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は
じ
め
に

一　

ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
の
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム

二　

認
知
意
味
論
の
中
動
態
論

三　

文
体
論
と
い
う
視
座
か
ら

　

―
　

《
フ
ィ
グ
ー
ラ
》
か
ら
《
認
知
》
へ

四　

文
体
論
の
ヴ
ィ
ー
コ

五　

結
語

　

―
　

フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
前
後
を
踏
ま
え
て

は
じ
め
に

　

現
代
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
哲
学
者
・
文
化
批
評
家
ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
（
一
九
二
八
年-

）
は
、
近
年
《
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ

ズ
ム
》figural realism

と
い
う
歴
史
の
表
象
の
概
念
を
提
案
し
て
い
る
。
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
事

実
と
ま
っ
た
く
の
虚
構
と
の
中
間
に
想
定
さ
れ
る
歴
史
の
現
実
の
表
象
形
態
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
が
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
を

案
出
し
た
の
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
表
象
を
め
ぐ
る
カ
ル
ロ
・
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
ら
と
の
一
連
の
論
争
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
ホ
ワ
イ
ト

は
、
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
ア
イ
デ
ア
を
比
較
文
学
者
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
（
一
八
九
二-

一
九
五
七
年
）
の

文
化
多
元
論
と
レ
ト
リ
ッ
ク
の
つ
な
が
り
を
求
め
て

　

―
　

《
フ
ィ
グ
ー
ラ
》
か
ら
《
認
知
》
へ

吉
田
和
久
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《
フ
ィ
グ
ー
ラ
》figura

の
概
念
に
主
と
し
て
負
っ
て
い
る
。
フ
ィ
グ
ー
ラ
と
は
、
元
々
は
西
洋
古
典
の
レ
ト
リ
ッ
ク
（
修
辞
学
）
の
概

念
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
比
較
文
学
の
大
著
『
ミ
メ
ー
シ
ス
』（
一
九
四
六
年
）
に
お
い
て
西
欧
文
学
の
歴
史

全
体
を
通
観
し
た
際
に
、
自
ら
の
文
学
史
観
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
た
歴
史
の
概
念
で
も
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
は
、
文
学
史
観
と
し
て
の
フ

ィ
グ
ー
ラ
の
射
程
を
広
げ
、
そ
れ
を
歴
史
一
般
の
表
象
と
い
う
問
題
に
ま
で
応
用
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
、
フ
ィ
ギ
ュ

ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
は
十
分
に
練
ら
れ
た
ア
イ
デ
ア
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
論
文
で
私
は
、
ホ
ワ
イ
ト
の
達
成
を
踏
ま
え
、
そ

れ
を
多
角
的
に
検
討
し
、
現
代
に
お
け
る
文
化
多
元
論
に
資
す
る
も
の
と
し
て
更
に
鍛
錬
し
た
い
。

　

私
が
議
論
の
出
発
点
と
し
た
い
の
は
、
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
具
体
例
と
し
て
、
ホ
ワ
イ
ト
が
西
欧
語
文
法
の
《
中
動
態

（
中
間
構
文
）》
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
中
動
態
と
は
、
能
動
形
の
動
詞
で
受
動
の
意
味
を
表
す
、
能
動
態
と
受
動
態
の
中
間
に
あ

る
語
法
の
こ
と
を
指
す
。
能
動
態
と
受
動
態
の
中
間
形
態
と
し
て
の
中
動
態
は
ま
た
、
事
実
と
虚
構
の
中
間
形
態
で
あ
る
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ

ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
に
も
通
じ
て
い
る
、
と
ホ
ワ
イ
ト
は
言
う
。
し
か
し
、
こ
の
ホ
ワ
イ
ト
の
議
論
は
き
わ
め
て
不
十
分
で
あ
る
。
そ
こ
で

私
が
着
目
し
た
い
の
は
、
中
動
態
は
近
年
、
認
知
意
味
論
や
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
理
論
と
い
っ
た
、《
認
知
》
の
視
座
を
採
る
言
語
学
や
心

理
学
に
よ
っ
て
新
し
い
光
が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
認
知
科
学
は
、
中
動
態
の
性
質
を
《
探
索
活
動
》
や
《
公
共
性
》
と
い
っ

た
局
面
に
突
き
止
め
る
。
探
索
活
動
に
せ
よ
公
共
性
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
歴
史
の
表
象
や
文
化
の
多
元
性
と
い
う
問
題
群
に
も
大
い
に
通

じ
て
い
そ
う
な
概
念
で
は
あ
る
ま
い
か
。《
フ
ィ
グ
ー
ラ
》
や
《
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
》
と
《
認
知
科
学
》
と
の
間
に
は
、

ど
の
よ
う
な
連
関
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

こ
の
論
文
の
前
半
で
は
、
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
あ
ら
ま
し
を
紹
介
し
、
そ
れ
を
認
知
科
学
の
中
動
態
（
中
間
構
文
）
論

と
突
き
合
わ
せ
て
み
た
い
。
後
半
で
は
、
歴
史
や
文
化
の
表
象
論
と
認
知
科
学
と
い
う
、
表
立
っ
た
形
で
は
同
じ
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
こ

と
の
な
い
二
つ
の
学
問
領
野
の
あ
い
だ
に
隠
れ
て
い
る
連
関
を
探
っ
て
み
た
い
。
私
の
観
る
と
こ
ろ
で
は
、
認
知
科
学
と
表
象
論
の
接
点
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は
、《
文
体
論
》
と
《
ヴ
ィ
ー
コ
》
い
う
二
つ
の
局
面
に
見
出
せ
る
。

　

ま
ず
、《
文
体
論
》
に
つ
い
て
。
一
方
で
は
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
や
ホ
ワ
イ
ト
の
よ
う
な
文
化
や
歴
史
の
表
象
に
関
す
る
重
要
な
著
作

を
残
し
た
批
評
家
た
ち
は
皆
、
観
念
論
か
ら
構
造
論
へ
と
展
開
し
た
二
十
世
紀
の
文
体
論
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

他
方
、
文
体
論
は
二
十
世
紀
末
以
降
、《
認
知
》
と
い
う
視
座
か
ら
大
き
な
発
展
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
。
文
体
論
と
い
う
媒
介
項
を
介
在
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
や
文
化
の
表
象
論
と
認
知
科
学
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
更
に
ま
た
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
や

ホ
ワ
イ
ト
た
ち
に
は
何
が
見
え
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

次
に
、《
ヴ
ィ
ー
コ
》
に
つ
い
て
。
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
ホ
ワ
イ
ト
、
そ
し
て
認
知
科
学
は
皆
、
十
八
世

紀
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者
ジ
ャ
ン
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ヴ
ィ
ー
コ
（
一
六
六
八-

一
七
四
四
年
）
の
歴
史
・
言
語
思
想
の
影
響
を
深
く
受
け
て

い
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
ヴ
ィ
ー
コ
読
解
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
観
念
論
的
（
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
）、
構
造
論
的
（
ホ
ワ
イ
ト
）、
認
知
論
的
（
認

知
科
学
）
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
ヴ
ィ
ー
コ
観
の
相
違
を
見
定
め
る
こ
と
で
、
文
体
論
全
般
を
め
ぐ
る
諸
問
題
、
特
に
、

観
念
論
や
構
造
論
（
の
文
体
論
）
に
対
し
て
認
知
論
（
の
文
体
論
）
が
新
し
く
登
場
し
て
く
る
流
れ
や
そ
の
必
然
性
な
ど
が
明
ら
か
に
な

る
。

　

以
上
の
よ
う
な
読
解
と
議
論
を
通
し
て
、
歴
史
表
象
論
や
文
化
多
元
論
は
、《
認
知
》
の
視
座
を
導
入
す
る
こ
と
で
更
な
る
展
開
が
図

れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
最
終
的
に
示
唆
し
た
い
。
こ
の
論
文
の
副
題
に
付
し
た
よ
う
に
、《
フ
ィ
グ
ー
ラ
》
か
ら
《
認
知
》

へ
の
道
筋
を
描
き
出
し
て
み
た
い
。

一　

ホ
ワ
イ
ト
の
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
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ホ
ワ
イ
ト
は
、《
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
》
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
事
実
と
虚
構
の
中
間
に
あ
る
《
何
か
》
を
表
象
す
る

