
言
葉
と
文
学
の
記
号
論

　
　
　
　
－
食
欲
な
リ
ア
リ
ズ
ム
理
論
の
た
め
に
ー

滝
　
　
沢

正
　
　
彦

（81）　言葉と文挙の記号論

は
じ
め
に

　
最
近
、
「
解
体
」
と
か
「
脱
構
築
」
（
宗
8
冨
弐
昌
戸
ま
8
島
汁
－

昌
o
弐
g
）
と
い
う
用
語
が
し
ぱ
し
ぱ
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

既
成
の
枠
組
や
体
系
を
一
度
崩
し
て
み
て
、
そ
こ
に
あ
っ
た
も
の

の
意
味
を
新
し
い
目
で
見
直
し
、
新
し
い
枠
組
や
意
味
を
創
造
す

る
こ
と
程
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
と
き
ど

き
後
半
部
分
の
作
業
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
、
「
破
壊
」
（
ま
津
昌
O
－

吐
昌
）
や
「
分
解
」
（
畠
鶉
o
；
ま
昌
）
の
印
象
を
与
え
て
い
る
こ

と
も
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
こ
れ
等
の
用
語
を
作
り
出
し
た
理
論
が

深
く
係
わ
り
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
こ

に
問
題
と
す
る
よ
う
な
近
年
の
言
語
理
論
・
文
学
理
論
を
批
判
的

に
概
観
し
、
若
干
の
凝
問
を
提
出
し
、
更
に
、
開
か
れ
た
「
構
築

理
諭
」
の
可
能
性
を
吟
味
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
私
は
以
前
、
そ
れ
ぞ
れ
執
筆
の
時
点
で
の
文
学
理
論
へ
の
擬
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑
）

と
提
案
を
含
む
小
論
を
二
度
発
表
し
た
が
、
本
稿
は
、
そ
れ
以
後

の
理
論
の
展
開
を
も
視
野
に
入
れ
て
整
理
し
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
基
本
的
に
は
、
先
の
二
論
文
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
私
の
提
案
に
も
大
き
な
変
化
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
部
分

的
に
は
こ
れ
ら
と
重
復
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て

お
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
ま
た
、
本
稿
の
趨
を
「
記
号
論
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

て
の
言
語
・
文
挙
理
論
」
と
は
し
な
い
で
、
「
言
葉
と
文
学
の
記

号
論
」
と
し
た
の
は
、
現
在
の
記
号
論
へ
の
批
判
を
込
め
た
も
の

で
あ
っ
て
、
狭
い
意
味
で
の
「
記
号
論
」
か
ら
、
言
語
学
と
文
学
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理
論
を
救
い
出
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
は
、

下
の
論
の
中
で
明
ら
か
に
し
て
行
き
た
い
。

言
語
学
か
ら
記
号
論
へ

以

　
十
九
世
紀
末
頃
ま
で
の
言
語
学
（
勺
巨
o
－
o
o
貝
｝
）
は
、
訓
詰
注
釈

　
　
　
　
＾
2
）

等
の
文
学
研
究
を
含
ん
で
い
た
。
十
九
世
紀
に
は
、
印
欧
藷
語
間

の
音
の
対
応
か
隻
言
語
の
系
統
を
調
べ
る
比
較
言
語
学
が
急
速

に
発
展
し
、
言
語
学
は
専
門
的
な
科
学
と
し
て
の
色
彩
を
濃
く
し

て
行
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
、
言
語
学
を
表
わ
す
語
と
し
て
は

暑
－
－
〇
一
〇
筆
が
用
い
ら
れ
続
け
た
。

　
今
世
紀
に
入
り
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
『
一
埋
言
語
学
講
義
』
（
雰
H
－

g
目
里
自
ρ
o
o
ω
印
■
ω
彗
H
9
9
ミ
、
吻
き
ト
ぎ
軸
ミ
｝
包
昔
s
雨
恩
ま
§
“
雨
一

宅
宝
）
が
著
者
の
没
後
そ
の
弟
子
達
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
、
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
〕

接
間
接
に
そ
の
影
響
を
受
け
た
人
々
に
よ
っ
て
構
造
言
語
学

（
撃
昌
g
昌
巴
－
目
o
o
巨
堅
o
ω
）
が
成
立
す
る
に
及
ん
で
、
ご
奏
巨
叩
．

ぎ
ω
と
い
う
語
が
言
語
学
を
示
玄
言
葉
と
し
て
多
用
さ
れ
る
よ
う

　
　
＾
4
）

に
な
っ
た
。
こ
の
構
填
言
語
学
の
中
か
ら
今
日
の
変
形
生
成
文
法

（
〈
↓
墨
易
｛
o
H
目
顯
饒
o
冨
－
〉
o
竃
宵
き
き
9
葭
冒
昌
胃
）
が
れ
て
来

衰六　
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
功
績
は
多
方
面
に
及
ぷ
が
、
記
号
論
と
の
関
係

で
は
、
・
次
の
三
点
に
要
約
さ
れ
る
。

（
一
）
言
語
学
を
、
言
語
の
歴
史
的
変
化
の
面
を
研
究
す
る
通
時

言
語
学
と
、
あ
る
比
較
的
短
い
時
期
の
言
語
の
体
系
を
研
究
す
る

共
時
言
語
学
に
分
け
た
こ
と
。
前
者
は
既
に
可
成
り
専
門
的
．
科

学
的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
比
較
言
語
学
、
と
り
分
け
ド
イ
ツ
の
青

年
文
法
学
派
と
呼
ば
れ
た
人
々
の
ゲ
ル
マ
ン
語
の
共
通
基
語
（
祖

語
）
の
研
究
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
ソ
シ
ュ

ー
ル
の
意
図
は
と
も
か
く
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
以
後
は
後
者
、
す
な
わ

ち
、
共
時
言
語
の
研
究
に
カ
が
注
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ソ
シ

ュ
ー
ル
に
従
え
ぱ
、
こ
の
二
つ
の
言
語
研
究
を
統
一
す
る
「
綜
合

言
語
学
」
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
言
語
学
者
は
、
歴
史

的
な
カ
を
拒
否
し
て
、
特
定
の
時
期
の
（
多
く
の
場
合
現
代
の
）

言
語
の
体
系
化
（
法
則
の
発
見
）
に
向
う
こ
と
と
な
っ
た
。
私
見

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
を
作
っ
て
言
語
を
中
央
統

制
し
、
言
語
の
地
域
差
・
変
化
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
、
フ
ラ
ン

ス
語
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
が
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
二
）
言
語
を
構
成
す
る
各
要
素
（
一
つ
一
つ
の
音
や
単
語
）
は
、

単
独
で
は
意
味
を
構
成
し
な
い
で
、
体
系
の
中
に
あ
っ
て
は
じ
め

て
、
他
の
要
素
と
の
関
係
の
中
で
の
み
有
意
義
と
な
る
こ
と
。
ソ

シ
ュ
ー
ル
は
、
有
名
な
将
棋
の
比
楡
で
こ
の
こ
と
を
説
明
し
て
い
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る
。
将
棋
盤
の
外
に
転
が
っ
て
い
る
駒
は
無
意
味
で
あ
る
が
・
こ

れ
が
約
束
に
従
っ
た
仕
方
で
盤
上
に
並
べ
ら
れ
る
と
、
盤
上
の
他

の
駒
と
の
関
係
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
駒
が
個
有
の
意
味
を
持
つ
よ

う
に
、
音
声
や
謡
は
、
他
の
音
声
や
語
と
の
関
連
の
中
で
は
じ
め

て
言
語
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
圭
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ

と
の
系
と
し
て
、
音
声
や
語
は
他
の
音
声
や
語
と
の
関
係
と
し
て

意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
音
声
や
語
と
の
違
い
（
差
異

と
も
異
差
と
も
言
わ
れ
る
）
に
よ
っ
て
意
味
を
持
つ
、
と
も
言
え

る
。
（
同
一
の
も
の
の
間
に
は
差
異
が
な
い
の
で
、
関
係
も
成
立

し
な
い
。
）
こ
う
し
て
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
以
後
の
一
部
の
人
々
の
愛

