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（51）構造・相対性・多言語主義

　
「
お
前
は
喜
び
は
ト
ス
カ
ナ
語
で
、
悲
し
み
は
オ
ッ
ク
語
で
、

台
所
の
話
は
英
語
ま
じ
り
の
オ
イ
ル
語
で
話
す
よ
う
だ
」
堀
田

善
衛
『
路
上
の
人
』
新
潮
文
庫
よ
り

1
　
文
化
相
対
主
義

　
十
九
世
紀
西
欧
の
学
問
は
、
人
間
社
会
の
発
展
段
階
を
想
定
し

て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
頂
点
に
は
、
文
明
を
体
現
し
て
い
た

と
さ
れ
る
西
欧
社
会
が
君
臨
し
て
い
た
。
西
欧
に
と
っ
て
の
価
値

を
絶
対
的
基
準
と
し
て
、
残
余
の
社
会
が
等
級
づ
け
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
現
在
で
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
と
は
も
っ
と
も
相
容
れ
な

い
学
問
分
野
で
あ
る
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
言
語
学
や
人

類
学
で
さ
え
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
言
語
学
で
は
、
孤
立
語
か
ら

膠
着
語
を
へ
て
屈
折
語
へ
と
い
た
る
言
語
の
自
然
有
機
体
説
が
流

行
し
た
し
、
人
類
学
も
未
開
か
ら
文
明
へ
の
発
展
と
い
う
図
式
を

自
明
の
こ
ど
と
し
て
い
た
。
西
欧
の
進
歩
し
た
科
学
技
術
、
洗
練

さ
れ
た
風
俗
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
そ
れ
が
普
遍
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
し
て
盛
ん
に
な
る
文
化
相
対
主
義

は
、
そ
う
し
た
考
え
方
は
先
入
観
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
し
た
。
現

実
世
界
を
認
識
・
解
釈
す
る
た
め
の
概
念
は
、
言
語
や
精
神
に
よ

っ
て
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
時
と
と

も
に
変
化
し
、
個
人
や
集
団
に
よ
っ
て
異
な
り
得
る
。
だ
か
ら
文

化
が
異
な
れ
ぱ
世
界
観
も
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
個
々
の
共
同
体

と
そ
の
文
化
は
そ
れ
ぞ
れ
独
白
の
価
値
を
も
つ
の
だ
。

　
文
化
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
ド
イ
ツ
生
ま
れ
の
ア
メ

リ
カ
人
ボ
ア
ズ
と
、
か
れ
が
育
て
た
ア
メ
リ
カ
の
人
類
学
に
よ
っ
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て
世
界
的
に
流
行
し
て
い
う
た
。
少
数
民
族
や
未
開
と
さ
れ
る
住

民
た
ち
の
文
化
は
、
は
じ
め
て
真
撃
な
理
解
の
対
象
と
な
っ
た
。

文
明
化
し
た
と
さ
れ
る
人
ぴ
と
は
、
他
者
を
自
分
の
尺
度
に
合
わ

せ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
原
住
民
の
文
化
か
ら
謙
虚
に
学
ぶ

こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
説
か
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
相
対
主
義
は
学
問
上
の
厳
密
な
方
法
論
と
い
う
よ

り
は
倫
理
的
・
道
徳
的
な
主
張
と
し
て
強
調
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
文
化
に
独
自
の
価
値
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
種
差
別
や
自
民
族
中
心
主
義
を
批
判
す
る
政
治
的
主
張
と
し
て

も
普
及
し
た
の
で
あ
る
。
少
数
派
や
不
遇
な
集
団
の
構
成
員
た
ち

は
文
化
に
自
尊
心
な
ど
も
ち
よ
う
が
な
く
、
孤
独
と
空
虚
の
な
か

で
暮
ら
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
相
対
主
義
思
想
を
よ
り
ど
こ
ろ

に
し
て
、
自
分
た
ち
の
伝
統
や
慣
習
に
帰
属
意
識
を
も
て
る
よ
う

に
な
っ
た
。
か
れ
ら
は
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
高
い
重
要

性
と
価
値
を
も
つ
こ
と
を
は
じ
め
て
知
っ
た
。
こ
う
し
た
劣
位
に

あ
る
人
び
と
、
遅
れ
て
き
た
人
び
と
の
自
己
主
張
が
文
化
相
対
主

義
の
思
想
に
一
層
の
活
カ
を
与
え
た
と
言
え
る
。

　
西
欧
近
代
に
起
源
す
る
文
化
と
い
う
語
は
翻
訳
を
つ
う
じ
て
世

界
中
に
普
及
し
た
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
対
象
と
も
結
び

つ
く
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
文
化
包
丁
や
カ
ル
チ
ャ

1
・
ス
ク
ー
ル
、
文
化
交
流
や
文
化
振
興
な
ど
、
そ
れ
は
硬
軟
の

区
別
な
く
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
個
人
に
帰
属
を
も
と

め
る
と
い
う
点
で
、
文
化
は
政
治
性
を
帯
ぴ
て
い
る
。
共
通
の
歴

史
的
運
命
を
背
景
に
し
て
、
同
質
の
集
団
を
束
ね
よ
う
と
す
る
と

き
、
決
ま
っ
て
文
化
が
語
ら
れ
る
か
ら
だ
。

　
ひ
と
は
無
意
識
の
領
域
に
至
る
ま
で
、
自
分
が
生
ま
れ
た
社
会

の
伝
統
に
囚
わ
れ
て
い
る
。
文
化
を
離
れ
て
個
人
は
存
在
し
得
な

い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
文
化
へ
帰
属
す
る
と
は
、
す

な
わ
ち
個
人
が
全
体
と
し
て
の
共
同
体
に
結
び
つ
く
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
し
か
も
、
文
化
共
同
体
と
国
民
共
同
体
は
い
ま
で
は