可
能
性
を
追
究
し
て
い
る
。
そ
の
具
体
例
の
一
つ
と
し
て
ホ
ワ
イ
ト
は
、
西
欧
語
文
法
の
《
中
動
態
（
中
間
構
文
）》
を
挙
げ
て
い
る
。

さ
て
近
年
、
中
動
態
は
、
認
知
科
学
を
取
り
入
れ
た
言
語
学
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
特
質
が
《
探
索
》
と
《
公
共
性
》
と
い
う
局
面
に
突
き

止
め
ら
れ
て
い
る
。《
事
実
と
虚
構
の
あ
い
だ
の
何
か
》
と
《
探
索
・
公
共
性
》
は
大
い
に
関
係
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
両
者
の
つ
な
が
り

は
未
だ
解
明
さ
れ
て
は
い
な
い
。
前
者
の
文
化
論
的
な
志
向
と
後
者
の
言
語
論
的
な
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
を
考
え
る

必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。

　

ま
ず
は
、
ホ
ワ
イ
ト
の
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
始
め
よ
う
。
そ
の
内
容
、
特
徴
、
問
題
点
に
つ
い
て
私
は
、
他
の
場
所

に
お
い
て
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
《
フ
ィ
グ
ー
ラ
》
と
の
関
連
で
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る（
1
）。
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
詳
し

い
紹
介
に
つ
い
て
は
そ
ち
ら
を
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
中
動
態
に
至
る
ま
で
の
流
れ
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

①　

ホ
ワ
イ
ト
は
「
歴
史
解
釈
の
政
治
学
」（
一
九
八
二
年
）
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
歴
史
認
識
の
《
政
治
性
》
の
問
題
を
提
起
し

た
。
歴
史
の
認
識
と
は
そ
も
そ
も
政
治
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
め
ぐ
る
修
正

史
観
や
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
主
張
や
歴
史
観
に
も
一
定
の
意
味
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
、
と
ホ
ワ
イ
ト
は
言

う
。

②　

こ
の
ホ
ワ
イ
ト
の
主
張
に
嚙
み
付
い
た
の
が
、
歴
史
家
で
あ
り
、
歴
史
叙
述
の
理
論
家
と
し
て
も
著
名
な
カ
ル
ロ
・
ギ
ン
ズ
ブ
ル

グ
（
一
九
三
九
年-

）
―
《
マ
イ
ク
ロ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
》
と
い
う
歴
史
表
象
の
概
念
を
提
示
し
て
い
る
―
で
あ
る
。
ギ
ン
ズ
ブ

ル
グ
に
よ
れ
ば
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
つ
い
て
の
様
々
な
解
釈
の
妥
当
性
を
ホ
ワ
イ
ト
の
よ
う
に
政
治
性
に
求
め
る
の
は
、
か
つ
て
イ

タ
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
支
持
し
た
哲
学
者
ジ
ョ
バ
ン
ニ
・
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
（
一
八
七
五-

一
九
四
四
年
）
の
議
論
の
焼
き
直
し
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に
過
ぎ
な
い
。
事
実
と
虚
構
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
は
あ
く
ま
で
も
峻
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ホ
ワ
イ
ト
の
議
論
は
、
こ
の
点
に

お
い
て
決
定
的
に
誤
っ
て
い
る
、
と
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
は
難
じ
る
。

③　

ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
の
批
判
を
受
け
て
ホ
ワ
イ
ト
は
、
歴
史
の
表
象
を
め
ぐ
る
《
事
実
》
と
《
虚
構
》
の
関
係
の
問
題
を
更
に
探
り
、

《
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
》
と
い
う
概
念
を
提
唱
す
る
に
至
っ
た
。

④　

フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
発
想
源
は
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
《
フ
ィ
グ
ー
ラ
》
で
あ
る
。
フ
ィ
グ
ー
ラ
は
元
々
は
古
典

古
代
に
起
源
を
持
つ
レ
ト
リ
ッ
ク
の
概
念
で
あ
る
が
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
そ
れ
を
歴
史
（
文
学
史
）
の
概
念
へ
と
転
換
さ
せ
た
。

歴
史
観
と
し
て
の
フ
ィ
グ
ー
ラ
に
お
い
て
は
、
時
間
的
に
前
後
し
て
乖
離
す
る
二
者
の
間
に
、《
予
兆
》
と
《
成
就
》
と
い
う
一
種

の
相
関
性
が
設
定
さ
れ
る
。

⑤　

こ
の
フ
ィ
グ
ー
ラ
の
概
念
に
示
唆
を
受
け
た
ホ
ワ
イ
ト
は
、
十
九
世
紀
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
の
《
歴
史
》
＝
《
事
実
》
と
二
十
世
紀

モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
《
歴
史
の
拒
否
》
＝
《
虚
構
》
と
い
う
一
般
に
流
布
し
て
い
る
対
比
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
に
別
様
な
解
釈
を

与
え
る
。
ホ
ワ
イ
ト
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
《
予
兆
》
と
し
て
、
ま
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
《
成
就
》
と
し
て
位
置
づ
け
、
後
者
に
一
段
高

い
地
位
を
与
え
る
。
つ
ま
り
、《
フ
ィ
グ
ー
ラ
と
し
て
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
》
が
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
主
た
る
内
実
で
あ

る
。

⑥　

フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
も
う
一
つ
の
発
想
源
が
、
西
欧
語
文
法
の
《
中
動
態
》
で
あ
る
。
中
動
態
は
、
言
語
論
的
に

は
能
動
態
と
受
動
態
の
あ
い
だ
の
中
間
形
態
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
哲
学
的
に
は
主
体
と
客
体
の
あ
い
だ
の
、
表
象
論
的
に
は

事
実
と
虚
構
の
あ
い
だ
の
中
間
形
態
で
あ
り
、
二
項
を
媒
介
・
調
停
す
る
潜
在
力
を
持
つ
、
と
ホ
ワ
イ
ト
は
考
え
る
。

　

さ
て
、
①
〜
⑥
の
整
理
を
踏
ま
え
て
、
ホ
ワ
イ
ト
の
言
葉
を
実
際
に
聞
い
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
モ
ダ
ニ
ズ
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ム
に
つ
い
て
の
ホ
ワ
イ
ト
の
言
及
。

モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
は
、
そ
れ
以
前
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
対
す
る
反
動
で
あ
る
と
い
う
よ
り
か
は
、
そ
の
成
就
で
あ
る
、
と
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ

ハ
は
き
わ
め
て
明
確
に
特
徴
付
け
て
い
る
。
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
文
学
的
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
歴
史
か
ら
の
逃
避
で
あ
る
と
提
示
す

る
こ
と
は
し
な
い
。
確
か
に
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
文
体
的
か
つ
意
味
論
的
な
主
た
る
特
徴
に
つ
い
て
の
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
説
明
は
、

そ
れ
が
十
九
世
紀
の
歴
史
主
義
を
超
越
し
た
、
と
い
う
主
張
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を

十
九
世
紀
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
更
な
る
展
開
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
、
十
九
世
紀
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
現
実
と
歴
史
と
を
同
一
視
し
た
こ

と
の
成
就
と
し
て
―
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
歴
史
の
観
念
自
体
を
更
に
鍛
錬
す
る
も
の
と
し
て
―
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
私
に

は
思
わ
れ
る
。
歴
史
の
拒
否
と
見
え
る
も
の
は
、
そ
の
十
九
世
紀
の
形
態
の
更
な
る
エ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
二
十

世
紀
中
葉
に
お
い
て
成
就
さ
れ
始
め
る
《
フ
ィ
グ
ー
ラ
》
と
し
て
、
今
や
姿
を
現
す
の
で
あ
る
。
否
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
歴
史
で

は
な
く
、
そ
の
十
九
世
紀
の
形
態
な
の
で
あ
る
。（
2
）

　

こ
の
一
節
で
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
対
し
て
フ
ィ
グ
ー
ラ
と
し
て
の
高
い
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

西
洋
文
学
史
で
は
通
常
、
十
九
世
紀
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
現
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
表
現
す
る
手
法
で
あ
る
一
方
、
二
十
世
紀
の
モ
ダ
ニ
ズ