用
す
る
言
い
方
に
従
え
ぱ
、
言
語
は
、
異
差
の
体
系
と
言
い
代
え

る
こ
と
も
で
き
る
。

　
（
三
）
言
語
を
含
め
、
一
般
に
記
号
は
何
か
を
「
意
味
す
る
も

の
（
色
O
q
己
霊
鼻
）
」
で
あ
る
が
、
丁
度
一
枚
の
紙
の
表
と
裏
の
よ

う
に
、
意
味
ま
た
は
「
意
味
さ
れ
る
も
の
（
ω
掃
巳
宗
）
」
と
結
び

つ
い
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
「
意
味
す
る
も
の
」
「
意
味
さ
れ
る
も

の
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
と
き
に
は
「
能
記
」
「
所
記
」
と
も

　
　
＾
6
）

訳
さ
れ
る
。
後
者
は
、
し
ぱ
し
ぱ
対
象
世
界
、
た
と
え
ぱ
、
「
犬
」

と
い
う
語
の
場
合
は
、
現
実
に
動
い
て
い
る
具
体
的
な
あ
れ
こ
れ

の
犬
（
物
体
と
し
て
の
犬
）
と
誤
解
さ
れ
易
い
が
、
言
語
の
意
味

（
さ
れ
る
も
の
）
は
、
概
念
で
あ
り
、
具
体
的
な
様
々
な
犬
か
ら

抽
象
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
概
念
と
「
意
味
す
る
も
の
（
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
フ
）

記
）
」
と
の
「
統
一
」
あ
る
い
は
「
単
位
」
を
単
語
と
考
え
て
良

い
だ
ろ
う
。
意
味
す
る
も
の
の
差
異
（
た
と
え
ぱ
昌
名
と
昌
彗

　
　
　
　
　
＾
8
）

の
［
巳
と
［
己
の
音
の
違
い
）
が
意
味
さ
れ
る
も
の
の
差
異

（
た
と
え
ぱ
「
図
」
と
「
人
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
「
概
念
」
）
を

生
み
出
す
。

　
以
上
、
誤
解
を
怖
れ
ず
要
約
し
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
理
論
か

ら
、
今
日
の
記
号
論
へ
の
道
は
、
様
々
な
理
論
や
思
想
が
絡
み
あ

い
、
輻
嬢
し
て
い
る
た
め
に
、
こ
こ
に
素
描
す
る
こ
と
は
と
う
て

い
で
き
な
い
。
ロ
シ
ァ
の
、
通
称
「
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
」
と
呼
ぱ

れ
る
運
動
、
大
陸
の
「
構
造
主
義
」
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
サ
ン
ボ
リ

ス
ム
」
、
英
米
の
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
、
と
り
分
け
「
意
識
の
流
れ
」

の
理
論
、
フ
ロ
イ
ド
の
「
深
層
心
理
学
」
や
そ
の
影
響
下
に
生
れ

た
「
原
型
理
論
」
等
々
、
記
号
論
に
至
る
道
筋
に
直
接
・
間
接
影

響
し
た
知
的
な
活
動
は
、
何
れ
整
理
さ
れ
る
必
要
は
あ
ろ
う
が
、

本
論
の
範
囲
に
は
収
り
き
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
は
、
以
下
の
論
考
と
の
関
係
で
、
一
つ
だ
け
、
普
通
「
サ

ビ
ア
H
ウ
ォ
ー
フ
の
仮
説
」
と
呼
ぱ
れ
る
も
の
に
触
れ
て
お
き
た

い
。
明
示
的
に
言
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
が
、
こ
の
考
え
方
が
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「
記
号
論
」
を
謂
わ
ぱ
離
陸
さ
せ
る
こ
と
に
あ
ず
か
っ
て
大
き
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
私
に
は
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
サ

ビ
ァ
ー
ー
ウ
才
ー
フ
の
仮
説
」
を
簡
単
に
要
約
す
れ
ぱ
、
「
言
語
の

ち
が
い
が
、
人
ぴ
と
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
、
さ
ら
に
ま
た
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

動
の
仕
方
や
態
度
に
決
定
的
に
影
響
し
て
い
る
」
と
す
る
考
え
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

で
あ
る
。
し
ぱ
し
ば
、
「
言
語
が
文
化
を
決
定
す
る
」
と
短
絡
的

に
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
サ
ピ
ァ
も
ウ
ォ
ー
フ
も
、
い
ま

少
し
動
的
に
言
語
を
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ウ
ォ
ー
フ
自
身

「
わ
れ
わ
れ
は
母
国
語
に
よ
っ
て
ひ
か
れ
た
線
に
そ
っ
て
自
然
を

分
析
し
て
い
る
」
と
は
言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
す
ぐ
後
で
「
わ
れ

わ
れ
は
自
然
を
分
割
し
、
概
念
に
組
織
化
す
る
。
そ
し
て
そ
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
）

な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
へ
概
念
に
意
味
を
付
与
す
る
の
で
あ
る
」
と

も
言
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
彼
の
主
張
は
、
あ
く
ま
で
も
、
看
語
は

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

文
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
．
れ
が
、
言
語
が
文
化
を
決
定
す
る
と
読
み
換
え
ら
れ
た
と
き
、

言
語
研
究
は
弾
み
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
丁
度
、
か
つ
て
マ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ク
ス
の
思
想
が
「
土
台
は
上
部
構
造
を
決
定
す
る
」
と
読
み
換
え

ら
れ
た
と
き
に
似
て
い
る
。
人
間
の
精
神
活
動
と
い
う
厄
介
な
も

の
を
相
手
に
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
今
少
し
具
体
的
で
手
懸
り
の

確
か
な
も
の
で
代
用
し
よ
う
と
す
る
。
今
度
は
、
経
済
で
は
在
く

て
言
語
と
い
う
訳
で
あ
る
。

　
勿
論
、
言
語
は
文
化
の
重
要
な
部
分
を
占
め
る
し
、
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
誰
も
否
定
し
な
い
。
間
題
は
、
前
者
が

後
者
を
決
定
す
る
と
考
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
こ
の
考
え

は
、
文
化
の
研
究
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、

言
語
研
究
そ
の
も
の
を
も
い
び
つ
な
も
の
に
す
る
。
完
結
し
た
言

語
（
H
記
号
）
体
系
の
法
則
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
他

領
域
（
他
言
語
、
．
方
言
、
時
代
差
、
文
化
、
自
然
）
か
ら
の
侵
略

を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
た
め
、
生
き
た
変
化
の
過
程
と
し
て
の
言

語
で
は
な
く
、
官
製
「
標
準
語
」
を
研
究
対
象
と
し
が
ち
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
と
7
ラ
ン
ス
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意

味
で
「
標
準
語
」
統
制
の
強
い
地
域
で
記
号
論
が
発
展
し
た
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

は
、
理
由
が
な
い
訳
で
は
な
い
。

　
　
　
一
一
記
号
系
か
ら
解
体
へ

　
先
に
述
べ
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
三
点
を
；
胃
に
ま
と
め
る
な
ら
、

「
言
語
は
、
意
味
を
産
出
す
る
差
異
の
体
系
で
あ
る
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
場
合
の
「
言
語
」
と
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
葉

に
従
え
ぱ
、
共
時
言
語
で
あ
っ
て
、
時
間
の
中
で
絶
え
ず
変
化
し

て
い
る
も
の
と
考
え
た
場
合
の
言
語
の
こ
と
で
は
な
い
。
あ
る
限
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ら
れ
た
時
間
の
申
で
、
歴
史
的
な
変
化
を
捨
象
し
た
場
合
の
「
言

語
」
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
言
う
「
意
味
」
は
、
「
意

味
さ
れ
る
も
の
”
所
記
」
、
す
な
わ
ち
概
念
で
あ
っ
て
、
具
体
的

な
「
も
の
」
、
す
な
わ
ち
対
象
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、

言
語
は
対
象
を
「
模
写
す
る
」
（
凹
事
着
竃
）
と
す
る
素
朴
実
在

論
は
拒
け
ら
れ
る
。
対
象
と
言
語
と
の
関
係
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
で