ほ
と
ん
ど
同
義
で
あ
る
。
包
丁
か
ら
国
民
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
事

物
や
概
念
と
結
合
し
得
る
文
化
は
、
国
家
を
最
高
の
後
ろ
盾
と
し

て
い
る
の
だ
。

　
そ
も
そ
も
文
化
（
ε
言
；
Φ
）
と
は
「
耕
作
」
「
栽
培
」
と
い
っ

た
農
耕
に
起
源
し
、
「
教
養
」
を
も
意
味
す
る
語
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
も
と
も
と
文
化
に
は
個
人
を
集
団
に
帰
属
さ
せ
る
よ
う
な
契

機
は
合
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
精
神
の
「
陶
冶
」
な
り

「
酒
養
」
を
連
想
さ
せ
る
、
き
わ
め
て
個
人
的
な
営
為
を
示
し
て

い
た
。
だ
が
、
い
つ
し
か
そ
れ
は
帰
属
性
の
別
名
の
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
多
文
化
主
義
で
あ
れ
排
外
主
義
で
あ
れ
、
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た
と
え
そ
れ
ら
の
主
張
が
正
反
対
の
内
容
を
合
ん
で
い
て
も
、
文

化
を
も
っ
て
個
人
に
帰
属
を
も
と
め
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ

る
。
文
化
的
差
異
の
手
放
し
の
礼
賛
な
い
し
絶
対
化
は
、
容
易
に

排
他
性
と
結
び
つ
く
。
相
対
的
な
価
値
を
絶
対
的
な
原
理
と
す
る

こ
と
は
、
た
え
ず
危
険
が
と
も
な
う
の
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
文
化
相
対
主
義
は
自
民
族
中
心
主
義
に
対
抗
し
、
植

民
地
解
放
を
と
な
え
る
知
識
人
の
良
心
の
役
割
を
は
た
し
て
き
た
。

植
民
地
支
配
か
ら
独
立
し
よ
う
と
す
る
努
カ
は
、
例
外
な
く
文
化

の
発
見
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
い
か
に
洗
練
さ
れ
て
見
え
よ
う
と
、

自
分
た
ち
を
見
く
だ
し
て
い
る
支
配
者
た
ち
の
文
化
を
模
倣
す
る

よ
り
は
、
た
と
え
見
す
ぼ
ら
し
く
て
も
、
自
前
の
生
活
様
式
に
誇

り
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
植
民
地
解
放
の
第
一
歩
が
し
る
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
文
化
の
名
の
も
と
に
、
国
民
の
統
一
性
を
確

保
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
多
様
な
意
見
は
黙
殺
さ
れ
、
批
判
を

抑
圧
す
る
機
能
が
肥
大
化
し
て
い
っ
た
。
植
民
地
解
放
を
達
成
し

た
国
の
多
く
が
、
こ
う
し
た
道
を
歩
ん
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
相
対
主
義
は
多
く
の
批
判
を
受
け
て
き
た
。
代
表
的
な
批
判
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
も
し
あ
ら
ゆ
る
信
念
や
主
張
が
相
対
的
に

し
か
正
し
く
な
い
の
な
ら
、
相
対
主
義
者
た
ち
の
主
張
そ
の
も
の

が
、
相
対
的
な
意
味
で
の
み
正
し
い
こ
と
に
な
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
か
れ
ら
は
自
分
た
ち
の
教
説
だ
け
は
絶
対
的
な
し
か
た
で

固
持
し
て
い
る
。
言
明
は
相
対
的
に
の
み
真
で
あ
る
と
言
い
な
が

ら
、
自
分
た
ち
の
論
点
を
証
明
す
る
と
き
に
だ
け
、
絶
対
的
な
真

理
に
依
存
し
て
、
か
れ
ら
は
矛
盾
に
陥
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
批
判
は
相
対
主
義
恩
想
の
普
及
に
大
き
な
役
割
を
は

た
し
た
言
語
学
者
で
あ
る
ウ
ォ
ー
フ
の
言
語
観
に
も
向
け
ら
れ
る
。

か
れ
に
よ
れ
ぱ
、
特
定
の
言
語
を
話
す
人
び
と
に
と
っ
て
、
現
実

世
界
の
把
握
の
し
か
た
は
、
言
語
の
限
定
を
う
け
て
い
る
。
さ
ま

ざ
ま
な
文
法
形
式
は
、
対
象
を
分
類
し
、
そ
れ
ら
を
た
が
い
に
関

連
づ
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
語
が
異
な
れ
ば
世
界
観
も
異

な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
諸
言
語
を
研
究
し
て

得
ら
れ
た
見
解
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
印
欧
語
で
育
て
ら
れ
た
ウ
ォ
ー
フ
は
、
言
語
学
者
一

と
し
て
、
か
れ
自
身
の
言
語
に
拘
東
さ
れ
ず
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の