ム
は
現
実
を
超
え
た
表
象
を
目
指
す
手
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
通
説
に
対
し
て
ホ
ワ
イ
ト
は
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
援
用
し
つ

つ
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
反
動
で
は
な
く
、
両
者
の
間
に
は
フ
ィ
グ
ー
ラ
的
な
関
係
が
あ
る
―
予
兆
と
成
就
と
い
う
内
的

な
関
連
が
潜
ん
で
い
る
―
と
主
張
す
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
予
兆
と
成
就
、
つ
ま
り
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
対
等
で

は
な
く
、
両
者
の
間
に
は
あ
る
種
の
優
劣
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
二
十
世
紀
中
葉
に
お
い
て
成
就
さ
れ
始
め
る
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《
フ
ィ
グ
ー
ラ
》」
と
い
う
よ
う
な
表
現
か
ら
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
ホ
ワ
イ
ト
が
言
う
「
フ
ィ
グ
ー
ラ
」
と
は
、
二
項
間
の
内

的
な
連
関
の
こ
と
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
成
就
と
い
う
よ
り
高
い
形
で
達
成
さ
れ
る
も
の
の
方
に
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ

の
意
味
に
お
い
て
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
《
フ
ィ
グ
ー
ラ
と
し
て
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
》
と
も
呼
ば
れ
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
ホ
ワ
イ
ト
は
、
こ
の
《
フ
ィ
グ
ー
ラ
と
し
て
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
》
は
ま
た
、
歴
史
（
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
）
の
表
象
の
問
題
に
も
示
唆

を
与
え
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
論
を
進
め
る
。

（
前
略
）
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
表
象
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
遭
遇
さ
れ
る
様
々
な
逸
脱
、
な
ぞ
、
行
き
詰
ま
り
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の

よ
う
な
実
際
に
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
出
来
事
を
表
象
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
に
多
く
を
負
い
過
ぎ
て
い
る
言
説
の
概

念
が
作
り
出
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
【
し
た
い
。】（
3
）

（
前
略
）
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
表
象
の
様
式
は
、
他
の
如
何
な
る
タ
イ
プ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
ろ
う
と
も
説
明
が
出
来
な
い
ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
【
そ
れ
自
体
】
と
そ
れ
を
経
験
す
る
こ
と
の
両
者
の
現
実
を
表
象
す
る
可
能
性
を
提
供
し
て
く
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。（
4
）

　

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
よ
う
な
歴
史
的
事
件
は
扱
う
の
が
極
め
て
難
し
い
。
一
方
で
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
よ
う
な
極
端
に
政
治
的
か
つ
非

人
道
的
な
事
件
に
つ
い
て
は
、
論
者
の
価
値
判
断
を
廃
し
て
、
事
実
の
み
が
中
立
公
平
で
客
観
的
な
立
場
か
ら
記
述
さ
れ
な
く
て
は
な
ら

な
い
、
と
す
る
一
般
に
支
配
的
な
考
え
が
あ
る
。
他
方
で
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
な
ど
実
際
に
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
類
の
極
端
に
主
観
的

な
議
論
も
後
を
絶
た
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
事
実
と
虚
構
、
あ
る
い
は
客
観
と
主
観
の
間
に
あ
っ
て
、（
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
）
歴
史
の
表

象
は
不
安
定
で
あ
る
。
問
題
を
か
く
捉
え
る
な
ら
ば
、
リ
ア
リ
ズ
ム
か
モ
ダ
ニ
ズ
ム
か
と
い
う
問
題
は
俄
然
現
実
性
を
帯
び
て
く
る
。
そ
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し
て
、
こ
こ
で
ホ
ワ
イ
ト
が
提
唱
す
る
の
が
、《
フ
ィ
グ
ー
ラ
と
し
て
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
》
と
い
う
見
方
を
援
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
フ
ィ

グ
ー
ラ
と
し
て
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、
単
純
に
歴
史
を
拒
否
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
予
兆
と
し
て
の
歴
史
を
は
ら
み
つ
つ
、
よ

り
高
い
次
元
で
の
成
就
と
し
て
の
歴
史
の
表
象
を
可
能
に
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
更
に
、
こ
の
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
は
「
中
動
態
」
へ

と
次
の
よ
う
に
橋
渡
し
さ
れ
る
。

能
動
態
と
受
動
態
に
お
い
て
は
、
動
詞
の
主
語
は
、
動
作
を
す
る
者
、
あ
る
い
は
、
さ
れ
る
者
と
し
て
、
そ
の
行
為
の
外
部
に
あ
る

と
想
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
中
動
態
に
お
い
て
は
、
主
語
は
そ
の
行
為
の
内
部
に
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。（
中
略
）
文

学
的
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、「
書
く
」
と
い
う
動
詞
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
能
動
的
な
関
係
で
も
受
動
的
な
関
係
で
も
な

く
、
む
し
ろ
中
動
態
的
な
関
係
な
の
で
あ
る
。（
5
）

　

こ
こ
で
ホ
ワ
イ
ト
は
、
①
文
法
の
能
動
態
と
受
動
態
の
対
立
が
（
文
学
や
歴
史
の
）
表
象
に
お
け
る
主
観
性
と
客
観
性
の
対
立
と
平
行

関
係
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
②
主
観
性
と
客
観
性
の
調
停
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
能
動
と
受
動
の
中
間
形
態
で
あ
る
中
動
態
が
示
唆

を
与
え
る
だ
ろ
う
こ
と
の
二
つ
の
論
点
を
主
張
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
こ
れ
は
興
味
深
い
議
論
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
内

実
は
大
ま
か
な
ア
イ
デ
ア
の
提
示
に
過
ぎ
ず
、
十
分
な
説
得
力
を
持
つ
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
そ
の
不
十

分
さ
の
一
端
は
、
時
間
性
の
点
な
ど
に
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。《
リ
ア
リ
ズ
ム
》
と
《
モ
ダ
ニ
ズ
ム
》
の
場
合
、
両
者
は
《
フ
ィ
グ
ー
ラ
》

に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
予
兆
と
成
就
と
い
う
時
間
的
な
前
後
関
係
（
通
時
性
）
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、《
能
動
態
》

と
《
受
動
態
》
の
場
合
、
両
者
の
あ
い
だ
に
時
間
は
介
入
せ
ず
、
あ
る
の
は
た
だ
共
時
的
関
係
の
み
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
点
を
考
慮
せ

ず
に
、
中
動
態
を
フ
ィ
グ
ー
ラ
と
単
純
に
等
価
視
で
き
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
湧
く
。
と
も
か
く
こ
こ
で
は
、
ホ
ワ
イ
ト
の
功
績
は
主
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と
し
て
問
題
提
起
の
次
元
に
あ
る
と
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
が
、
歴
史
叙
述
の
政
治
性
の
問
題
か
ら
始
ま
り
、
調
停
案
と
し
て
の
中
動
態
に
至
る
ま
で
の
議
論
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
こ
の
問

題
提
起
を
承
け
て
、
歴
史
や
文
化
の
表
象
の
領
域
に
お
け
る
《
フ
ィ
グ
ー
ラ
》《
モ
ダ
ニ
ズ
ム
》《
中
動
態
》
な
ど
の
問
題
群
は
ど
の
よ
う

に
展
開
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
？

　

別
の
論
考
に
お
い
て
私
は
、
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
第
一
の
発
想
源
で
あ
る
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
フ
ィ
グ
ー
ラ
へ
立
ち
戻

り
、
こ
の
二
つ
の
概
念
の
特
徴
や
問
題
点
を
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る（
6
）。
そ
の
さ
し
あ
た
っ
て
の
結
論
は
、〈
フ
ィ
グ
ー
ラ
と
は
《
歴
史

主
義
》
と
《
観
念
論
》
の
一
種
奇
妙
な
結
合
体
で
あ
り
、
そ
の
奇
妙
な
性
格
は
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
に
ま
で
持
ち
越
さ
れ
て

い
る
ら
し
い
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
歴
史
主
義
と
は
、
過
去
と
現
在
と
の
直
接
の
つ
な
が
り
を
求
め
る
思
想
で
あ
る
。
観
念
論
は
、

歴
史
の
総
体
を
弁
証
法
の
視
点
か
ら
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
捉
え
よ
う
と
す
る
哲
学
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
は
、
同
じ
ド
イ
ツ
の
地
で
育