は
極
め
て
微
妙
に
・
従
っ
て
睦
昧
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
構
造

言
語
学
以
降
の
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
は
、
潔
く
切
り
離
さ
れ
る
。

論
理
的
に
対
象
世
界
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

多
く
の
場
合
、
そ
の
存
在
は
無
視
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
「
言
語

は
差
異
の
体
系
で
あ
り
」
、
短
絡
さ
れ
た
サ
ビ
ァ
H
ウ
ォ
ー
フ
の

仮
説
に
従
え
ぱ
、
「
言
語
が
文
化
H
意
識
を
決
定
す
る
」
の
で
あ

る
か
ら
、
「
意
識
は
差
異
の
体
系
で
あ
る
」
こ
と
忙
な
り
、
現
実

の
対
象
世
界
は
、
文
化
1
1
意
識
と
は
関
係
の
な
い
、
文
字
通
り
別

の
世
界
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
「
言
語
」
を
現
実
の
対
象
世
界
か
ら

飛
翔
さ
せ
、
現
実
と
訣
別
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
契
機
に
、
ゲ
ー

デ
ル
に
よ
っ
て
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
が
示
さ
れ
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
と
ベ
ル

ナ
イ
ス
に
よ
っ
て
紬
部
の
証
明
が
な
さ
れ
た
、
数
学
お
よ
ぴ
（
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
）

号
）
論
理
学
に
お
け
る
不
完
全
性
定
理
が
あ
る
。
不
完
全
性
定
理

は
「
も
し
体
系
が
無
矛
盾
な
ら
ぱ
、
そ
の
体
系
の
無
矛
盾
性
を
表

明
し
て
い
て
、
し
か
も
、
そ
の
体
系
内
で
は
証
明
で
き
な
い
あ
る

算
薇
的
な
命
趨
が
存
在
す
る
」
こ
と
を
証
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

い
ま
少
し
分
り
易
く
言
え
ぱ
、
「
無
矛
盾
性
の
証
明
は
そ
の
体
系

　
　
　
　
　
＾
B
〕

で
は
な
さ
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
不
完
全
定
理
を
先
の
言
語
の
定
義
に
結
ぴ
つ
け
れ
ぱ
、
「
言
語

は
差
異
（
H
記
号
）
の
体
系
で
あ
り
、
そ
の
無
矛
盾
性
は
、
そ
の

体
系
（
1
1
言
語
）
の
内
部
で
は
証
明
さ
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
こ
の
無
矛
盾
性
を
真
実
性
と
置
き
換
え
れ
ぱ
、
言
語
を
記

号
の
体
系
と
す
る
見
事
塗
言
語
記
号
諭
が
完
成
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
言
語
は
自
ら
の
真
実
性
を
証
明
し
得
ぬ
記
号
の
体
系
で
あ
る
」

と
な
る
。

　
全
て
の
文
化
記
号
諭
や
言
語
記
号
論
が
、
こ
の
よ
う
な
完
成
さ

れ
た
装
い
を
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
記
号
論
の
原
理

を
理
窟
だ
け
で
追
究
す
れ
ば
、
論
理
的
に
は
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
筈
で
、
事
実
、
デ
リ
ダ
や
、
我
が
国
で
は
柄
谷
行
人
が
そ
れ

に
近
い
結
論
に
達
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ぱ
柄
谷

は
、
．
「
ユ
ー
ク
リ
ヅ
ド
の
欠
陥
は
、
直
線
や
点
に
か
ん
し
て
実
は

知
覚
あ
る
い
は
自
螢
言
語
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
非
ユ

ー
ク
リ
ヅ
ド
幾
何
学
が
も
た
ら
し
た
の
は
数
学
が
実
在
や
知
覚
に
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依
存
し
な
い
と
い
う
認
識
で
あ
り
、
一
方
で
、
そ
れ
は
よ
り
厳
密

な
形
式
化
へ
の
努
カ
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
」
と
述
べ
、
対
象
（
知

覚
）
と
分
離
さ
れ
た
完
成
さ
れ
た
記
号
の
体
系
（
形
式
化
）
を

描
き
出
し
、
「
自
己
言
及
的
m
監
会
｛
竃
竃
汁
邑
」
な
文
に
つ
い
て

ド
・
マ
ン
や
デ
リ
ダ
を
引
用
し
つ
つ
、
そ
の
「
『
形
式
主
義
』
が

不
可
避
的
に
も
つ
『
決
定
不
可
能
性
』
」
に
つ
い
て
語
る
。
そ
こ

か
ら
引
き
出
さ
れ
る
結
論
は
、
「
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
や
オ
ー

プ
ン
ニ
ア
ク
ス
ト
（
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
工
ー
コ
）
な
る
も
の
も
、
結

局
は
閉
ざ
さ
れ
」
た
「
メ
ビ
ウ
ス
の
帯
」
で
あ
っ
て
、
「
そ
こ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
）

ら
出
よ
う
と
す
る
限
り
そ
こ
に
内
属
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
自
己
言
及
的
と
い
う
の
は
、
「
ク
レ
タ
人
日
く
、
ク
レ
タ
人
は

嘘
つ
き
で
あ
る
」
と
い
う
古
典
的
な
命
題
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い

る
、
述
語
が
主
語
を
舎
む
命
題
の
こ
と
で
あ
る
が
、
柄
谷
の
論
を

追
え
ぱ
、
「
こ
の
文
章
は
偽
で
あ
る
」
と
い
う
文
の
真
偽
に
遼
元

さ
れ
、
「
こ
れ
は
花
で
あ
る
」
↓
「
こ
れ
が
花
で
な
い
の
は
偽
で

あ
る
」
↓
「
A
は
偽
で
あ
る
」
と
読
み
代
え
る
こ
と
に
よ
り
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
∬
）

切
の
言
語
表
現
を
包
摂
し
う
る
こ
と
に
な
る
。

　
言
語
を
、
閉
ざ
さ
れ
た
、
「
決
定
不
可
能
」
な
、
柄
谷
の
用
語

に
従
え
ば
「
メ
ビ
ウ
ス
の
帯
」
の
よ
う
な
記
号
系
と
考
え
る
場
合
、

意
味
は
ど
の
よ
う
に
し
て
産
み
出
さ
れ
る
か
。
必
然
的
に
、
そ
れ

は
差
異
の
関
係
性
か
ら
生
じ
て
く
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
既
製
の
、

対
象
世
界
へ
の
も
た
れ
か
か
り
、
先
の
引
用
に
従
え
ぱ
「
知
覚
」
、

こ
れ
を
ま
ず
系
の
中
か
ら
排
除
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
後
に
、

各
記
号
間
の
関
係
性
が
浮
び
上
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
抽
出

の
手
段
が
「
解
体
」
と
も
「
脱
構
築
」
と
も
呼
ば
れ
る
方
法
で
あ

る
。
文
学
作
品
に
隈
定
し
て
一
般
的
な
解
読
作
業
を
考
え
る
な
ら
、

作
品
（
テ
キ
ス
ト
）
を
有
意
義
な
記
号
単
位
に
解
体
し
、
言
語
規

則
（
コ
ー
ド
）
の
認
め
う
る
隈
り
の
可
能
な
構
造
を
再
構
成
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
記
号
間
の
ハ
エ
ラ
ー
キ
、
対
立
関
係
、
依
存
関

係
、
孤
立
と
連
結
等
々
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
う
し
て
改
め
て
、

作
品
の
可
能
な
構
造
、
作
品
の
産
出
す
る
意
味
に
近
づ
く
こ
と
が

で
き
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
れ
ぱ
、
か
つ
て
言
わ
れ
た
構

造
主
義
批
評
と
ど
れ
程
の
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問

が
生
じ
る
。
事
実
、
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
区
別
が
つ
け
難
い
圭
言

　
　
　
　
　
＾
1
6
〕

う
研
究
者
も
あ
る
。
こ
の
派
の
批
評
家
は
、
理
論
が
先
行
し
、
実

際
の
文
学
作
品
の
具
体
的
批
評
に
未
だ
大
き
な
成
果
を
上
げ
て
い

な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
解
読
の
過
程
、
細
部
に
目
の
届
い
た