言
語
か
ら
、
そ
の
世
界
像
を
理
解
し
た
と
い
う
。
つ
ま
り
印
欧
語

の
文
法
範
醇
に
依
存
し
て
恩
考
す
る
習
慣
を
身
に
つ
け
て
い
る
は

ず
の
か
れ
が
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
は
世
界
が
ど
の
よ
う
に
見
え
る

か
を
理
解
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
う
て
、
ウ
ォ
ー
フ
の
理
論
が
無
制
限
に
容
認
さ
れ
た
ら
、

か
れ
白
身
、
異
な
る
言
語
を
対
照
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
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ろ
う
。
そ
う
し
た
対
照
が
可
能
な
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
両
方
の
言

語
で
同
じ
対
象
や
行
動
が
指
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
だ
か
ら
世

界
を
把
握
す
る
し
か
た
が
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
文
法
構
造
の
拘
束
を

う
け
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
言
語
は
話
者
が
指
示
す
る
言
語
外

の
対
象
の
世
界
を
前
提
と
す
る
か
ら
だ
。
相
異
な
る
言
語
を
と
お

し
て
、
こ
の
世
界
の
同
じ
局
面
を
指
示
す
る
こ
と
は
可
能
だ
。
そ

れ
は
ウ
ォ
ー
フ
自
身
が
証
明
し
た
こ
と
だ
。
だ
か
ら
異
な
る
言
語

を
話
し
て
い
る
人
ぴ
と
が
、
共
通
の
世
界
を
共
有
し
て
い
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
相
対
主
義
は
自
由
で
寛
容
な
態
度
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
。
し
か
し
、
そ
の
関
係
が
因
果
的
な
も
の
で
あ
る
か
は
疑
問
で

あ
る
。
実
際
、
相
対
主
義
は
個
人
を
集
団
に
埋
没
さ
せ
る
こ
と
で
、

怠
惰
や
安
逸
、
自
己
満
足
を
助
長
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
と
指

摘
さ
れ
て
き
た
。
し
ぱ
し
ば
反
動
的
な
意
見
と
も
容
易
に
結
ぴ
つ

く
。
移
民
排
斥
を
と
な
え
る
右
翼
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
尊
厳
が

認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
、
自
分
た
ち
の
文
化
も
尊
重
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
か
れ
ら
は
、
人
種
主

義
を
か
ざ
し
た
あ
か
ら
さ
ま
な
差
別
は
し
な
く
な
っ
た
。
か
れ
ら

が
依
拠
す
る
の
は
も
は
や
人
種
の
概
念
な
ど
で
は
な
く
、
よ
り
洗

練
さ
れ
た
文
化
な
い
し
国
民
の
概
念
な
の
で
あ
る
。

　
相
対
主
義
は
国
民
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
批
判
と
相
対

化
か
ら
出
発
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
は
国
民
国
家
の
論
理

を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
独

立
と
固
有
の
価
値
を
認
め
る
こ
と
が
、
文
化
の
国
境
を
画
定
し
て

し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
は
移
動
と
変
容
の
渦
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

あ
る
諸
文
化
の
姿
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
と
は

い
え
、
相
対
主
義
の
限
界
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

絶
対
に
す
が
る
の
で
は
安
易
に
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
。
普
遍
を
め

ざ
す
思
考
だ
け
が
、
文
化
に
よ
っ
て
寸
断
さ
れ
た
世
界
に
、
安
定

的
な
秩
序
を
与
え
る
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
た

か
だ
か
時
計
の
針
を
逆
回
転
さ
せ
る
だ
け
の
こ
と
だ
。

　
そ
も
そ
も
相
対
主
義
は
普
遍
主
義
と
コ
イ
ン
の
表
裏
の
よ
う
な

関
係
に
あ
っ
た
。
多
く
の
公
国
に
分
裂
し
て
い
た
ド
イ
ツ
は
、
普

遍
と
し
て
の
文
明
を
体
現
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
に
敗
北
し
て
、
み

ず
か
ら
の
文
化
の
一
体
性
を
意
識
し
は
じ
め
た
。
フ
ラ
ン
ス
が
征

服
を
正
当
化
す
る
た
め
に
か
か
げ
る
普
遍
的
価
値
に
対
し
て
、
ド

イ
ツ
は
特
殊
と
し
て
の
文
化
に
依
拠
し
て
、
屈
辱
に
耐
え
た
の
で

あ
る
。
民
衆
の
個
性
が
無
垢
な
ま
ま
保
た
れ
て
い
る
と
し
て
民
話

や
諺
が
採
集
さ
れ
、
ド
イ
ツ
語
か
ら
外
来
の
要
素
を
排
除
す
る
と

し
て
言
語
浄
化
が
行
わ
れ
た
。
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こ
の
よ
う
に
、
普
遍
性
と
し
て
の
文
明
と
特
殊
性
と
し
て
の
文

化
は
、
い
ず
れ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
た
近
代
国
民
国
家
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
ふ
た
つ
の
概
念
は
先
進
国
フ
ラ
ン
ス
と
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
〕

進
国
ド
イ
ツ
の
民
族
的
対
立
を
凝
縮
し
て
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
文
化
は
個
人
を
集
団
に
帰
属
さ
せ
、
差
異
と
多
様
性
を