ま
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
実
を
か
な
り
異
に
す
る
歴
史
観
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
相
違
に
つ
い
て
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
あ

ま
り
自
覚
し
て
い
な
い
風
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
っ
て
も
、
フ
ィ
グ
ー
ラ
は
成
功
し
た
。
そ
れ
は
、『
ミ
メ
ー
シ
ス
』
の
規
模
雄
大
な

文
学
史
観
を
支
え
、
更
に
ま
た
、
彼
の
現
代
文
明
批
評
の
基
盤
と
も
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
は
試

論
の
域
を
脱
し
切
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
フ
ィ
グ
ー
ラ
の
隠
れ
た
問
題
点
―
歴
史
主
義
と
観
念
論
の
混
交
―
を
ホ
ワ
イ

ト
が
あ
ま
り
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
私
は
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
に
私
は
、
二
十
世
紀
終
り
の
《
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ

ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
》
か
ら
二
十
世
紀
前
半
の
《
フ
ィ
グ
ー
ラ
》
へ
と
遡
る
形
で
、
い
わ
ば
後
ろ
向
き
に
問
題
の
所
在
を
探
っ
た
の
で
あ
っ

た
。

　

さ
て
こ
の
論
文
で
は
、
今
度
は
逆
に
前
向
き
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
っ
て
み
た
い
。
つ
ま
り
、
文
化
批
評
に
何
か
を
教
え
て
く
れ
る
か
も

知
れ
な
い
他
分
野
の
進
ん
だ
成
果
を
参
照
し
た
い
。
材
料
と
す
る
の
は
、
ホ
ワ
イ
ト
が
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
モ
デ
ル
の
一
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つ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
中
動
態
で
あ
る
。
そ
し
て
探
究
の
手
掛
か
り
と
す
る
の
は
、
認
知
意
味
論
や
生
態
心
理
学
と
い
っ
た
認
知
科
学
が

中
動
態
に
つ
い
て
示
す
知
見
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
の
中
動
態
論
は
最
前
見
た
通
り
極
め
て
中
途
半
端
な
も
の
だ
が
、
認
知
科
学
が
中
動
態

に
つ
い
て
示
す
洞
察
に
は
一
日
の
長
が
あ
る
感
じ
で
あ
る
。
認
知
科
学
は
、
言
語
や
文
化
を
人
間
と
環
境
の
あ
い
だ
の
《
交
渉
》
と
し
て

位
置
づ
け
る
志
向
を
強
く
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
認
知
科
学
は
中
動
態
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
《
探
索
活
動
》
の
一
種
で
あ
り
、
ま
た

《
公
共
性
》
を
持
つ
、
と
教
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
諸
局
面
に
お
い
て
、
認
知
科
学
は
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
に
多
く
を
教
え

て
く
れ
そ
う
で
あ
る
。

二　

認
知
意
味
論
の
中
動
態
論

　

こ
こ
で
改
め
て
、《
中
動
態
（
中
間
構
文
）》
と
は
何
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
中
動
態
は
、
印
欧
語
で
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
や
古
典

ギ
リ
シ
ャ
語
に
も
見
ら
れ
る
ほ
ど
古
く
か
ら
存
在
す
る
文
法
事
象
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
現
代
英
語
を
例
に
取
り
た
い（
7
）。
“This 

car 

handles sm
oothly.

”こ
の
よ
う
な
文
を
中
動
態
（
中
間
構
文
）
と
呼
ぶ
。
同
じ
内
容
は
“One can handle this car sm

oothly.

”と
も
、

あ
る
い
は
、
“This car can be handled sm

oothly by any driver.

”と
も
書
け
る
。
つ
ま
り
、
中
動
態
の
文
の
内
容
は
能
動
態
で
も

受
動
態
で
も
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
で
き
る
。
中
動
態
の
文
は
、
動
詞
が
能
動
形
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
意
味
の
点
で
は
、
受
動
形
に
近
い
。

そ
れ
で
あ
っ
て
も
、
中
動
態
の
文
は
、（
先
の
例
で
は
）
“by any driver
”の
よ
う
な
行
為
者
を
示
す
副
詞
句
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
出

来
な
い
と
い
う
点
で
、
受
動
態
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
が
中
動
態
の
文
法
的
特
徴
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
文
法
事
象
を
認
知
科
学
は
ど
の
よ
う
に
分
析
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

認
知
科
学
自
体
が
比
較
的
新
し
い
分
野
で
あ
り
、

ま
た
現
段
階
で
は
、
伝
統
的
な
人
文
学
と
の
距
離
も
否
め
な
い
こ
と
を
鑑
み
て
、
ま
ず
は
、
認
知
科
学
（
こ
こ
で
関
係
す
る
の
は
主
と
し
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て
認
知
意
味
論
と
生
態
心
理
学
）
の
前
提
を
簡
単
に
整
理
紹
介
し
、
そ
の
後
に
、
認
知
科
学
が
中
動
態
に
つ
い
て
示
す
知
見
を
み
て
み
た

い
。

　

認
知
意
味
論
と
生
態
心
理
学
の
概
要
か
ら
始
め
よ
う
。
認
知
科
学
の
領
野
で
は
、
言
語
学
と
し
て
の
前
者
に
心
理
学
と
し
て
の
後
者
を

接
続
さ
せ
て
、
前
者
の
議
論
を
活
性
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
向
が
あ
る（
8
）。

Ⓐ　

言
語
研
究
の
二
つ
の
立
場
―
言
語
能
力
に
つ
い
て
、
現
代
言
語
学
に
は
二
つ
の
考
え
が
あ
る
。
一
つ
は
言
語
能
力
を
《
自
律
的

な
も
の
＝
モ
ジ
ュ
ー
ル
》m

odule

と
捉
え
る
も
の
で
、
生
成
文
法
が
こ
の
立
場
を
採
る
。
も
う
一
つ
は
、
言
語
に
限
ら
な
い
《
認

知
能
力
》
の
全
般
が
言
語
能
力
の
形
成
に
影
響
し
て
い
る
と
い
う
考
え
が
あ
り
、
認
知
意
味
論
は
こ
の
立
場
を
採
る
。

Ⓑ　

捉
え
方
の
意
味
論

―
認
知
意
味
論
の
基
本
的
な
姿
勢
は
、《
捉
え
方
の
意
味
論
》
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
話
者
や
認

識
表
現
者
が
ど
の
よ
う
な
対
象
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
表
現
す
る
の
か
、
ま
た
、
そ
う
し
た
捉
え
方
を
背
後
か
ら
支
え
る
認
知
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
は
何
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
の
問
題
提
起
で
あ
る
。

Ⓒ　

認
知
意
味
論
と
生
態
心
理
学
の
接
点
―
認
知
意
味
論
と
生
態
心
理
学
は
〈
人
間
は
身
体
を
通
し
て
世
界
を
知
る
〉
と
い
う
視
座

を
共
有
す
る
。
認
知
意
味
論
は
、
身
体
と
環
境
の
相
互
作
用
の
中
に
意
味
の
発
生
の
場
を
求
め
て
い
る
。
生
態
心
理
学
は
、
事
物
の

知
覚
と
自
己
の
知
覚
が
相
補
的
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
。

Ⓓ　

認
知
意
味
論
か
ら
生
態
心
理
学
へ
―
認
知
意
味
論
と
生
態
心
理
学
の
あ
い
だ
に
は
相
違
も
あ
る
。
認
知
意
味
論
は
、
言
葉
の
意

味
は
人
間
の
側
に
あ
る
概
念
化
の
過
程
に
存
在
す
る
と
考
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
生
態
心
理
学
は
、
事
物
の
意
味
と
は
知
覚
者
が
主

観
的
に
構
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
環
境
の
中
に
客
観
的
に
存
在
す
る
何
か
だ
と
考
え
る
。
認
知
意
味
論
の
主
観
主
義
と
生
態
心
理

学
の
客
観
主
義
は
か
く
異
な
る
ゆ
え
に
、
言
語
と
身
体
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
生
態
心
理
学
の
客
観
主
義
に
拠
っ
た
言
語
論
が
展
開
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さ
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
―
す
ぐ
後
に
見
る
よ
う
に
、
生
態
心
理
学
が
言
語
論
へ
貢
献
す
る
可
能
性
の
一
つ
の
局
面
が
中
動
態

