．
と
、
想
像
カ
に
も
と
づ
く
多
義

的
・
象
徴
的
な
、
、
寝
；
一
〇
．
．
と
を
対
比
さ
せ
、
言
語
は
こ
の
ふ
た

つ
の
方
向
か
ら
の
カ
の
相
亙
作
用
に
よ
っ
て
成
り
た
っ
て
い
る
と

論
じ
た
の
で
あ
る
。
（
レ
オ
パ
ル
デ
ィ
の
言
語
論
に
つ
い
て
は

○
竃
ω
ぎ
二
㊤
o
。
仁
を
参
照
の
こ
と
）

　
し
か
し
チ
ェ
ザ
ロ
ッ
テ
ィ
に
お
け
る
「
悉
意
性
」
は
両
義
的
で

あ
る
。
う
え
の
引
用
で
は
、
合
理
的
な
基
準
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ

た
「
符
号
語
」
は
観
念
と
の
結
合
が
「
窓
意
的
」
で
あ
る
が
ゆ
え
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に
合
理
的
一
義
性
を
獲
得
す
る
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
「
窓
意
性
」

は
言
語
の
体
系
性
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と

も
あ
る
。

　
こ
の
言
語
の
自
然
的
発
展
の
な
か
で
、
統
一
性
を
多
様
性
か

ら
、
体
系
性
（
一
〇
ω
軍
①
昌
筆
一
8
）
を
悉
意
性
（
一
、
彗
σ
享
彗
一
〇
）

か
ら
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
わ
－
か
る
。
統
一
性
と
体

系
性
は
原
理
の
な
か
に
、
多
様
性
と
怒
意
性
は
応
用
の
な
か
に

位
置
を
し
め
る
。
（
巨
o
．
p
塞
）

　
つ
ま
り
、
チ
ェ
ザ
ロ
ッ
テ
ィ
は
、
「
悉
意
性
」
は
「
体
系
性
」

の
対
極
の
原
理
で
あ
る
こ
と
が
前
提
の
ゲ
え
で
、
「
言
語
の
自
然

的
発
展
」
の
な
か
で
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
と
ら
え
る
ぺ
き
こ
と
を

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
恋
意
性
は
多
様
性
を
も
た

ら
し
、
体
系
性
は
統
一
性
を
も
た
ら
す
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
観
点
は
、
現
実
の
言
語
の
規
範
が
問
題
に
な
る
と
き
に
も
あ
て

は
め
ら
れ
る
。
チ
ェ
ザ
ロ
ヅ
テ
ィ
は
、
文
法
的
正
し
さ
に
は
理
性

に
も
と
づ
く
「
絶
対
的
で
内
在
的
（
豊
8
巨
訂
＆
ヲ
三
易
①
S
）
」

な
も
の
と
慣
用
に
も
と
づ
く
「
悉
意
的
で
規
約
的
（
彗
巨
弐
弩
武
①

8
…
9
｝
O
§
一
①
）
」
な
も
の
の
二
種
類
が
あ
る
と
い
い
（
曇
旦
．
一

p
8
）
、
言
語
規
範
を
さ
だ
め
る
と
き
に
は
「
理
性
（
s
o
q
一
〇
篶
）

と
愁
意
（
胃
巨
ま
O
）
と
の
調
停
」
（
蔓
α
・
ら
・
雷
）
が
必
要
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
よ
う
や
く
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
も
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
ソ

シ
ュ
ー
ル
に
と
っ
て
、
窓
意
性
と
体
系
性
は
矛
盾
す
る
ど
こ
ろ
か
、

た
が
い
に
さ
さ
え
あ
う
関
係
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
言
語
は
悉
意
的

だ
か
ら
こ
そ
体
系
的
な
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
点
こ
そ
、
ソ
シ

ュ
ー
ル
の
独
自
性
が
あ
る
。
言
語
記
号
が
悉
意
的
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
ラ
ン
グ
は
記
号
相
互
の
関
係
だ
け
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
体

系
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
根
拠
の
な
い
選
択
」
で
あ
る

か
ら
こ
そ
、
記
号
の
純
粋
価
直
か
ら
な
る
体
系
性
が
必
要
に
な
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
認
識
に
は
ひ
と
つ
の
代
償
が
必
要
だ

っ
た
。
そ
れ
は
、
言
語
と
世
界
、
言
語
と
精
神
と
の
結
び
つ
き
が

断
ち
き
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
手
稿
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
重
要
な
洞
察
が
書

か
れ
て
い
る
（
ω
φ
目
窒
⊆
冨
－
彗
ド
O
、
宣
o
）
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、

古
来
か
ら
哲
学
者
た
ち
は
言
語
を
つ
ぎ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
と