新
し
い
解
釈
に
触
れ
難
い
が
、
大
ま
か
に
言
っ
て
、
構
造
主
義
批
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判
に
し
ぱ
し
ば
伺
わ
れ
た
深
層
心
理
分
析
、
民
族
挙
、
政
治
・
経

済
と
の
接
点
を
徹
底
的
に
排
除
す
る
点
に
こ
の
派
の
特
徴
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
昔
前
の
ア
メ
リ
カ
の
「
新
批
評
」
に
お
い

て
も
、
作
者
の
伝
記
や
時
代
・
社
会
背
景
を
文
学
批
評
の
中
に
持

ち
込
む
こ
と
は
拒
否
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
芸
術
と
し
て
の
文
学
の

白
立
、
一
種
の
「
芸
術
至
上
主
義
」
か
ら
の
拒
否
で
あ
っ
た
。
記

号
論
に
徹
底
し
た
解
体
批
評
の
場
合
、
言
語
を
、
出
口
の
な
い
完

結
し
た
記
号
系
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
の
拒
否
で
あ
る
の
で
、
そ
れ

は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
芸
術
至
上
主
義
を
採
る
か
否
か
）
を
越
え

た
、
一
種
の
、
動
か
し
難
い
「
真
理
」
の
様
相
を
お
ぴ
る
。
こ
れ

は
、
「
新
批
評
」
よ
り
、
は
る
か
に
理
論
的
に
精
密
に
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ど

は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

三
　
言
語
体
系
と
外
の
世
界

　
二
つ
の
立
場
か
ら
の
反
論
が
あ
る
。
言
語
の
本
質
に
関
係
す
る

部
分
と
、
認
識
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
二
つ
は
縞
局
は
一
つ

の
源
か
ら
発
す
る
が
、
先
ず
言
語
の
間
題
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　
「
言
語
は
差
異
（
”
記
号
）
の
（
体
）
系
で
あ
る
」
と
定
義
さ

れ
た
。
こ
こ
で
、
差
異
（
1
1
記
号
）
と
、
（
体
）
系
の
二
つ
が
吟

味
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
売
…
　
　
　
　
　
　
　
　
弛
；

　
周
知
の
よ
う
に
、
万
葉
時
代
以
前
、
「
神
」
と
「
上
」
は
異
っ

た
母
音
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
後
意
味
の
違
い
を
残
し

て
、
音
声
上
の
差
異
が
消
滅
し
た
。
こ
の
よ
う
な
例
は
無
数
に
あ

る
。
ぎ
o
き
昌
二
自
o
婁
一
昌
器
一
ぎ
①
き
冨
幸
と
同
音
異
義
語

が
羅
列
さ
れ
る
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
英
語
の
［
ζ
－
］
の
k
音
は

現
代
英
語
に
於
て
全
て
消
失
し
た
。
か
く
し
て
パ
罵
邑
一
冨
＆
一

ぎ
耐
葦
一
ま
o
q
g
二
畠
8
ポ
乞
邑
二
畠
o
戸
昌
“
等
は
全
て
音
声
上

の
差
異
を
失
ウ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
「
意
味
す
る
も
の
」

の
異
差
が
「
意
味
さ
れ
る
も
の
」
の
異
差
を
産
み
出
し
て
い
る
と

は
必
ず
し
も
言
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
数
量

　
　
　
　
　
　
　
＾
1
8
〕

的
に
計
量
し
て
み
れ
ば
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
し
、
歴
史
的

に
も
、
音
声
推
移
は
「
意
味
さ
れ
る
も
の
」
の
体
系
と
は
相
対
的

に
独
自
に
起
っ
て
い
る
。
仮
り
に
、
そ
の
意
味
に
お
け
る
歴
史
性

を
排
除
す
る
と
し
て
も
、
緒
果
と
し
て
、
た
と
え
ぱ
現
代
英
語
が

同
音
異
義
語
で
溢
れ
て
い
る
こ
と
は
、
記
号
采
と
し
て
、
英
語
は

「
劣
っ
た
」
言
語
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
二
つ
の
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
文
法
（
コ
ー
ド
）
や

テ
キ
ス
ト
全
体
の
中
で
は
異
差
が
明
示
さ
れ
る
と
す
る
立
場
で
あ

る
。
同
音
異
義
語
も
、
コ
ン
・
テ
キ
ス
ト
の
中
で
は
示
差
的
で
あ
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る
と
す
る
立
場
で
あ
り
、
古
く
は
イ
ェ
ス
ペ
ル
ス
ン
が
ぎ
o
・
3

昌
が
実
際
の
発
話
の
中
で
誤
解
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
し
て
い

＾
1
9
）

る
立
場
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
柄
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は

な
い
。
文
法
上
の
異
差
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
た
と
え
ぱ
向
目
場
o
戸

吻
§
§
§
婁
呉
」
§
ミ
寒
ミ
3
H
8
o
の
よ
う
な
名
著
が
生
れ

た
の
で
あ
り
、
た
と
え
ぱ
、
由
①
o
彗
＆
冒
⑦
嘗
｛
o
〇
一
．
が
、
「
私

を
馬
鹿
と
呼
ん
だ
」
の
か
「
私
に
遺
化
師
を
呼
ん
で
く
れ
た
」
の

か
は
、
テ
キ
ス
ト
の
中
の
「
意
味
す
る
も
の
」
の
差
異
化
よ
る
の

で
は
な
い
。

　
第
二
の
反
論
は
、
主
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
圏
で
有
カ
な
、
「
書

か
れ
た
」
テ
キ
ス
ト
を
批
評
対
象
に
限
定
し
よ
う
土
す
る
立
場
で

あ
ろ
う
。
英
語
以
上
に
お
び
た
だ
し
い
同
音
異
義
語
な
い
し
同
音

異
形
を
持
っ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
に
よ
っ
て

厳
密
な
綴
り
字
法
の
区
別
が
強
制
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ぱ
－

鶉
け
は
＝
9
と
書
く
こ
と
が
「
禁
止
」
さ
れ
て
い
る
た
め
、
音

声
上
の
差
異
は
な
く
と
も
、
「
彼
（
そ
れ
）
は
：
…
で
あ
る
」
と

「
島
」
と
は
区
別
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
コ
ン
・
テ
キ
ス
ト
の
（
た

と
え
ぱ
文
法
上
の
）
差
異
を
考
え
る
ま
で
も
な
く
、
書
か
れ
た
テ

キ
ス
ト
の
文
字
を
調
ぺ
る
だ
け
で
、
差
異
は
明
示
的
で
あ
る
。
こ

の
立
場
か
ら
は
、
言
語
に
お
け
る
「
意
味
す
る
も
の
」
は
音
声
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
〕

は
な
く
第
一
義
的
に
は
文
字
（
綴
り
字
）
で
あ
る
。

　
こ
の
理
論
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
解
体
と
共
に
消
滅
せ
ざ
る
を
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

な
い
運
命
に
あ
る
が
、
現
在
で
も
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
一
般

、的
（
従
ウ
て
普
遍
的
）
記
号
操
作
に
従
っ
て
、
た
と
え
ぱ
昌
o
庁

「
（
単
）
。
語
」
と
昌
O
け
「
文
字
」
の
区
別
（
そ
の
差
異
性
の
明
示
）

を
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
一
部
の
文
法
家
の
主

張
す
る
よ
う
に
、
昌
o
↑
8
昌
唱
豚
（
合
成
語
）
や
昌
o
二
＝
置
雪
o

（
読
み
に
ぐ
い
文
字
）
と
い
う
記
号
同
志
の
標
準
的
結
合
規
則
に

差
異
性
の
根
拠
を
置
く
の
な
ら
ぱ
、
昌
o
け
8
目
勺
o
瓢
「
合
成
文

字
（
『
山
』
の
『
人
』
、
『
仙
』
の
よ
う
な
）
」
の
意
味
に
用
い
た
り

旨
〇
二
；
ω
曇
①
「
読
む
に
た
え
ぬ
単
語
」
と
い
う
意
味
で
使
っ
た

り
す
る
、
言
語
の
創
造
性
、
比
楡
表
現
の
可
能
性
を
排
除
し
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
く
な
る
。
結
局
「
意
味
す
る
も
の
」
に
差
異
が
な
け