論
で
あ
る
。

Ⓔ　

ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
―
生
態
心
理
学
の
中
心
概
念
の
一
つ
が
《
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
》affordance

で
あ
る
。
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
は

環
境
の
中
に
お
い
て
事
物
と
知
覚
者
と
の
関
係
と
し
て
存
在
す
る
、
と
生
態
心
理
学
は
考
え
る
。

Ⓕ　

ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
と
探
索
―
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
を
関
係
と
捉
え
る
生
態
心
理
学
は
、
知
覚
に
つ
い
て
も
、
人
間
の
側
が
外
部
の

刺
激
を
受
動
的
に
受
け
取
る
も
の
と
は
捉
え
な
い
。
生
態
心
理
学
の
考
え
る
知
覚
は
、
よ
り
能
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
生
態
心
理
学

は
、
知
覚
を
成
立
さ
せ
る
知
覚
者
の
能
動
的
な
活
動
を
《
探
索
活
動
》
と
呼
ぶ
。
知
覚
に
よ
る
情
報
の
獲
得
の
背
後
に
は
、
必
ず
探

索
の
過
程
を
観
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

Ⓖ　

エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
セ
ル
フ
―
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
の
考
え
方
の
基
盤
に
あ
る
の
は
、
環
境
の
知
覚
と
自
己
の
知
覚
は
相
補
的
で
あ

り
、
世
界
を
知
覚
す
る
こ
と
は
同
時
に
自
己
を
知
覚
す
る
こ
と
だ
、
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
こ
う
し
て
知
覚
さ
れ
た
自
己
は
《
エ
コ

ロ
ジ
カ
ル
・
セ
ル
フ
》ecological 

self

と
呼
ば
れ
る
。
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
セ
ル
フ
は
、
能
動
的
な
移
動
に
伴
う
環
境
の
見
え
や
、

事
物
に
対
す
る
能
動
的
な
働
き
か
け
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
、
そ
の
事
物
の
見
え
に
伴
っ
て
知
覚
さ
れ
る
自
己
の
こ
と
で
あ
る
。

Ⓗ　

イ
ン
タ
ー
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
セ
ル
フ

―
生
態
心
理
学
の
捉
え
る
自
己
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
局
面
が
、《
イ
ン
タ
ー
パ
ー
ソ
ナ

ル
・
セ
ル
フ
》interpersonal self

で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
セ
ル
フ
は
、
他
者
に
対
す
る
能
動
的
な
働
き
か
け
に
対
す

る
結
果
と
し
て
生
じ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
ま
た
、
自
分
が
相あ

い

対
す
る
人
物
の
見
え
に
伴
っ
て
知
覚
さ
れ
る
自
己
で
あ
る
。

Ⓘ　

直
接
に
知
覚
さ
れ
る
自
己
と
自
己
の
公
共
性
―
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
セ
ル
フ
と
イ
ン
タ
ー
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
セ
ル
フ
を
統
合
し
て
、

《
直
接
に
知
覚
さ
れ
る
自
己
》directly perceived self

と
呼
ぶ
。
こ
こ
で
は
、
他
者
を
介
し
て
事
物
と
関
わ
り
合
い
、
事
物
を
介

し
て
他
者
と
関
わ
り
合
う
と
い
う
共
同
注
意
に
基
づ
く
三
項
関
係
（
自
己-

他
者-
事
物
）
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
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三
項
関
係
は
ま
た
、《
自
己
の
公
共
性
》
へ
連
な
っ
て
も
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
が
認
知
意
味
論
と
生
態
心
理
学
の
概
要
で
あ
る
。《
探
索
》
と
《
公
共
性
》
と
い
う
論
点
を
ま
ず
は
押
さ
え
て
お
い
て
い
た

だ
き
た
い
。
こ
の
整
理
を
踏
ま
え
て
次
に
、
認
知
科
学
（
特
に
生
態
心
理
学
）
の
視
座
を
中
動
態
と
い
う
言
語
形
態
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
る
の
だ
ろ
う
か
？

①　

生
態
心
理
学
の
言
語
論
へ
の
応
用
＝
ゼ
ロ
形
の
意
味
論
―
話
し
手
が
自
分
自
身
を
表
現
す
る
方
法
に
は
、
一
般
的
な
一
人
称
代

名
詞
を
使
う
場
合
に
加
え
て
、
一
人
称
代
名
詞
を
使
わ
ず
に
自
分
の
こ
と
を
表
現
す
る
形
式
が
あ
る
。
こ
れ
を
《
ゼ
ロ
形
》
と
い
う
。

②　

エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
セ
ル
フ
と
ゼ
ロ
形
―
ゼ
ロ
形
に
お
い
て
は
、
話
し
手
は
自
分
自
身
に
と
っ
て
の
視
野
の
中
に
含
ま
れ
て
は
い

な
い
が
、
話
し
手
が
そ
の
場
に
存
在
し
知
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
話
し
手
が
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
セ
ル
フ

の
次
元
で
知
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
と
生
態
心
理
学
（
の
言
語
論
）
は
考
え
る
。

③　

ゼ
ロ
形
の
例
―
次
の
よ
う
な
ゼ
ロ
形
の
文
（
中
動
態
で
は
な
い
が
）
を
考
え
て
み
る
。
“Kyoto is approaching.

”客
観
的
に

見
る
な
ら
ば
、
こ
の
文
の
動
詞
“approach

”に
対
す
る
主
語
“Kyoto

”は
、
そ
も
そ
も
固
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
移

動
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
、
こ
の
文
は
論
理
的
で
は
な
い
と
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
視
点
を
人
間
中
心
的
に
し

て
、〈
こ
の
文
は
新
幹
線
で
京
都
に
向
っ
て
い
る
人
物
の
経
験
を
述
べ
て
い
る
〉
―
こ
れ
を
主
体
移
動
表
現
と
い
う

―
と
考
え

て
み
よ
う
。
す
る
と
、〈
こ
の
文
は
「
京
都
が
自
分
の
方
へ
近
づ
い
て
い
る
」
と
い
う
知
覚
経
験
を
人
間
主
体
を
中
心
に
述
べ
て
い

る
〉
と
も
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
こ
の
文
は
、
話
者
が
「
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
セ
ル
フ
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
た
め
に
音
形
の

あ
る
明
示
的
な
表
現
と
し
て
文
の
中
に
登
場
し
て
は
い
な
い
が
、
ゼ
ロ
形
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
」
と
言
え
る
。（
9
）



281　　文化多元論とレトリックのつながりを求めて

④　

中
動
態
の
特
徴
Ａ
＝
探
索
活
動
―
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
中
動
態
の
文
を
考
え
て
み
る
。
“Bureaucrats 

bribe 
easily.

”生

態
心
理
学
の
観
点
を
採
用
し
て
、
こ
の
文
は
ゼ
ロ
形
で
あ
り
、
そ
の
見
え
な
い
話
者
は
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
セ
ル
フ
の
次
元
に
あ
り
、

文
法
上
の
主
語
で
あ
るbureaucrats

は
見
え
な
い
話
者
に
対
し
て
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
の
関
係
を
持
っ
て
い
る
、
と
考
え
て
み
よ
う
。

す
る
と
こ
の
文
は
、
見
え
な
い
話
者
が
主
語
で
あ
るbureaucrats

に
対
し
てbribe

と
い
う
行
為
を
通
じ
て
能
動
的
に
働
き
か
け

て
い
る
様
子
（
買
収
を
持
ち
か
け
る
こ
と
）
を
描
い
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
状
況
を
敷
衍
説
明
す
る
な
ら
ば
、「
役
人
と
い

う
の
は
、
実
際
に
や
っ
て
み
れ
ば
（
買
収
し
て
み
れ
ば
）
わ
か
る
（
確
認
で
き
る
）
こ
と
だ
が
、
簡
単
に
買
収
で
き
る
も
の
だ
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。（
10
）生
態
心
理
学
の
用
語
を
使
え
ば
、
こ
の
文
は
一
種
の
《
探
索
活
動
》
を
表
現
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

⑤　

中
動
態
（
中
間
構
文
）
の
特
徴
Ｂ
＝
公
共
性
―
中
動
態
の
文
に
お
い
て
は
、
そ
の
知
覚
者
は
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
話