絶
対
化
す
る
傾
向
が
あ
る
。
だ
が
、
文
明
を
よ
り
広
い
視
野
か
ら

見
れ
ぱ
、
も
と
も
と
は
西
欧
と
い
う
一
地
域
に
固
有
の
価
値
で
し

か
な
く
、
ま
た
文
明
の
名
の
も
と
に
行
わ
れ
た
数
々
の
野
蛮
を
わ

れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
。
ふ
た
つ
の
概
念
が
対
抗
的
で
あ
る
以
上
、

一
方
を
善
と
し
他
方
を
悪
と
す
る
兄
解
は
永
遠
に
循
環
す
る
し
か

な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
文
明
か
文
化
か
と
い
う
択
一
を
せ
ま
る
よ
う
な
議
論
が
あ
る
が
、

事
実
と
し
て
国
民
国
家
は
文
明
と
文
化
の
要
素
を
使
い
分
け
て
い

る
。
現
代
国
家
が
存
続
す
る
た
め
に
は
、
文
明
の
普
遍
性
と
文
化

の
特
殊
性
と
の
両
方
を
必
要
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
共
同
体
の
自

己
主
張
は
特
殊
性
ば
か
り
で
な
く
、
世
界
性
・
普
遍
性
の
主
張
を

も
舎
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
普
遍
と
し
て
の
文
明
が
翻
訳
可
能
で
あ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
近
代
化
と
は
そ
の
よ
う
な
過
程
で
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
特
殊
と
普
遍
の
配
置
の
さ
れ
よ
う
は
国
や
地
域

に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
だ
ろ
う
。

2
　
多
言
語
・
多
文
化
主
義

　
国
民
国
家
の
擬
制
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
、
単
一
民
族
社
会
な
ど
は
神
話
に
す
ぎ
な
い
と
く
り
か
え
し

主
張
さ
れ
て
い
る
。
多
文
化
主
義
の
試
行
錯
誤
が
つ
づ
く
米
国
や

カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
の
事
例
を
論
じ
た
書
籍
が
目
に

つ
く
ゴ
う
に
な
っ
た
の
も
、
そ
う
し
た
時
代
背
景
が
あ
る
か
ら
だ

ろ
う
。
資
本
は
国
境
を
も
た
ず
、
開
発
の
た
め
に
導
入
さ
れ
る
外

国
人
労
働
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
当
該
社
会
は
否
応
も
な
く
多
文
化

的
に
な
っ
て
い
る
。
国
籍
を
も
た
ぬ
資
本
が
、
や
は
り
国
籍
を
も

た
な
い
労
働
者
を
う
み
だ
し
、
多
文
化
・
多
言
語
社
会
を
つ
く
り

だ
し
て
い
る
。

　
だ
が
多
文
化
主
義
は
、
国
家
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
に
、
異
な

る
文
化
や
民
族
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
な
ど
が
共
存
す
る
の
を
し
ぶ
し

ぷ
承
認
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
先
行
し
た
現
実
を
追
認
す
る
ば

か
り
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
状
態
を
積
極
的
に
つ
く
り
だ
そ
う
と

も
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
多
文
化
主
義
の
斬
新
な
点
で
あ
る
。
一

言
語
1
－
一
文
化
1
1
一
民
族
と
い
う
国
民
国
家
モ
デ
ル
が
齪
鯖
を
き

た
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
在
、
人
問
と
社

会
の
新
た
な
関
係
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。
異
質
と
の
共
存
と
い
う
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条
件
か
ら
、
社
会
の
統
合
を
実
現
す
る
可
能
性
が
問
わ
れ
て
い
る

の
だ
。
し
た
が
っ
て
多
文
化
主
義
は
、
歴
史
的
過
程
の
な
か
に
あ

り
、
す
で
に
確
立
し
た
状
態
と
い
う
よ
り
は
、
実
現
す
べ
き
目
標

や
理
想
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
多
言
語
・
多
文
化
主
義
は
相
対
主
義
と
同
様
の
批

判
を
浴
び
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
主
張
が
文
化
の
尊
重
と
い
う
点
で

似
て
い
る
か
ら
だ
。
事
実
、
多
言
語
・
多
文
化
主
義
の
推
進
派
は

し
ば
し
ば
相
対
主
義
の
思
想
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
い
る
。
国
民

の
統
合
を
第
一
に
考
え
る
保
守
派
は
、
そ
れ
が
少
数
派
に
対
す
る

寛
容
を
説
き
な
が
ら
、
か
れ
ら
に
分
離
独
立
の
口
実
を
与
え
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
と
非
難
す
る
。
た
し
か
に
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
は
出

身
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
体
現
し
て
、
小
国
家
の
よ
う
に
ふ
る

ま
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
と
き
と
し
て
出
身
国
以
上
に
過
激

に
な
る
。
多
文
化
主
義
は
異
質
な
集
団
の
共
存
と
い
う
原
理
だ
け

で
な
く
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
ヘ
の
傾
斜
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素

を
内
包
し
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
多
言
語
主
義
や
多
文
化
主
義
と
い
う
用
語
は
多
義
的

で
暖
昧
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
が
国
家
の
側
か
ら
声
高
に
と
な

え
ら
れ
る
と
き
は
、
少
数
派
の
た
め
と
い
う
の
は
隠
れ
み
の
に
す

ぎ
ず
、
最
終
的
に
は
多
数
派
の
利
益
な
い
し
国
益
を
守
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
逆
に
、
特
定
の
少
数
派
集
団