れ
ぱ
「
意
味
さ
れ
る
も
の
」
に
も
差
異
が
な
い
と
い
う
強
硬
論
に

対
し
て
は
、
英
語
で
は
、
8
σ
「
と
う
も
ろ
こ
し
の
穂
」
、
8
σ

「
馬
の
一
種
」
、
8
σ
「
は
し
ぱ
み
」
、
8
ず
「
石
炭
、
砕
石
の
山
」
、

8
一
U
「
か
も
め
の
一
種
」
、
8
一
〕
「
雄
の
白
鳥
」
、
8
げ
「
壁
用
の
土
」
、

8
σ
「
パ
ン
の
一
か
た
ま
り
」
が
全
て
同
一
の
「
意
味
さ
れ
る
も

の
」
と
な
る
悲
し
み
を
表
現
す
る
だ
け
で
充
分
だ
ろ
う
。

　
結
論
を
急
ぐ
前
犯
、
「
（
体
）
系
で
あ
る
」
と
い
う
部
分
も
少
し
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吟
味
し
て
お
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
仮
ゆ
に
、
共
時
言
語
の
法

則
を
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
の
法
則
は
、
数
学
や
論
理
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
1
〕
　
　
、
、

の
法
則
の
よ
う
に
、
「
間
主
観
性
旨
｛
彗
彗
互
8
弍
ま
身
」
に
な
じ

、
　
　
、
　
　
、

ま
な
い
と
い
う
点
が
先
ず
重
要
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
H
巨
二
ω

巨
胴
・
と
言
う
場
合
の
．
げ
．
は
、
論
理
学
で
言
う
8
眉
置
（
等
号
）

で
は
な
く
て
、
統
覚
（
＞
竃
雪
塞
冥
－
〇
三
8
o
q
ま
n
～
で
あ
る
と

私
は
思
う
）
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
．
床
、
は
主
体

の
表
現
で
あ
っ
て
8
o
口
ま
彗
o
（
考
え
る
）
で
さ
え
な
く
、
あ
く
ま

　
　
　
　
　
、
　
　
、

で
o
o
σ
・
ま
（
私
は
考
え
る
）
の
表
現
で
あ
る
。
も
し
、
統
覚
の
判

断
を
除
き
、
記
号
間
で
の
み
有
意
義
で
あ
る
た
め
に
は
、
巨
o
q

は
一
〕
荷
o
q
Φ
H
（
ま
寅
目
）
二
〕
揖
o
q
Φ
g
（
o
｛
）
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

原
級
の
巨
o
q
で
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
無
意
味
で
あ
る
。
こ
の

意
味
で
、
言
語
体
系
（
法
則
性
）
は
絶
え
ず
言
語
を
運
用
し
こ
れ

を
支
え
る
人
間
（
箏
惹
g
）
の
意
識
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
（
但

し
、
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
、
統
覚
が
先
ず
始
め
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
直
接
体
験
の
分
析
の
後
に
抽
象
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
易
）

に
よ
ウ
て
、
観
念
論
を
回
避
出
来
る
。
）
標
準
語
や
正
書
法
が
権

カ
の
悉
意
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
言
及
の

必
要
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
厳
密
な
意
味
で
の
共
時
言
語
と
い
う
も
の
は
存
在
し

え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

　
い
か
な
る
時
代
の
言
語
も
、
常
に
変
化
の
相
の
中
で
理
解
さ
れ

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
、
言
語
は
内
時
間
u
歴
史
的

で
あ
る
と
同
時
に
、
地
域
に
よ
る
相
違
を
包
み
込
ん
で
い
る
と
い

う
意
味
で
、
モ
ザ
イ
ク
状
の
横
の
変
化
と
異
差
を
持
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
、
社
会
的
・
階
級
的
な
違
い
も
加
え
る
必
要
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
も
、
こ
れ
等
の
三
種
の
変
化
は
互
い
に
絡
み
あ

っ
て
い
る
。
中
央
対
地
方
、
新
対
古
、
支
配
対
被
支
配
は
、
し
ぱ

し
ば
区
別
し
難
く
言
語
の
申
に
浸
透
し
て
い
る
。
昌
と
冨
婁
の

音
声
上
の
差
異
（
［
昌
］
と
□
o
e
は
、
げ
o
洋
と
げ
昌
o
q
享
に
お

け
る
差
異
と
同
一
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
者
の
よ
う
な

「
意
味
さ
れ
る
も
の
」
の
差
異
を
産
み
出
さ
な
い
。
昌
は
中
央
・

新
・
支
配
に
対
応
し
、
畠
ξ
は
地
方
・
古
・
被
支
配
に
対
応
す

＾
鴉
）

る
o

　
た
と
え
ぱ
、
中
英
語
期
、
三
人
称
複
数
の
代
名
詩
巨
（
①
）
は
、

北
方
系
の
亭
β
t
よ
っ
て
次
第
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
が
、
標

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

準
語
の
な
か
っ
た
せ
い
で
、
そ
の
変
化
の
生
じ
た
時
代
や
地
方
が
、

今
日
の
我
々
に
も
比
較
的
つ
ま
ぴ
ら
か
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
は
、
こ
の
種
の
変
化
が
、
今
日
現
在
の
、
謂
ゆ
る
「
共
時
言

531



一橋論叢　第9ア巻　第4号　（90）

語
」
の
中
で
も
生
じ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
［
o
凸

が
、
南
イ
ン
グ
ヲ
ン
．
ド
で
は
□
嘗
］
に
変
化
し
、
次
第
に
北
に
伝

　
　
　
　
＾
以
）

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
隠
蔽
し
て
い
る
の
が
、
正
書
法
と
「
標

＾
妬
）

準
語
」
で
あ
る
。
少
し
飛
躍
し
た
言
い
方
に
な
る
が
、
言
わ
れ
る

と
こ
ろ
の
共
時
言
語
な
る
も
の
は
、
こ
う
し
た
事
実
を
隠
蔽
す
る

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
産
物
な
の
で
あ
る
。
還
言
す
れ
ぱ
、
「
共
時
一
言

語
」
と
は
、
官
製
「
標
準
語
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
表
現
の
こ
と

で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
記
号
の
系
と
し
て
言
語
を
考
え
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
こ
こ
で
言
う
記
号
の
意
味
も
、
（
体
）
系
の
意
味
も
、
数
学

や
論
理
学
で
言
う
場
合
の
そ
れ
等
の
語
の
意
味
と
は
決
定
的
に
異

る
。
（
数
学
に
同
音
異
義
語
は
な
い
！
）
し
た
が
っ
て
、
ゲ
ー
デ

ル
の
不
完
全
性
定
理
は
、
言
語
体
系
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
の
で

あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
言
語
は
開
か
れ
た
糸
で
あ
っ
て
、
メ
ビ

ウ
ス
の
帯
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
言
語
の
体
系

を
包
ん
で
い
る
、
そ
れ
を
概
ね
全
体
と
し
て
（
英
語
な
ら
英
語
と

し
て
）
一
つ
の
も
の
に
ま
と
め
て
い
る
、
た
と
え
ば
膜
の
よ
う
な

も
の
が
存
在
す
る
こ
と
ま
で
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な

い
。
し
か
し
、
そ
の
膜
は
、
た
と
え
て
言
え
ぱ
細
胞
膜
の
よ
う
に
、

細
胞
の
外
の
も
の
を
（
全
く
無
秩
序
に
で
は
な
い
が
）
取
り
入
れ
、

不
要
の
も
の
を
送
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
数
学
や
論

理
挙
の
よ
う
な
、
厳
密
な
定
義
の
下
に
立
て
ら
れ
て
い
る
系
で
は

な
い
。
柄
谷
の
比
楡
に
し
た
が
え
ぱ
、
言
語
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾

何
学
的
で
あ
っ
て
、
非
ユ
ー
ク
リ
ヅ
ド
幾
何
学
的
で
は
な
い
。
文

字
通
り
「
知
覚
に
依
存
」
し
て
い
る
。

　
「
知
覚
に
依
存
」
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
、
言
語
の
外
の
世

界
（
対
象
世
界
）
を
我
々
が
認
識
す
る
こ
と
と
深
く
関
係
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
語
学
と
認
識
論
も
密
接
に
関
係
し
て

（
％
〕

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
外
の
世
界
が
変
れ
ば
、
言
語
も
変
る
。
馬

と
鹿
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
大
き
さ
で
あ
っ
た
頃
、
「
馬
も
四
つ
脚
、

鹿
も
四
つ
脚
」
生
言
え
ば
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
リ
ァ
ル
な
戦
術
的

意
味
を
帯
び
て
い
た
だ
ろ
う
。
今
日
そ
れ
が
比
楡
的
意
味
な
り
こ

じ
つ
け
な
り
に
理
解
さ
れ
る
の
は
、
記
号
論
的
意
味
の
産
出
に
よ

っ
て
で
は
な
い
。
現
実
の
馬
が
大
き
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
雄
弁
は
銀
、
沈
黙
は
金
」
と
い
う
諺
は
、
銀
本
位
制
が
放
棄
さ

れ
、
金
本
位
制
の
採
用
と
と
も
に
、
「
沈
黙
」
の
方
を
評
価
す
る

も
の
に
変
化
し
た
。
「
転
石
苔
を
も
さ
ず
」
は
、
動
き
の
激
し
い

ア
メ
リ
カ
で
は
立
派
な
も
の
の
た
と
え
と
な
っ
た
。

　
外
界
は
統
覚
を
通
し
て
不
断
に
言
語
の
中
に
流
入
し
、
言
語
の

コ
ー
ド
（
文
法
）
を
不
断
に
改
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
被
壊
し
、
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再
編
成
し
て
い
る
。
我
々
は
又
、
そ
う
い
う
言
語
を
用
い
て
対
象

を
切
り
取
り
、
対
象
を
認
識
（
人
間
化
）
す
る
。
そ
う
い
う
弁
証

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

法
的
な
相
亙
の
発
展
の
過
程
と
し
て
、
言
語
と
対
象
世
界
の
関
係

が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
柄
谷
を
含
む
一
部
の
記
号
論
者
も
、
こ
の
こ
と
に
気
付
い
て
は

い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
明
治
時
代
の
日
本
文
学
の
中
で

「
結
核
」
の
持
っ
た
個
有
の
記
号
論
的
な
意
味
に
つ
い
て
語
り
な

が
ら
、
「
事
実
と
し
て
の
結
核
の
蔓
延
と
は
べ
つ
に
、
蔓
延
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茅
〕

の
は
結
核
と
い
う
『
意
味
』
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
」
と
柄
谷
は

書
い
て
い
る
。
柄
谷
に
「
結
核
」
の
記
号
論
的
「
意
味
」
を
気
付

か
せ
た
の
は
、
「
事
実
と
し
て
の
結
核
の
蔓
延
」
と
「
意
味
と
し

て
の
結
核
の
蔓
延
」
と
の
差
異
を
通
し
て
で
あ
る
。
柄
谷
は
「
事

実
」
を
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
事
実
（
「
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蝸
）

際
に
社
会
的
に
蔓
延
し
て
い
る
結
核
は
悲
惨
な
も
の
で
あ
る
」
）

と
『
不
如
帰
』
に
描
か
れ
て
い
る
「
結
核
」
の
違
い
、
後
者
の

「
意
味
と
し
て
の
結
核
」
を
彼
は
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
も
し
、
言
語
の
系
が
閉
じ
た
系
で
あ
り
、
自
己
の
無
矛
盾
性

を
証
明
で
き
な
い
メ
ビ
ウ
ス
の
帯
で
あ
り
、
こ
の
言
語
を
通
し
て

の
み
人
間
の
意
識
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
柄
谷
は
ど
う
し

て
、
「
意
味
と
し
て
の
結
核
」
に
辿
り
つ
け
た
で
あ
ろ
う
か
。
系

の
内
部
に
は
、
「
意
味
と
し
て
の
縞
核
」
だ
け
が
存
在
し
、
「
事
実

と
し
て
の
結
核
」
な
ど
知
り
得
な
い
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
承
知
の
上
で
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
、
ウ
ォ
ー
フ
、
ゲ
ー
デ
ル
を
用

い
て
言
語
系
を
閉
鎖
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
イ
デ
オ
．
ロ
ギ

ー
と
し
て
の
戦
略
的
言
語
論
で
し
か
な
い
。

四
　
お
わ
り
に

　
本
稿
は
、
言
語
も
ま
た
広
い
意
味
で
の
記
号
で
あ
り
、
記
号
は

場
合
に
よ
っ
て
人
間
の
意
識
を
離
れ
て
記
号
独
自
の
意
味
を
産
出

す
る
こ
と
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
て
作

り
出
さ
れ
た
「
意
味
」
が
、
我
々
の
対
象
理
解
（
認
識
）
を
曇
ら

せ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
誤
ら
せ
る
こ
と
の
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

先
の
結
核
の
例
は
必
ず
し
も
記
号
独
自
の
意
味
産
出
に
よ
る
も
の

で
は
な
い
が
、
た
と
え
ぱ
「
ブ
タ
」
と
言
う
音
声
挙
上
の
特
徴
が
、

象
の
近
縁
の
哺
乳
類
で
あ
る
豚
を
し
ぱ
し
ぱ
見
誤
ま
ら
せ
る
の
は
、

そ
う
し
た
現
象
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
隈
り
で
我
わ
れ
は
言
語

記
号
に
捕
縛
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
近
年
の
文
化
記
号
論
の

成
果
か
ら
、
我
わ
れ
は
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
。
し
か
し
、
我
わ

れ
が
挙
ん
だ
の
は
、
事
実
と
乖
離
し
て
い
る
「
意
味
」
に
つ
い
て

の
詳
し
い
考
察
で
あ
っ
て
、
逆
に
言
え
ば
、
我
わ
れ
を
そ
の
捕
縛
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か
ら
解
く
方
法
を
学
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
そ
れ
ら

が
「
意
味
」
で
あ
っ
て
、
事
実
で
は
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
言
い

か
え
れ
ぱ
、
「
意
味
」
を
対
象
化
す
る
こ
と
を
挙
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
解
体
批
判
の
成
果
も
、
「
意
味
」
を
取
り
出
し
、
そ
れ
を
解
体

し
、
我
々
が
細
胞
膜
を
通
し
て
吸
収
し
再
構
築
に
資
す
る
材
料
を

生
産
す
る
限
り
に
お
い
て
有
効
な
批
評
の
道
具
で
あ
ろ
う
。
解
体

と
い
う
、
ほ
と
ん
ど
破
壊
的
な
作
業
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
気
付

か
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
意
味
」
が
暴
き
出
さ
れ
、
我
々
の
前

に
並
べ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
解
体
批
評
が
我
わ

れ
に
与
え
た
衝
激
は
決
し
て
小
さ
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
対
象

（
物
に
し
ろ
社
会
に
し
ろ
）
と
の
検
証
を
通
し
て
再
構
成
し
、
こ

れ
を
認
識
論
に
持
ち
込
む
こ
と
を
「
理
論
的
」
に
拒
否
し
よ
う
と

す
る
一
群
の
記
号
論
者
に
対
し
て
、
彼
等
の
言
語
「
理
論
」
が
間

違
っ
て
い
る
こ
と
を
、
理
論
的
に
明
示
し
て
お
か
な
け
れ
ぱ
な
ら

な
い
と
私
は
恩
う
。
し
か
も
こ
れ
を
批
判
す
る
場
合
、
素
朴
実
在

論
の
よ
う
な
、
今
日
で
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
理
解
さ
れ
て
い
る
超

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

越
的
な
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
彼
等
の
「
理
論
」
に
そ
く
し
て
行