者
ま
た
は
話
者
を
含
め
た
一
般
の
人
と
解
釈
さ
れ
得
る
。
こ
れ
は
観
察
者
の
《
公
共
性
》
の
表
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
可
能
性
と
し

て
は
誰
も
が
知
覚
・
行
為
者
の
立
場
に
立
て
る
、
あ
る
い
は
知
覚
者
の
立
場
に
立
つ
可
能
性
が
あ
ら
ゆ
る
人
に
開
か
れ
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
の
例
で
言
え
ば
、
役
人
の
買
収
は
、《
私
》
と
い
う
特
定
の
個
人
が
意
図
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
ば
か
り
か
、

そ
れ
は
ま
た
、《
一
般
の
多
く
の
人
々
》
に
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
こ
の
文
は
示
唆
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

以
上
が
、
中
動
態
に
つ
い
て
認
知
科
学
が
示
す
知
見
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
要
点
を
繰
り
返
せ
ば
、
中
動
態
は
人
間
と
環
境
と
の
あ
い

だ
の
交
渉
（
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
）
と
い
う
局
面
を
反
映
し
て
い
る
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
中
動
態
の
特
質
と

は
、
話
者
の
対
象
へ
の
働
き
か
け
で
あ
る
《
探
索
》
で
あ
り
、
ま
た
、
話
者
と
他
の
話
者
と
の
間
に
共
有
さ
れ
る
《
公
共
性
》
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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こ
こ
で
、
歴
史
表
象
論
に
お
け
る
ホ
ワ
イ
ト
の
中
動
態
へ
の
着
目
と
、
中
動
態
の
特
質
に
つ
い
て
の
認
知
科
学
の
知
見
を
突
き
合
わ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
論
の
展
望
を
切
り
拓
き
た
い
。
前
者
が
中
動
態
に
問
う
の
は
、
人
間
が
対
象
（
歴
史
や
過
去
）
を
認
識
す
る
際
に

生
ま
れ
る
差
異
や
食
い
違
い
を
調
停
す
る
手
段
と
し
て
中
動
態
が
如
何
に
機
能
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
後
者
が
中
動
態
に

つ
い
て
示
す
の
は
、
環
境
の
中
に
あ
る
人
間
が
対
象
を
認
識
し
つ
つ
自
己
の
あ
り
方
を
つ
く
っ
て
ゆ
く
と
い
う
一
種
の
相
互
作
用
と
中
動

態
が
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
考
え
て
み
る
に
、
前
者
に
あ
っ
て
後
者
に
な
い
の
は
、《
環
境
》
と
い
う
メ
タ
レ

ヴ
ェ
ル
の
視
座
、
あ
る
い
は
、《
交
渉
》
や
《
相
互
作
用
》
と
い
う
局
面
に
お
い
て
文
法
事
象

―
延
い
て
は
文
化
事
象

―
を
捉
え
る

視
座
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

と
す
る
な
ら
ば
、
次
に
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
歴
史
認
識
は
人
間
と
環
境
の
相
互
作
用
に
如
何
に
切
り
結
ぶ
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
だ
が
、
こ
の
問
い
は
あ
ま
り
に
も
大
き
く
、
ま
た
雑
駁
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
答
え
る
代
わ
り
に
、
こ
こ
で
は
一
つ

の
小
さ
な
思
考
実
験
を
し
て
み
た
い
。
ホ
ワ
イ
ト
の
《
歴
史
》
や
《
歴
史
家
》
を
認
知
科
学
の
《
対
象
》
や
《
話
者
》
に
置
換
し
て
み
る

な
ら
ば
、
何
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
？

　

ま
ず
、
こ
の
置
換
作
業
に
よ
っ
て
〈
歴
史
認
識
と
は
、《
探
索
》
で
あ
り
、《
公
共
性
》
を
志
向
す
る
〉
と
い
う
命
題
が
誕
生
す
る
。
こ

の
命
題
を
私
な
り
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。
第
一
に
、〈
歴
史
認
識
と
は
、
過
去
に
本
当
は
何
が
起
こ
っ
た
の
か

を
突
き
止
め
る
作
業
で
あ
る
〉
と
考
え
る
の
で
は
十
分
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
。
む
し
ろ
歴
史
認
識
と
は
、
人
間
が

歴
史
（
過
去
）
を
《
探
索
》
す
る
作
業
、
つ
ま
り
、
歴
史
（
過
去
）
へ
の
《
問
い
か
け
》
と
い
う
未
来
志
向
の
営
為
で
あ
る
と
捉
え
た
方

が
よ
い
。
こ
れ
と
関
連
し
つ
つ
第
二
に
、
歴
史
認
識
は
《
公
共
性
》
を
志
向
す
る
知
的
作
業
で
あ
る
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
歴
史
認
識
に

お
い
て
自
己
と
他
者
の
見
解
が
相
違
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
自
己
と
他
者
は
結
局
の
と
こ
ろ
同
じ
対
象
を
見
て
お
り
、
こ
こ
で
成

立
す
る
《
自
己
／
他
者
／
対
象
》
の
三
項
関
係
は
何
ら
か
の
共
通
認
識
へ
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
い
う
点
で
、
歴
史
認
識
と
は
《
公
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共
性
》
を
探
る
作
業
で
あ
る
、
と
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

〈
歴
史
認
識
と
は
探
索
で
あ
り
、
公
共
性
を
志
向
す
る
〉
と
い
う
視
座
は
、
歴
史
認
識
の
難
題
に
一
つ
の
風
穴
を
開
け
て
い
る
よ
う
に
私

に
は
思
わ
れ
る
。
歴
史
認
識
の
政
治
性
は
常
に
難
題
で
あ
り
続
け
、
人
び
と
―
特
に
二
十
世
紀
中
葉
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
や
フ
ァ
シ
ズ
ム

を
経
験
し
た
後
の
世
界
に
生
き
る
者
た
ち
―
を
悩
ま
せ
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
議
論
の
行
き
詰
ま
り
や
沈
滞
に
対
し
て
、
認
知

科
学
は
何
か
前
向
き
な
も
の
を
示
唆
し
て
い
る
感
じ
が
す
る
。
ま
た
そ
の
射
程
は
、
歴
史
認
識
に
留
ま
ら
ず
、
広
く
文
化
論
一
般
―
特

に
文
化
の
多
元
性
を
め
ぐ
る
議
論
―
に
ま
で
及
ぶ
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
期
待
の
一
方
で
、
少
な
く
と
も
現
段
階
に
お
い
て
は
、
認
知
科

学
と
文
化
論
（
歴
史
表
象
論
）
の
つ
な
が
り
は
弱
く
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
中
で
は
、
か
ろ
う
じ
て
中
動
態
と
い
う
局
面
に
お
い
て
接
点

を
持
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
議
論
の
更
な
る
充
実
の
た
め
に
は
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
よ
り
強
い
妥
当
性
が
示
さ
れ
な
く
て
は
な
る
ま

い
。
私
と
し
て
も
、
議
論
を
進
め
る
べ
く
、
認
知
科
学
と
文
化
論
の
接
点
を
更
に
多
く
見
つ
け
た
い
と
考
え
る
。
こ
の
節
で
は
こ
れ
ま
で
、

認
知
科
学
が
文
化
論
に
教
え
る
も
の
に
専
ら
着
目
し
て
き
た
が
、
次
な
る
二
つ
の
節
で
は
舵
を
逆
向
き
に
と
り
、
少
し
前
の
文
化
論
か
ら

最
新
の
認
知
科
学
へ
と
向
う
流
れ
を
追
っ
て
み
た
い
。
最
初
の
手
掛
か
り
は
、《
文
体
論
》
で
あ
る
。

三　

文
体
論
と
い
う
視
座
か
ら
　

―
　

《
フ
ィ
グ
ー
ラ
》
か
ら
《
認
知
》
へ

　

前
節
で
は
、
歴
史
や
文
化
の
表
象
の
多
元
性
と
い
う
問
い
に
対
す
る
一
つ
の
ヒ
ン
ト
を
《
認
知
》
と
い
う
領
野
に
見
出
し
た
。
こ
の
こ

と
を
踏
ま
え
て
本
節
で
は
、
認
知
の
視
座
の
妥
当
性
を
、
少
し
別
の
角
度
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。
本
節
の
中
心
テ
ー
マ
は
、《
文
体
論
》