ら
え
て
き
た
と
い
う
。
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対
象
　
　
＊

名
辞
　
　
a

＊
　
　
　
　
　
＊

b
　
　
　
　
c

　
し
か
し
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

a
l
b
－
c

「
真
の
想
定
」
は
つ
ぎ
の

　
見
ら
れ
る
と
お
り
、
こ
こ
に
は
言
語
内
部
に
お
け
る
項
の
結
び

つ
き
以
外
に
、
こ
と
ば
の
秩
序
を
さ
さ
え
る
い
か
な
る
外
的
秩
序

も
存
在
し
な
い
。
「
精
神
」
も
「
世
界
」
も
言
語
の
秩
序
を
保
証

し
て
は
く
れ
な
い
。
し
か
も
、
対
象
と
記
号
と
の
関
係
が
断
ち
切

ら
れ
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
記
号
と
記
号
と
の
内
的
連
関
が
生
ま

れ
る
の
で
あ
る
。

　
精
神
に
も
世
界
に
も
足
場
を
も
た
な
い
記
号
の
列
が
こ
こ
に
は

あ
る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
「
言
語
記
号
の
悉
意
性
」
と
い
う
概
念

は
古
来
か
ら
よ
く
知
ら
れ
、
「
異
議
を
さ
し
は
さ
む
者
が
な
い
」

ほ
ど
で
あ
る
が
、
そ
の
真
の
意
味
が
く
み
つ
く
さ
れ
て
は
い
な
い

と
述
べ
た
の
は
、
言
語
に
お
い
て
は
悉
意
性
と
体
系
性
が
不
可
分

で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
ひ
と
た
び
そ
れ
を
認
め
れ
ぱ
「
世
界
」
と

「
精
神
」
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
ソ
シ

ュ
ー
ル
が
か
い
ま
見
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
■
か
。

　
お
そ
ら
く
ヘ
ル
ダ
ー
は
、
悉
意
性
と
い
う
概
念
が
言
語
と
精
神
、

言
語
と
世
界
と
の
結
び
つ
き
を
断
ち
切
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を

直
覚
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
ヘ
ル
ダ
ー
は
、
悉
意
性
と
い
う
概

念
は
．
「
死
ぬ
ほ
ど
身
体
を
く
す
ぐ
ら
れ
る
よ
う
な
苦
し
み
」
を
呼

び
お
こ
す
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
か
し
た
ら
ソ
シ

ュ
ー
ル
は
、
あ
の
謎
の
沈
黙
の
な
か
で
「
死
ぬ
ほ
ど
身
体
を
く
す

ぐ
ら
れ
る
よ
う
な
苦
し
み
」
を
感
じ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

参
考
文
献

零
…
雪
巨
①
』
．
；
窒
三
印
↓
膏
①
き
ω
釘
毒
；
o
目
邑
ω
亘
仁
巴
己
ざ
－

　
ミ
～
§
s
§
ミ
轟
ミ
｝
ざ
§
陀
“
忌
§
貧
、
彗
互
o
凹
…
∋
彗
μ
．
（
『
一

　
般
言
語
学
の
諸
問
題
』
岸
本
通
夫
監
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
三

　
年
）

｝
o
⊆
o
罵
戸
ω
．
畠
彗
一
き
ミ
＆
冒
§
§
～
ざ
－
s
§
ミ
き
3
§
助
ミ
ミ
一

　
、
與
ユ
9
巾
與
｝
o
叶
一

〇
①
ω
団
『
O
暮
一
一
≦
－
一
㊤
①
㊤
一
ω
8
繕
ざ
眈
ミ
ー
－
昌
S
ざ
碗
9
s
～
雨
ミ
雨
ミ
轟
ミ
♪
宙

　
○
巨
s
g
ζ
．
，
』
i
℃
〇
一
ζ
＝
唖
自
9
ζ
胃
s
冨
p

O
O
肋
耐
『
－
P
－
．
－
㊤
↓
↓
一
「
．
凹
「
一
U
津
『
巴
『
o
9
』
9
①
q
コ
①
1
ω
o
σ
『
o
－
與
サ
尉
叶
o
ユ
o

　
討
a
武
ρ
①
一
』
目
o
o
目
s
冥
〇
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『
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8
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曽
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竃
－
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、
s
軋
§
ざ
9
§
9
邑
§
こ
§
的
s
§
皿
ζ
ぎ
『
貫
o
『
＆
冨
．

O
O
目
｛
二
－
団
P
向
．
巾
．
－
o
ト
一
一
〔
同
S
e
轟
的
㌧
ぎ
ミ
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蜆
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｛
O
S
⑮
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匡
雨
O
o
S
～
亀
ー

　
ざ
p
ω
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一
m
一
↓
異
8
g
き
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一
g
召
窃
彗
誌
君
「
o
．
－
而
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一