な
わ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
思
う
。
本
稿
が
い
く
ら
か
で
も
そ

の
こ
と
に
役
立
て
ぱ
幸
い
。
で
あ
る
。

　
（
言
い
残
し
た
こ
と
、
と
り
わ
け
、
二
人
称
や
一
人
称
複
数
形

の
論
理
構
造
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。
）

　
（
1
）
　
「
言
薬
と
信
仰
－
二
人
称
の
構
造
を
め
ぐ
っ
て
－
」
（
『
ア

　
　
ガ
ペ
』
十
七
号
、
一
九
七
五
年
、
一
～
二
二
員
）
お
よ
ぴ
「
文
学
理

　
　
論
と
し
て
の
読
者
論
」
（
『
一
橘
諭
叢
』
第
八
十
三
巻
第
四
号
、
一
九

　
　
八
○
年
、
五
五
～
七
二
頁
）

　
（
2
）
　
ゲ
ル
マ
ン
語
圏
で
は
文
学
金
体
を
対
象
に
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ス

　
　
で
は
ギ
リ
シ
ャ
ニ
フ
テ
ン
の
古
典
研
究
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
か
っ

　
　
た
よ
う
で
あ
る
。
何
れ
の
場
合
も
、
し
ぱ
し
ぱ
文
献
単
と
訳
さ
れ
る
。

　
（
3
）
　
構
造
言
語
挙
の
成
立
に
は
、
他
に
、
民
族
学
か
ら
出
発
し
た

　
　
向
o
ミ
彗
ρ
ω
四
官
’
卜
§
軸
§
零
一
H
竃
N
の
よ
う
な
研
究
も
犬
き
な
影

　
　
響
を
与
え
て
い
る
。
同
年
に
は
、
0
9
o
－
窃
電
『
琶
8
卜
§
恕
、
s
恕
一

　
　
辻
｝
≧
ミ
ミ
“
b
ミ
ミ
患
§
§
、
§
～
ミ
膏
ぎ
も
出
版
さ
れ
て
い
る

　
　
が
、
イ
ェ
ス
ペ
ル
セ
ン
の
「
ス
リ
ー
・
ラ
ン
ク
」
説
に
は
、
今
目
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
ら
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
構
造
言
語
学
の
は
し
り
を
恩
わ
せ
る
発
想

　
　
が
あ
る
。
■
血
o
毒
δ
望
8
目
ま
員
卜
§
恥
ミ
s
恕
一
s
3
が
構
造
言

　
　
語
挙
に
一
時
期
を
画
し
た
犬
著
で
あ
る
。

　
（
4
）
　
－
目
o
o
巨
ξ
8
と
い
う
語
は
十
九
世
紀
中
葉
か
ら
、
言
謡
学
者

　
　
の
意
味
で
の
＝
轟
自
卑
と
い
う
語
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ビ
ァ
の
時
代
か

　
　
ら
あ
っ
た
が
、
特
別
な
主
張
を
含
ん
だ
語
で
は
な
か
っ
た
。
後
者
に

　
　
関
し
て
は
、
◎
■
b
は
一
八
八
二
年
以
降
廃
語
と
し
て
い
た
が
、
一

　
　
九
七
六
年
発
行
の
『
補
遺
』
で
は
一
九
二
二
年
以
後
の
例
を
挙
げ
て

　
　
「
廃
語
」
の
指
摘
を
取
り
消
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
、
勺
巨
－
O
－
O
阻
津

　
　
と
は
別
の
意
味
を
も
含
め
て
新
し
く
使
用
さ
れ
始
め
た
訳
で
、
こ
れ

　
　
は
－
ぎ
㎝
邑
閉
庄
8
と
い
う
語
の
多
用
と
軌
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
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（
5
）
　
乞
o
p
冒
O
－
5
目
蜆
斤
さ
ξ
s
，
s
ミ
ざ
い
ミ
ミ
ミ
ミ
、
雨
一
H
o
㎞
N
を
ポ
ゥ
て
、

　
構
造
言
語
学
は
否
定
さ
れ
、
全
く
新
し
い
言
語
挙
が
誕
生
し
た
と
す

　
る
人
も
多
い
。
し
か
し
、
本
稿
の
性
格
上
詳
論
で
き
な
い
が
、
今
目

　
か
ら
振
り
返
っ
て
み
て
、
生
成
文
法
が
構
造
言
謡
挙
か
ら
生
れ
て
来

　
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｝
こ
こ
で
は
、
両
者
に
共
通
す
る
共
時
言

　
語
体
系
へ
の
こ
だ
わ
り
、
語
の
意
味
内
容
の
文
法
体
系
へ
の
浸
潤
の

　
拒
否
の
二
点
を
、
さ
し
あ
た
り
指
摘
し
て
お
く
。

（
6
）
　
小
林
英
夫
の
訳
語
。
英
語
で
は
そ
れ
ぞ
れ
、
餉
耐
目
室
3
眈
噂

　
目
3
o
o
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）
　
フ
ラ
ン
ス
語
の
自
巨
志
を
、
こ
の
場
合
、
英
語
の
自
邑
茸
と

　
訳
す
か
、
昌
岸
と
訳
す
か
は
議
諭
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
論
争

　
も
あ
る
。

（
8
）
　
構
造
言
語
単
以
降
、
言
語
の
体
系
上
有
意
の
差
異
を
示
す
場
合
、

　
、
芝
二
之
等
の
斜
線
で
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、

　
［
o
］
と
［
o
］
は
現
代
英
語
で
対
立
し
な
い
の
で
、
一
つ
の
言
㌔
に

　
表
記
さ
れ
る
。
し
か
し
、
冒
］
と
［
巳
も
対
立
し
な
い
の
だ
が
、

　
こ
の
二
つ
を
一
音
（
構
造
言
語
挙
で
は
「
音
素
」
と
呼
ぶ
）
と
し
て

．
い
る
人
は
少
数
で
あ
る
の
で
、
差
異
を
強
調
す
る
理
論
に
も
徹
底
し

　
て
い
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
が
判
る
。

（
9
）
　
尾
関
周
二
『
言
語
と
人
間
』
大
目
書
店
、
一
九
八
三
年
、
＝
二

　
七
頁

（
1
0
）
　
J
・
B
・
キ
ャ
ロ
ル
（
詫
摩
武
俊
訳
）
『
一
一
冒
語
と
恩
考
』
岩

　
波
書
店
、
一
九
七
二
年
、
一
七
六
員
よ
り
訳
文
を
借
用
。
｝
－

　
峯
ケ
O
島
卜
§
寒
奏
“
§
O
秦
章
邑
S
軋
§
ミ
札
ミ
［
＆
1
耳
』
－
｝
－

　
○
彗
冒
＝
］
一
H
温
p
o
や
昌
N
－
宕

（
1
1
）
　
逆
に
、
た
と
え
ぱ
フ
ー
コ
ー
の
よ
う
に
、
文
法
の
被
壊
に
積
極

　
的
な
意
味
を
見
い
出
せ
る
の
も
フ
ラ
ン
ス
な
ら
で
は
で
あ
っ
て
、
お

　
ぴ
た
だ
し
い
方
言
や
階
級
語
が
複
雑
に
共
存
を
許
さ
れ
て
い
る
所

　
（
た
と
え
ぱ
英
国
）
で
は
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。

（
1
2
）
　
正
確
に
は
、
一
九
三
一
年
に
発
表
さ
れ
た
ゲ
ー
デ
ル
『
プ
リ
ン

　
キ
ビ
ァ
・
マ
テ
マ
テ
ィ
カ
お
よ
び
類
似
の
諸
体
系
の
形
式
的
に
決
定

　
不
可
能
な
命
魍
に
つ
い
て
　
1
』
の
第
二
の
部
分
。
竹
内
外
史
『
ゲ

　
ー
デ
ル
』
目
本
評
論
社
、
一
九
八
六
年
、
参
照
。

（
1
3
）
　
前
掲
書
、
三
四
員
及
び
一
三
員
。

（
1
4
）
柄
谷
行
人
「
形
式
化
の
藷
間
魑
」
（
『
現
代
恩
想
』
一
九
八
一
年

　
九
月
号
）
、
『
隠
楡
と
し
て
の
建
築
』
講
談
社
、
一
九
八
三
年
、
九
九
、

　
一
一
四
、
二
一
五
頁
よ
り
引
用
。
デ
リ
ダ
の
厩
犬
で
難
解
な
著
作
を

　
整
理
し
て
紹
介
す
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
困
難
で
あ
る
。
當
山
太
佳
夫