で
あ
る
。
文
体
論
と
い
う
媒
介
項
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
化
論
（
歴
史
表
象
論
）
と
認
知
科
学
の
乖
離
に
架
橋
で
き
る
、
つ
ま

り
、《
フ
ィ
グ
ー
ラ
》
か
ら
《
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
》
を
経
て
《
認
知
》
へ
至
る
ま
で
の
一
筋
の
道
を
つ
け
ら
れ
る
、
と
私
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は
考
え
る
。

　

本
節
で
は
、
二
つ
の
流
れ
を
確
認
し
、
そ
れ
ら
を
重
ね
合
わ
せ
る
形
で
議
論
を
進
め
た
い
。

　

最
初
の
流
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
《
文
体
論
》
で
あ
る
。
こ
の
議
論
に
お
い
て
は
、
二
十
世
紀
西
洋
で
生
ま
れ
た
文
体
論
の
三
つ
の
主
要
な

学
派
―
観
念
論
、
表
現
・
構
造
論
、
認
知
論
―
が
重
要
と
な
る
。
観
念
論
の
文
体
論
は
二
十
世
紀
初
頭
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
美
学
を
基
盤

に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
フ
ィ
グ
ー
ラ
の
概
念
も
こ
の
圏
内
に
あ
る
。
表
現
・
構
造
論
の
文
体
論
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル

の
弟
子
で
あ
る
バ
イ
イ
に
始
ま
り
、
そ
の
後
七
〇
年
代
を
中
心
に
、
構
造
主
義
言
語
学
や
文
化
記
号
論
と
結
び
つ
い
て
隆
盛
を
誇
っ
た
。

そ
し
て
、
二
十
世
紀
の
終
り
に
な
っ
て
、
認
知
論
の
文
体
論
が
登
場
し
た
。
認
知
論
の
文
体
論
は
、
人
間
の
言
語
認
識
と
身
体
の
関
係
に

着
目
す
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。

　

二
番
目
の
流
れ
は
、
歴
史
哲
学
者
・
文
化
批
評
家
と
し
て
の
ホ
ワ
イ
ト
の
著
作
の
展
開
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
三
つ
の
時
期
―
初
期
、

中
期
、
後
期

―
に
区
分
す
る（
11
）。
初
期
ホ
ワ
イ
ト
は
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
。
中
期
ホ
ワ
イ

ト
は
、『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』（
一
九
七
三
年
）
な
ど
に
お
い
て
、
歴
史
叙
述
の
記
号
論
的
分
析
と
い
う
新
し
い
分
野
を
切
り
拓
い
た
。
後

期
ホ
ワ
イ
ト
は
、
歴
史
表
象
の
多
元
性
の
問
題
を
追
究
し
、
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
概
念
を
提
示
し
た
。

　

二
つ
の
流
れ
を
こ
の
よ
う
に
整
理
し
た
上
で
重
ね
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
が
ど
こ
に
あ
る
の
か

と
い
う
こ
と
、
更
に
、
そ
の
先
へ
と
進
む
た
め
の
ヒ
ン
ト
の
一
つ
が
認
知
の
視
座
に
あ
る
こ
と
が
自
ず
と
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

　

ま
ず
問
題
に
つ
い
て
。
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
理
論
的
基
盤
を
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
フ
ィ
グ
ー
ラ
に
求
め
て
い
る
ホ
ワ
イ

ト
は
、
二
十
世
紀
西
欧
の
文
体
論
の
流
れ
を
い
わ
ば
《
遡
行
》
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ

ム
は
ま
た
、
フ
ィ
グ
ー
ラ
に
内
在
す
る
問
題
―
主
と
し
て
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
由
来
す
る
観
念
性
―
を
引
き
継
い
で
い
る
、
と
い
う
こ
と

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
次
に
ヒ
ン
ト
に
つ
い
て
。
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
議
論
が
袋
小
路
に
陥
っ
て
い
る
原
因
の
一
部
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が
そ
う
し
た
《
遡
行
》
と
い
う
方
向
に
あ
る
こ
と
に
観
る
私
は
、
問
題
解
決
の
方
途
の
一
つ
と
し
て
、
文
体
論
の
流
れ
を
《
順
行
》
す
る

こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
や
文
化
の
表
象
の
多
元
性
を
め
ぐ
る
議
論
に
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の

は
、
フ
ィ
グ
ー
ラ
（
の
観
念
性
）
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
認
知
（
の
身
体
性
）
の
視
座
な
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
る
。
こ
の
二
番

目
の
論
点
（
ヒ
ン
ト
の
局
面
）
に
お
い
て
、
本
節
の
議
論
は
前
節
の
そ
れ
と
つ
な
が
り
、
前
者
は
後
者
を
文
体
論
と
い
う
観
点
か
ら
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
更
に
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。

①　

観
念
論
の
文
体
論
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
、
初
期
ホ
ワ
イ
ト

　

西
洋
に
お
け
る
文
体
論
の
歴
史
は
古
典
古
代
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
ま
で
遡
る
ほ
ど
の
古
さ
を
持
つ
が
、
二
十
世
紀
初
頭
に
お
い
て
、
対
極

的
な
二
つ
の
大
き
な
学
派
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
後
の
文
体
論
研
究
の
流
れ
を
決
定
し
た
。
一
つ
は
観
念
論
の
文
体
論
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
表
現
の
文
体
論
で
あ
る（
12
）。
こ
の
項
で
は
、
前
者
と
フ
ィ
グ
ー
ラ
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
よ
う
。

　

観
念
論
の
文
体
論
学
派
が
そ
の
理
論
的
基
盤
と
し
た
も
の
に
は
、
二
つ
の
哲
学
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
つ
は
―
そ
の
名
が
端
的
に
示
す

よ
う
に
―
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
兄
弟
な
ど
の
十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
観
念
論
の
美
学
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
二
十
世
紀
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
美
学
で

あ
る
。

　

ド
イ
ツ
観
念
論
の
美
学
に
よ
る
と
、
芸
術
に
は
「
一
個
の
根
本
的
な
美
的
特
徴
が
存
在
」
し
、
そ
の
「
特
徴
が
芸
術
の
創
造
行
為
全
般

を
規
定
し
て
い
る
」
と
い
う
。
芸
術
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
の
課
題
は
、
そ
う
し
た
特
徴
が
個
別
の
作
品
に
お
い
て
如
何
に
独
自
に
構

造
化
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
次
の
よ
う
な
二
つ
の
帰
結
が
導
か
れ
る
。
一
つ
は
「
芸
術
の
形
式
は
文

化
的
に
限
定
を
受
け
た
美
的
変
調
の
一
部
を
内
に
蔵
し
て
い
る
」
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
そ
の
よ
う
に
「
文
化
的
に
限
定
さ
れ
た

美
的
変
調
は
、
そ
の
文
体
的
営
為
の
な
か
に
そ
の
ま
ま
解
読
す
る
こ
と
が
で
き
、
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
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た
、「
芸
術
的
創
造
行
為
と
一
体
と
な
っ
た
内
在
性
」
を
想
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
こ
の
内
在
性
は
（
中
略
）
解
読
の
手
段
に
よ
っ
て
分

析
と
発
見
の
対
象
と
な
る
」
と
考
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
分
析
こ
そ
が
（
観
念
論
の
）
文
体
論
の
仕
事
と
な
る（
13
）。

　

観
念
論
の
文
体
論
は
ま
た
、
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
（
一
八
六
六-

一
九
五
二
年
）
に
も
ま
た
、
そ
の
理
論

的
基
盤
を
負
っ
て
い
る
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
、
十
九
世
紀
西
欧
の
人
文
諸
科
学
に
お
け
る
主
要
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
っ
た
実
証
主
義
や
自
然

主
義
を
強
く
批
判
し
つ
つ
、
自
ら
の
新
観
念
論
の
哲
学
を
確
立
し
た
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
、『
美
学
』（
一
九
〇
二
年
）
に
お
い
て
、「
人
間

の
認
識
活
動
を
概
念
的
な
も
の
と
直
観
的
な
も
の
と
に
分
け
、
後
者
に
独
立
と
優
位
を
あ
た
え
、
言
語
の
本
質
を
直
観
で
あ
る
と
説
き
、