が
そ
れ
を
と
な
え
る
と
き
、
か
れ
ら
は
自
己
利
益
の
み
を
優
先
し

て
、
同
じ
よ
う
に
少
数
派
で
あ
る
そ
の
他
の
集
団
の
こ
と
を
顧
み

な
い
。
だ
か
ら
、
多
文
化
主
義
を
究
極
ま
で
推
し
進
め
た
ら
、
国

民
国
家
は
文
化
の
モ
ザ
イ
ク
と
な
っ
て
、
そ
の
統
合
を
危
う
く

（
5
）

す
る
。
多
数
派
も
少
数
派
も
白
分
た
ち
の
利
益
を
確
保
す
る
口
実

と
し
て
多
文
化
主
義
を
利
用
し
よ
う
と
し
が
ち
な
の
で
あ
る
。

　
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
は
次
の
よ
う
な
反
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。

あ
る
個
人
の
民
族
的
帰
属
は
当
人
の
第
一
義
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
は
か
な
ら
ず
し
も
言
え
な
い
。
た
し
か
に
多
様
性
に
対
す

る
尊
重
は
重
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

が
平
等
な
権
利
の
保
証
を
基
礎
づ
け
る
の
で
は
な
い
。
ひ
と
は
個

人
、
す
な
わ
ち
普
遍
的
な
人
問
と
し
て
平
等
を
享
受
す
る
の
で
あ

り
、
か
な
ら
ず
し
も
民
族
に
帰
属
し
た
の
ち
に
平
等
な
承
認
を
う

け
る
の
で
は
な
い
。
人
問
存
在
と
し
て
の
普
遍
的
な
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
こ
そ
が
第
一
義
的
で
あ
り
、
性
差
や
民
族
性
な
ど
の
特
殊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
よ
り
も
根
元
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
普
遍

主
義
と
特
殊
主
義
と
は
相
容
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
現
在
、
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
多
言
語
・
多
文
化
主
義
は
、

現
状
の
国
民
国
家
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
国
民
国
家
に
代
わ
る
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新
し
い
統
合
の
可
能
性
を
示
す
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
相
対
主
義
が
白
南
と
寛
容
を
説
き
な
が
ら
、
と
も
す

る
と
人
間
を
文
化
に
閉
じ
こ
め
て
し
ま
う
よ
う
に
、
多
文
化
主
義

も
多
数
性
を
擁
護
し
な
が
ら
、
い
つ
の
ま
に
か
特
定
の
民
族
文
化

へ
と
回
帰
し
て
い
る
。
こ
う
な
る
と
単
一
民
族
国
家
観
ま
で
あ
と

一
歩
で
あ
る
。

　
国
家
は
単
一
の
民
族
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
観

点
か
ら
は
、
多
文
化
主
義
は
国
民
を
バ
ラ
バ
ラ
に
す
る
も
の
だ
と

非
難
さ
れ
る
。
そ
れ
は
文
化
と
民
族
と
が
一
致
す
る
こ
と
を
前
提

に
し
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
な
が
ら
多
言
語
・
多
文
化
主
義
の

ほ
う
も
、
言
語
や
文
化
の
共
同
体
を
民
族
共
同
体
と
同
じ
も
の
と

み
な
し
た
う
え
で
、
ひ
と
つ
の
国
家
な
い
し
は
共
同
体
に
複
数
の

言
語
や
文
化
が
並
存
し
て
い
る
状
態
を
想
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

言
語
・
文
化
・
民
族
の
範
囲
が
一
致
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

る
点
で
、
そ
れ
は
国
民
国
家
の
論
理
と
基
本
的
に
同
じ
な
の
だ
。

文
化
や
民
族
の
同
一
性
に
執
着
し
て
多
文
化
主
義
を
推
進
す
る
側

と
、
国
民
の
統
合
を
強
調
し
て
そ
れ
に
反
発
す
る
側
は
、
ど
ち
ら

も
文
化
を
有
機
的
な
統
一
体
と
み
な
し
て
い
る
。

　
多
言
語
性
な
い
し
多
文
化
性
を
、
有
機
的
な
統
一
体
と
し
て
の

言
語
や
文
化
が
複
数
存
在
す
る
状
態
を
指
し
て
用
い
る
と
き
、
特

殊
を
強
調
す
る
多
文
化
主
義
は
普
遍
を
強
調
す
る
反
多
文
化
主
義

と
共
犯
関
係
に
入
る
。
言
語
や
文
化
を
均
質
的
で
あ
る
と
す
る
前

提
を
両
者
は
共
有
し
て
い
る
の
だ
。
だ
が
、
複
数
の
均
質
的
な
言

語
や
文
化
が
並
存
す
る
状
態
が
、
す
な
わ
ち
多
言
語
性
・
多
文
化

性
を
示
す
の
で
は
な
い
。
言
語
や
文
化
と
は
そ
も
そ
も
不
均
質
的
、

混
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
多
文
化
主
義
と
い
う
語
が
し
め
す
文
化

の
多
数
性
は
、
す
べ
て
の
社
会
が
複
数
文
化
の
並
存
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
個
別
の
文
化
そ
の
も
の
が
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

で
に
雑
種
的
で
あ
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
、
こ
と
ば
を
民
族
や
国
家
に
関
達
づ
け
る
習
慣
に
ま
だ

汚
染
さ
れ
て
い
な
い
世
界
を
想
像
し
て
み
よ
う
。
ひ
と
は
異
な
る

言
語
を
話
す
集
団
と
接
触
し
な
い
か
ぎ
り
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
集