　
勺
凹
ユ
仰
、
『
窪
ω
g
一
』
目
～
睾
ω
津
巴
『
鶉
φ
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コ
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①
1

O
O
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與
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．
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ω
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σ
、
｛
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＆
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①
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①
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．
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⑮
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－
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．
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～
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ω
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①
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彗
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ソ
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学
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○
昌
g
貝
Q
」
彗
9
§
§
o
』
o
的
｛
§
婁
ξ
掃
軸
§
o
§
ミ
貴
巾
嘗
一
9

　
ω
2
二
．
（
G
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
ミ
モ
目
ジ
ッ
ク
』
花
輸
光
監
訳
、
書

　
韓
風
の
薔
薇
、
一
九
九
一
年
）

○
彗
9
貝
ω
L
o
o
o
午
5
轟
ミ
吻
“
｛
富
膏
§
自
ミ
ざ
s
p
…
二
與
目
〇
一
自
ζ
一
ヒ
一

　
ヨ
o
1

匡
彗
ユ
μ
カ
．
冨
o
o
ゴ
完
§
§
轟
ω
自
姜
窒
§
－
o
コ
o
o
p
豆
』
鼻
ξ
o
『
亭
．

ま
睾
ま
『
こ
．
o
」
竃
？
＞
事
凹
目
2
…
o
q
旨
σ
彗
忌
目
⊂
『
名
『
昌
o
胃
旦
害

　
ω
o
『
碧
箒
ニ
コ
ま
ぎ
ω
§
§
§
－
嚢
↓
、
s
一
勺
冨
目
ζ
一
』
ユ
與
∋

　
ζ
巴
目
一
〇
害
沃
争
宰
ら
震
色
斥
胃
＜
彗
鼠
O
q
一
ω
ω
．
8
㌣
O
。
；
－
（
『
一
一
一
日
語

　
起
源
論
』
木
村
直
司
訳
、
大
修
館
奮
店
、
一
九
七
二
年
）

＝
o
5
q
o
～
U
l
岩
竃
ら
§
竃
s
轟
ω
暗
婁
一
ξ
段
Φ
§
s
s
＆
㌧
『
ミ
、
§
辛

　
S
雨
ω
P
O
饅
目
σ
ユ
q
O
q
g
O
凹
コ
一
σ
ユ
α
胴
o
⊂
1
勺
一

－
算
o
g
o
貝
宛
」
竃
①
乙
淳
－
軸
8
§
眈
ミ
膏
■
§
雨
こ
雨
竃
毒
一
巾
睾
貝

　
ω
①
巨
．
（
『
音
と
意
味
に
つ
い
て
の
六
章
』
花
輪
光
訳
、
み
す
ず
書

　
房
、
一
九
七
七
年
）

丸
山
圭
三
郎
5
o
。
－
一
『
ソ
シ
ェ
ー
ル
の
思
想
』
岩
波
書
店
。

宛
o
色
o
二
9
r
冨
雪
一
5
轟
ミ
g
｛
s
§
畠
§
ぎ
室
p
団
o
δ
o
q
目
與
一
＝
冬
手

　
－
目
〇
一

ω
昌
窃
弓
p
『
忌
一
轟
s
一
〇
〇
ミ
葛
き
ミ
轟
ミ
｝
鳶
§
鷺
忌
§
－
軸
一

　
霊
募
㌔
毫
o
け
（
『
一
般
言
目
語
学
講
義
』
小
林
英
夫
訳
、
岩
波
書
店
、

　
一
九
七
二
年
）

ω
ぎ
o
罵
一
宛
．
（
＆
．
）
－
o
漫
一
ぎ
o
ぎ
o
ξ
ぎ
ト
s
轟
§
鷺
一
＞
∋
ω
冨
『
一

　
〇
印
∋
し
o
＝
コ
団
o
g
画
目
ぎ
．

田
中
克
彦
－
o
o
。
∵
共
訳
者
の
こ
と
ぱ
、
E
・
コ
セ
リ
ウ
『
う
つ
り
ゆ

　
く
こ
そ
こ
と
ぱ
な
れ
』
ク
ロ
ノ
ス
、
o
p
轟
o
－
お
、

↓
三
σ
彗
一
戸
雫
』
1
－
竈
ゴ
完
雨
－
ミ
s
§
轟
ω
§
助
婁
§
§
帖
ξ
§
ぎ
o
眈

　
g
ω
蒔
竃
ぎ
ω
s
ざ
－
卜
箒
一
r
o
邑
o
戸
カ
昌
巨
o
島
ρ

（
引
用
に
際
し
て
、
日
本
語
訳
が
あ
る
場
含
は
、
そ
れ
を
参
照
し
た
が
、

　
適
宜
訳
文
を
変
更
し
た
所
が
あ
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
言
語
社
会
研
究
科
教
授
）

93．
4