　
は
「
デ
リ
ダ
の
発
言
の
な
か
で
お
そ
ら
く
最
も
異
様
な
印
象
を
残
す

　
も
の
の
一
つ
は
『
テ
ク
ス
ト
の
外
部
に
は
何
も
な
い
』
と
い
う
明
確

　
す
ぎ
る
断
定
で
あ
る
」
と
言
い
、
「
テ
ク
ス
ト
万
能
主
義
を
、
テ
キ

　
ス
ト
自
律
論
を
、
デ
リ
ダ
は
否
定
す
る
」
と
し
て
、
犀
内
＄
昌
o
さ

　
b
ざ
ざ
軸
§
｝
§
｛
§
o
§
“
§
意
o
§
ミ
o
§
ミ
§
ミ
ミ
§
ぎ
ぎ
、
夕
宅
o
o
♪

　
勺
？
冨
ω
1
塞
を
引
用
し
て
い
る
（
『
現
代
恩
想
』
一
九
八
五
年
八

　
月
号
、
く
o
－
．
冨
1
℃
　
三
八
～
九
頁
）
が
、
デ
リ
ダ
自
身
の
一
冒
葉
（
著

　
者
の
意
図
！
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
デ
リ
ダ
の
理
論
か
ら
は
、
自
偉
し

　
た
テ
キ
ス
ト
（
言
語
の
系
・
メ
ビ
ウ
ス
の
帯
）
を
外
か
ら
動
か
す
契

　
機
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
私
の
仕
事
を
と
ら
え
て
・
あ
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れ
は
言
語
の
彼
方
に
は
何
も
な
い
、
わ
れ
わ
れ
は
言
語
の
内
に
幽
閉

　
さ
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
だ
と
言
い
た
て
る
批
評
家
に
で
く
わ
す
と
、

　
た
だ
た
だ
あ
き
れ
ま
す
ね
。
そ
れ
と
正
反
対
の
主
張
を
し
て
い
る
わ

　
け
で
す
か
ら
L
（
雷
山
訳
）
と
小
う
デ
リ
ダ
の
言
葉
を
読
む
と
、
彼

　
の
議
論
の
難
解
さ
は
、
理
論
の
難
解
さ
で
は
な
く
、
理
論
の
混
乱
の

　
難
解
さ
だ
と
思
え
て
く
る
。
彼
の
「
理
論
」
は
、
彼
の
「
主
張
」
を

裏
切
っ
て
い
る
。

（
∬
）
　
桶
谷
自
身
が
明
示
し
て
そ
う
言
っ
て
い
る
と
い
、
つ
意
味
で
は
な

　
い
。
彼
の
論
を
追
っ
て
行
け
ぱ
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
意

　
味
で
あ
る
。

（
1
6
）
　
』
o
ヨ
凹
↓
甘
葭
自
O
自
昌
o
’
◎
ミ
b
雨
o
o
ミ
｝
ミ
ミ
o
ぎ
o
ぎ
　
一
〇
〇
〇
少
や
い
ρ

（
〃
）
　
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
批
判
は
多
か
れ
少
な
・
か
れ
解
体
批
評
の

　
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
フ
ェ
、
ミ
ニ
ス
ト
批
評
と
マ
ル

　
ク
ス
主
義
批
評
、
読
者
論
の
三
つ
は
、
こ
こ
で
は
外
し
て
考
え
る
必

　
要
が
あ
る
。
フ
．
一
ミ
ニ
ス
ト
批
評
の
中
で
も
、
た
と
え
ぱ
エ
ル
マ
ン

　
（
峯
胃
｝
目
＝
冒
彗
p
掌
ぎ
ぎ
詩
昧
s
｝
o
ミ
ミ
o
§
§
し
漂
o
o
）
等
は
、

　
論
理
そ
の
も
の
を
男
性
的
な
も
の
と
し
て
そ
の
解
体
に
向
お
う
と
す

　
る
が
、
こ
の
種
の
傾
向
を
別
と
す
れ
ば
、
全
体
と
し
て
こ
れ
ま
で
気

　
ず
か
れ
て
い
な
か
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
偏
向
を
照
し
出
し
、
批
評

　
の
普
遍
化
に
貢
献
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
等
は
何
れ
も
、
こ

　
こ
で
私
の
問
題
と
し
て
い
る
狭
義
の
記
号
諭
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。

（
1
8
）
　
た
と
え
ぱ
、
［
舘
］
と
［
と
（
盲
、
）
の
震
動
数
と
波
長
の
最
的

　
な
差
と
、
冨
戸
o
鼻
の
意
味
の
遼
い
を
論
じ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど

　
無
意
味
で
あ
る
。
唯
一
考
え
ら
れ
る
象
徴
音
の
立
場
（
た
と
え
ぱ

　
呂
軍
；
旨
胃
o
ゴ
酉
目
戸
皇
雨
o
ミ
雨
軸
ミ
“
雷
s
s
、
§
婁
ミ
、
§
竃
ミ
．

　
b
ミ
b
ミ
曳
軋
争
ミ
O
ミ
ー
、
ミ
ミ
ー
ミ
ざ
き
S
8
）
も
、
言
語
系
の
外
の

　
要
素
を
持
ち
込
む
も
の
で
あ
っ
て
、
記
号
論
の
容
易
に
受
け
入
れ
る

　
も
の
で
は
な
か
ろ
う
o

（
1
9
）
　
O
津
o
－
o
叩
勺
o
易
o
P
冬
一
〇
辻
’
o
・
N
0
0
α

（
2
0
）
　
O
｛
』
宙
o
ρ
崖
o
蜆
∪
o
『
ユ
o
ぷ
b
冊
ざ
O
，
s
茗
“
§
ミ
ミ
o
軸
膏
・
－
り
α
N
“
“
「

　
σ
｝
Ω
．
O
．
ω
O
－
く
里
岸
－
O
、
①
、
亀
§
§
富
、
ミ
o
簑
・
H
o
N
革

（
2
1
）
　
事
柄
の
真
偽
で
は
な
く
、
記
号
間
の
合
法
則
性
、
正
誤
を
も
っ

　
ぱ
ら
対
象
と
す
る
こ
と
。
不
正
確
で
あ
る
が
、
分
り
易
く
言
え
ぱ
、

　
言
葉
を
言
う
主
体
と
、
言
葉
の
指
し
示
す
対
象
の
両
方
を
排
除
し
て

　
成
立
す
る
法
則
性
。

（
2
2
）
　
拙
稿
「
奮
葉
と
信
仰
」
（
前
掲
注
1
）
参
照
。

（
2
3
）
　
－
量
考
は
し
ば
し
ぱ
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
の
言
葉
に
登
場
す
る
が
、

　
○
向
詩
の
古
い
発
音
を
残
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
肌
）
　
現
在
で
も
ヨ
ー
ク
シ
ャ
以
北
で
は
［
昌
］
の
方
が
圧
倒
的
に
多

　
い
。

（
π
）
　
こ
こ
で
は
、
謂
わ
ゆ
る
c
篶
竃
．
岨
向
温
－
一
旨
の
こ
と
。
英
王

　
室
の
公
的
場
所
で
の
発
音
は
現
在
で
も
［
昌
］
で
あ
る
。

（
2
6
）
　
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
が
、
ゲ
ー
デ
ル
は
後
年
、
認
識

　
論
に
向
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
竹
内
外
史
、
前
掲
曹
、
一
一
八
～
九
員
。

（
2
7
）
　
『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』
講
談
社
、
一
九
八
O
年
、
二
＝
二

　
頁
。

（
2
8
）
　
同
書
、
二
＝
二
貢
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
挙
教
授
）
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