団
へ
の
帰
属
を
意
識
し
た
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
手
や
足

が
集
団
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
し
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
あ

る
。
で
は
、
い
く
つ
か
の
異
な
る
言
語
が
話
さ
れ
て
い
る
状
況
で

は
ど
う
な
る
か
。
こ
こ
で
も
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
集
団
へ
の
帰
属

意
識
が
生
じ
る
と
は
か
な
ら
ず
し
も
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
い

く
つ
か
の
こ
と
ぱ
と
共
存
し
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い

な
ら
、
ひ
と
は
き
っ
と
そ
れ
ら
を
習
得
し
よ
う
と
努
カ
す
る
は
ず

だ
か
ら
だ
。
い
く
つ
か
の
こ
と
ぱ
を
話
す
の
が
常
態
で
あ
れ
ぱ
、
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自
分
が
話
し
て
い
る
ど
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
ど
の
集
団
に
属
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

て
い
る
か
の
判
断
は
惑
意
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
日

本
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
と
い
う
ふ
う
に
、
現
在
わ
れ
わ

れ
が
固
有
名
詞
で
呼
ん
で
い
る
言
語
は
、
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
過

程
を
へ
て
い
る
は
ず
だ
。
す
べ
て
の
言
語
は
か
な
ら
ず
雑
種
的
で

あ
り
、
異
質
の
要
素
を
合
み
、
均
質
的
な
体
系
な
ど
も
た
な
い
の

で
あ
る
。

　
平
等
や
差
別
・
偏
見
の
根
絶
を
契
機
と
し
て
は
じ
ま
っ
た
多
文

化
主
義
が
、
複
数
文
化
の
並
存
だ
け
で
な
く
、
み
ず
か
ら
の
文
化

の
混
質
性
を
も
自
覚
し
た
と
き
、
そ
れ
は
自
曲
と
寛
容
の
精
神
を

さ
ら
に
強
く
す
る
だ
ろ
う
。
ど
ん
な
社
会
に
も
性
別
、
職
種
、
地

位
、
学
歴
、
出
身
地
な
ど
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
下
位
文
化
が

存
在
す
る
。
少
数
派
集
団
は
民
族
だ
け
を
軸
に
し
て
生
ま
れ
る
の

で
は
な
い
。
社
会
の
平
等
化
を
め
ぐ
う
て
は
、
民
族
と
競
合
す
る

次
元
も
存
在
す
る
か
ら
だ
。
そ
の
こ
と
を
視
野
に
入
れ
な
い
多
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

化
主
義
は
一
元
的
に
す
ぎ
る
だ
ろ
う
。

3
　
構
造

　
相
対
主
義
と
多
文
化
主
義
は
と
も
す
る
と
、
特
殊
と
し
て
の
文

化
に
自
閉
す
る
傾
向
が
あ
る
。
純
粋
文
化
は
そ
の
と
き
漕
想
さ
れ

る
。
し
か
し
純
粋
文
化
と
さ
れ
て
い
る
も
の
も
一
皮
む
け
ば
、
さ

ま
ざ
ま
な
異
質
の
要
素
を
合
ん
で
い
る
。
西
欧
の
一
文
化
の
要
素

に
す
ぎ
な
い
も
の
が
、
文
明
の
名
を
借
り
て
、
世
界
中
に
普
及
し

た
よ
う
に
、
一
文
化
の
要
素
は
他
の
文
化
に
翻
訳
可
能
で
あ
る
。

世
界
中
ど
こ
で
も
文
化
は
重
層
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

観
点
が
容
易
に
う
け
い
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
文
化
は
閉
じ
た
体
系

を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
来
、
境
界
線
の
暖
味
な
言
語
や
文
化
は
、
構
造
と
い
う
概
念
に

よ
っ
て
、
明
確
な
輪
郭
を
付
与
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
言
語
学
者
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
か
ら
音
韻
論
の
手
ほ
ど
き
を
う
け
た

レ
ヴ
ィ
H
ス
ト
ロ
ー
ス
が
、
人
類
学
に
そ
の
手
法
を
採
用
し
、
構

造
の
概
念
を
世
に
広
め
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
規
範
文

法
か
ら
脱
却
し
て
は
じ
ま
っ
た
記
述
文
法
は
、
な
に
よ
り
も
科
学

で
あ
る
こ
と
を
標
棲
し
た
。
雑
然
と
し
な
言
語
の
表
層
か
ら
離
れ

て
、
目
に
見
え
な
い
意
識
下
の
構
造
が
発
見
さ
れ
た
と
き
、
言
語

学
は
学
問
と
し
て
白
立
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
言
語
学
と
人
類
学
は
、
本
来
政
治
的
で
し
か
あ
り
得
な
い
そ
れ

ぞ
れ
の
研
究
対
象
か
ら
、
政
治
的
な
合
意
を
除
去
す
る
努
力
を
か

さ
ね
て
き
た
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
言
語
の
固
有
名
が
帯
び
て
い
る
民

族
と
か
国
家
と
い
う
、
こ
と
ぱ
そ
の
も
の
に
と
っ
て
は
外
的
な
要
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（
1
1
）

因
を
除
去
し
よ
う
と
し
た
。
人
類
学
も
、
そ
も
そ
も
国
家
概
念
と

し
て
出
現
し
た
文
化
か
ら
国
家
の
枠
組
み
を
は
ず
そ
う
と
し
て
き

た
。
そ
れ
は
文
化
概
念
を
政
治
性
か
ら
距
離
を
お
い
た
学
術
用
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
〕

に
す
る
た
め
の
操
作
で
あ
っ
た
、
だ
が
、
近
代
に
お
け
る
言
語
と

文
化
は
、
自
他
を
区
別
し
て
、
独
自
性
を
主
張
す
る
た
め
に
利
用

さ
れ
る
以
上
、
政
治
性
を
免
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
構
造
の
領
域
で
は
そ
の
よ
う
な
煩
雑
な
手
続
き
を

必
要
と
し
な
く
て
も
す
む
。
構
造
は
価
値
中
立
的
で
あ
る
と
み
な

さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
た
と
え
ぱ
、
言
語
に
お
い
て
そ
の
混
質
性

が
顕
著
な
の
は
、
語
彙
の
分
野
で
あ
る
。
外
来
の
要
素
が
一
目
で

そ
れ
と
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
異
質
な
要
素

を
め
ぐ
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
反
応
が
起
き
る
。
目
本

で
は
外
来
語
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
つ
い
て
侃
々
謂
々
の
議
論
が
し

ぱ
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
し
、
ド
イ
ツ
で
も
カ
ル
ク
に
よ
っ
て
語
彙

の
純
化
が
進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
構
造
性
が
よ
り
顕
著
な
音
素

や
文
法
に
対
し
て
、
こ
う
し
た
反
応
は
少
な
い
。
音
韻
論
が
小
国

の
チ
ェ
コ
で
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
事
実
は
示
唆
的
で
あ
る
。
大
国

に
お
い
て
は
さ
し
あ
た
っ
て
エ
ミ
ッ
ク
な
現
象
は
関
心
事
と
は
な

り
に
く
い
の
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
語
彙
の
研
究
だ
と
目
本
語
は
軽
薄
な
感
じ
が
す
る
が
、

文
法
に
は
目
本
人
の
理
性
の
根
元
的
な
表
出
が
あ
る
と
し
て
安
心

で
き
る
と
い
う
、
あ
る
国
語
学
者
の
心
性
も
、
構
造
の
安
定
性
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

も
と
づ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
国
語
学
に
限
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
の
学
問
分
野
が
、
複
雑
な
現
象
の
基
底
に
、
整
然
と
し
た
秩

序
を
発
見
し
よ
う
と
し
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
た
と
え
ば
言
語
に
か
ん
し
て
厳
密
な
研
究
が
可
能
な
の

は
、
そ
れ
が
可
能
な
面
に
対
象
を
限
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ひ
と
の
発
話
に
先
行
し
て
、
音
素
や
形
態
素
が
構
造
と
し
て
存
在

す
る
の
で
は
な
い
。
言
語
と
い
う
統
一
体
に
あ
ら
か
じ
め
構
造
が

備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
は
、
言
語
か
ら
混
質
性
を
排
除
し
て

・
し
ま
う
。
混
質
性
を
排
除
さ
れ
た
言
語
は
規
範
と
な
る
し
か
な
い

だ
ろ
う
。
国
語
と
は
発
話
行
為
に
内
在
す
る
多
数
性
を
、
均
質
的

な
構
造
に
よ
づ
て
排
除
し
た
と
き
成
立
す
る
。
し
か
し
個
別
言
語

の
統
一
体
と
は
理
念
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
自
体
が
経
験
さ
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

は
決
し
て
あ
り
得
な
い
。

　
閉
じ
ら
れ
た
整
合
性
を
も
つ
と
想
定
さ
れ
た
言
語
や
文
化
は
、

他
の
言
語
や
文
化
と
排
他
的
に
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
基
本
的

に
す
べ
て
の
言
語
や
文
化
は
排
除
と
同
時
に
受
容
の
関
係
に
も
あ

る
。
あ
る
言
語
や
文
化
が
形
成
さ
れ
る
さ
い
に
は
、
か
な
ら
ず
他

と
の
接
触
と
交
流
が
あ
り
、
受
容
と
排
除
が
く
り
か
え
さ
れ
る
。
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そ
れ
は
言
語
や
文
化
は
違
っ
て
い
て
も
、
ひ
と
は
世
界
に
対
し
て

共
通
の
認
識
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
と
も
通
じ
る
。

ウ
ォ
ー
フ
は
言
語
の
相
対
性
を
主
張
し
た
が
、
ヌ
ー
ト
カ
語
の
話

者
と
英
語
の
話
者
は
、
文
法
構
造
の
差
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正

確
に
同
じ
対
象
や
活
動
に
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
言
語
や
文
化
は
国
籍
を
も
た
な
い
。
言
語
や
文
化
に
民
族
や
国

民
を
象
徴
さ
せ
る
の
は
、
国
語
や
国
民
文
化
に
執
着
す
る
言
説
な

　
　
　
（
蝸
）

の
で
あ
る
。
言
語
や
文
化
の
構
造
は
、
そ
れ
ら
を
分
析
す
る
必
要

上
、
均
質
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
も
と
よ
り
対

象
そ
の
も
の
は
雑
種
的
・
混
質
的
な
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
モ
ー
リ
ス
・
マ
ン
デ
ル
バ
ウ
ム
「
主
観
的
、
客
観
的
、
お
よ
び

　
概
念
的
相
対
主
義
」
J
・
W
・
メ
イ
ラ
ン
ド
他
編
、
常
俊
宗
三
部
他

　
訳
『
相
対
主
義
の
可
能
性
』
産
業
図
書
、
一
九
八
九
年
、
六
四
頁
。

（
2
）
　
同
右
、
八
四
－
八
頁
。

（
3
）
　
西
川
長
夫
『
国
境
の
越
え
方
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
二
年
、
二

　
三
七
貫
。

（
4
）
　
同
右
、
　
一
四
二
－
九
頁
。

（
5
）
　
西
川
長
夫
「
国
民
文
学
の
脱
構
築
」
三
浦
信
孝
編
『
多
言
語
主

義
と
は
何
か
』
藤
原
書
店
、
一
九
九
七
年
、
二
五
八
頁
。

（
6
）
　
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
C
・
回
ツ
ク
フ
ェ
ラ
ー
「
自
由
主
義
と
承
認

　
を
め
ぐ
る
政
治
」
佐
々
木
毅
他
訳
『
マ
ル
チ
カ
ル
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
』

　
岩
波
善
店
、
一
九
九
六
年
、
二
一
九
－
三
〇
頁
。

（
7
）
　
酒
井
直
樹
『
死
産
さ
れ
る
目
本
語
・
日
本
人
』
新
曜
社
、
一
九

　
九
六
年
、
一
八
四
頁
。

（
8
）
　
酒
井
直
樹
「
序
論
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
母
（
国
）
語
の
政

　
治
」
酒
井
直
樹
他
編
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
脱
構
築
』
柏
書
房
、
一

　
九
九
六
年
、
一
五
－
六
頁
。

（
9
）
工
o
σ
ω
σ
豊
員
向
二
．
一
き
S
o
毒
§
軋
き
き
§
募
§
㎞
ぎ
S

　
－
§
㌧
雪
§
§
§
ξ
“
㌻
完
恥
S
旨
セ
一
旧
目
O
①
」
．
一
〇
彗
自
一
U
ユ
ρ
O
q
P

　
δ
竃
一
p
雪
．

（
1
0
）
　
杉
本
良
夫
「
ポ
ス
ト
・
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
ル
チ
カ
ル
チ
ュ
ラ
リ

　
ズ
ム
」
西
川
長
夫
他
編
『
多
文
化
主
義
・
多
言
語
主
義
の
現
在
』
人

　
文
書
院
、
一
九
九
七
年
、
二
三
九
－
四
一
頁
。

（
u
）
　
田
中
克
彦
『
こ
と
ぱ
と
国
家
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
、
一

　
九
－
二
四
頁
。

（
1
2
）
　
関
本
照
夫
「
序
論
」
関
本
照
夫
他
編
『
国
民
文
化
が
生
ま
れ
る

　
時
』
リ
ブ
回
ポ
ー
ト
、
一
九
九
四
年
、
一
一
頁
。

（
1
3
）
　
『
読
売
新
聞
』
一
九
九
四
年
二
月
八
目
夕
刊
。

（
1
4
）
　
註
（
8
）
に
同
じ
。
三
四
頁
。

（
1
5
）
　
同
右
、
二
二
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
女
子
大
学
専
任
講
師
）

　
十
四
年
前
の
秋
、
大
学
院
に
合
格
し
た
わ
た
し
は
春
が
来
る
の
を

待
ち
き
れ
ず
、
囲
中
先
生
に
頼
ん
で
院
ゼ
ミ
に
特
別
参
加
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
の
目
は
ツ
ラ
ン
主
義
が
話
題
に
な
っ
た
と
記
憶
し
て

い
る
。
ゼ
ミ
が
終
わ
る
と
先
生
を
囲
ん
で
飲
み
会
と
な
っ
た
。
そ
し
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て
不
覚
に
も
終
電
に
乗
り
遅
れ
て
し
ま
っ
た
わ
た
し
は
、
そ
の
ま
ま

先
生
の
お
宅
に
泊
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
う
た
。
先
生
宅
で
温
め

の
風
呂
に
浸
か
り
な
が
ら
聞
い
た
話
を
い
ま
で
も
覚
え
て
い
る
。

「
現
実
が
先
に
あ
っ
て
、
あ
と
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
つ
い
て
く
る

の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
の
逆
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
」

　
も
し
か
し
た
ら
先
生
は
、
若
い
わ
り
に
頭
の
固
そ
う
な
わ
た
し
を

戒
め
る
お
つ
も
り
で
そ
ん
な
こ
と
を
お
っ
し
中
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
退
官
さ
れ
る
に
さ
い
し
て
、
先
生
の
著
作
を
読
み
返
し
て
い
る

う
ち
に
、
そ
の
と
き
の
こ
と
ぱ
が
思
い
出
さ
れ
た
。
教
条
と
は
無
縁

の
し
な
や
か
な
論
理
に
魅
了
さ
れ
た
熱
心
な
読
者
た
ち
に
、
先
生
は

迎
え
ら
れ
た
の
だ
と
改
め
て
感
じ
入
っ
た
し
だ
い
で
あ
る
。

　
公
務
か
ら
解
放
さ
れ
た
先
生
が
、
い
ま
ま
で
以
上
に
ポ
レ
ミ
ッ
ク

に
研
究
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

　
長
い
問
ご
く
ろ
う
さ
ま
で
し
た
。

（61）構造・相対性・多言語主義
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