直
観
的
認
識
を
本
領
と
す
る
美
学
と
言
語
学
と
の
同
一
性
」
を
説
い
た（
14
）。
言
語
学
（
哲
学
）
の
基
盤
を
直
観
や
美
学
に
置
く
と
は
、

言
語
（
生
成
）
の
基
底
に
は
《
表
現
》（
あ
る
い
は
ポ
イ
エ
シ
ー
ス
）
が
あ
る
と
す
る
考
え
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
美
学
と
ド
イ
ツ
観
念

論
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
従
来
あ
ま
り
明
確
に
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
ド
イ
ツ
観
念
論
が
説
く
美
の
《
内
在
性
》
と
い
う
視

点
が
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
内
在
性
の
表
出
と
し
て
の
《
表
現
》
と
し
て
練
り
直
さ
れ
た
、
と
考
え
れ
ば
、
両
者
は
整
合
性
を
持
つ
だ

ろ
う（
15
）。

　

こ
う
し
た
―
ま
こ
と
に
観
念
論
的
な
―
美
学
に
影
響
を
受
け
た
二
十
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
の
文
芸
批
評
家
た
ち
―
カ
ー
ル
・
フ

ォ
ス
ラ
ー
（
一
八
七
二-

一
九
四
九
年
）、
レ
オ
・
ス
ピ
ッ
ツ
ア
ー
（
一
八
八
七-

一
九
六
〇
年
）
な
ど

―
は
、
言
語
学
や
文
献
学
に

お
け
る
十
九
世
紀
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
（
実
証
主
義
や
科
学
主
義
）
を
激
し
く
批
判
し
つ
つ
、
彼
ら
の
《
言
語
美
学
》
＝
《
観
念
論
の
文
体

論
》
を
作
り
上
げ
た
。
彼
ら
の
実
践
は
、「
一
種
の
文
体
批
評
で
あ
り
、
表
現
と
そ
の
表
現
を
創
作
し
使
用
す
る
個
人
や
集
団
と
の
関
連

を
研
究
す
る
」
も
の
で
、
言
語
分
析
と
文
芸
批
評
が
一
体
化
し
て
い
る
と
い
う
点
が
何
よ
り
の
特
徴
で
あ
る（
16
）。
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
も

ま
た
、
こ
の
観
念
論
の
文
体
論
学
派
の
代
表
的
な
批
評
家
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
ミ
メ
ー
シ
ス
』
の
各
章
は
、
長
文

の
テ
キ
ス
ト
の
引
用
と
そ
こ
に
見
ら
れ
る
文
体
的
な
特
徴
に
つ
い
て
の
詳
細
な
分
析
で
始
ま
る
。
そ
の
分
析
は
、
単
な
る
分
析
の
た
め
の
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分
析
に
終
わ
る
こ
と
は
な
く
、
最
終
的
に
は
そ
う
し
た
表
現
を
生
み
出
し
た
各
時
代
に
お
け
る
文
化
と
社
会
の
特
徴
に
つ
い
て
の
巨
視
的

な
考
察
へ
と
通
じ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
『
ミ
メ
ー
シ
ス
』
は
、
ま
こ
と
に
観
念
論
の
文
体
論
の
代
表
的
業
績
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ

わ
し
い
。

　

そ
し
て
、
そ
の
『
ミ
メ
ー
シ
ス
』
の
屋
台
骨
と
な
る
の
が
他
な
ら
ぬ
《
フ
ィ
グ
ー
ラ
》
の
概
念
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
、
観
念
論
に

色
濃
く
彩
ら
れ
て
い
る
。
フ
ィ
グ
ー
ラ
は
元
々
は
古
典
古
代
に
起
源
を
持
つ
古
い
レ
ト
リ
ッ
ク
の
概
念
で
あ
る
が
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は

そ
れ
を
歴
史
の
概
念
に
転
用
し
、『
ミ
メ
ー
シ
ス
』（
特
に
前
半
）
に
お
け
る
西
洋
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
文
学
史
の
展
開
を
分
析
す

る
際
に
、
フ
ィ
グ
ー
ラ
を
そ
の
基
盤
に
据
え
た
。
フ
ィ
グ
ー
ラ
を
め
ぐ
る
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
歴
史
哲
学
へ
の
転
換
を
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ

ハ
に
促
し
た
も
の
は
何
な
の
か
？

そ
れ
は
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
自
身
の
説
明
に
拠
る
限
り
で
は
、《
ド
イ
ツ
歴
史
主
義
》
―
ヘ
ー
ゲ

ル
の
弁
証
法
的
な
歴
史
哲
学
に
反
対
し
、
過
去
と
現
在
と
の
あ
い
だ
に
直
接
の
つ
な
が
り
を
求
め
る
思
想
―
で
あ
る（
17
）。
だ
が
、
近

年
の
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
研
究
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
ま
た
《
観
念
論
》
で
も
あ
る
、
と
い
う（
18
）。
彼
に
影
響
を
与
え
た
観
念
論
の
思
想
と

は
、
主
と
し
て
ヴ
ィ
ー
コ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ー
コ
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
な
ど
の
近
代
解
釈
学
的
な
意
味
に
お
け
る
《
現
在

か
ら
の
過
去
の
再
構
築
》
と
い
う
問
題
を
既
に
十
八
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
地
で
提
起
し
た
歴
史
哲
学
者
で
あ
る
。
ま
た
、
前
後
す
る
二
つ
の

要
素
が
よ
り
高
い
次
元
で
総
合
さ
れ
る
と
い
う
フ
ィ
グ
ー
ラ
の
時
間
構
造
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
的
な
歴
史
哲
学
と
の
類
似
が
認
め

ら
れ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
、
ヴ
ィ
ー
コ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
を
つ
な
ぎ
ま
と
め
る
形
で
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
直
接
の
影
響
を
与
え
た
の
は
、

ク
ロ
ー
チ
ェ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
、
人
間
の
想
像
力
を
知
性
の
桎
梏
か
ら
解
放
し
、
そ
れ
を
直
観
と
い
う
形
で
理
論
化

す
る
契
機
を
ヴ
ィ
ー
コ
か
ら
、
ま
た
、
絶
対
的
な
観
念
論
や
弁
証
法
思
想
を
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
受
け
継
い
で
い
る
。
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、

ク
ロ
ー
チ
ェ
の
『
ジ
ャ
ン
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ヴ
ィ
ー
コ
の
哲
学
』（
一
九
一
一
年
）
の
ド
イ
ツ
語
訳
者
で
あ
り
、
こ
の
書
物
の
特
質
で
あ

る
《
絶
対
的
観
念
論
》
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
な
い
と
は
考
え
に
く
い（
19
）。
か
よ
う
に
フ
ィ
グ
ー
ラ
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
元
々
の
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言
語
論
的
な
側
面
を
残
し
な
が
ら
も
、
ま
た
観
念
論
哲
学
に
色
濃
く
彩
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
観
念
論
の
文
体
論
の
特
質
を

典
型
的
に
示
し
て
い
る
。

　

さ
て
こ
こ
で
、
従
来
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
こ
の
議
論
に
関
連
す
る
論
点
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
そ
れ

は
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
哲
学
の
初
期
ホ
ワ
イ
ト
へ
の
影
響
で
あ
る
。
し
か
し
、
ホ
ワ
イ
ト
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
へ
の
関
心
は
、
言
語
美
学
や
文
体
論

の
領
域
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
《
自
由
の
哲
学
》
に
あ
っ
た（
20
）。

　

す
ぐ
後
に
見
る
よ
う
に
、
中
期
ホ
ワ
イ
ト
が
構
造
論
の
文
体
論
と
い
う
領
域
で
目
覚
し
い
達
成
を
示
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
初
期
の

ホ
ワ
イ
ト
が
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
関
心
を
も
ち
つ
つ
も
、（
観
念
論
の
）
文
体
論
に
言
及
し
な
い
の
は
不
思
議
で
さ
え
あ
る

―
ア
ウ
エ
ル
バ

ッ
ハ
へ
の
言
及
は
少
し
見
ら
れ
る
の
だ
が
。
も
し
か
し
た
ら
、
初
期
ホ
ワ
イ
ト
は
観
念
論
の
文
体
論
と
の
対
決
を
秘
め
つ
つ
、
初
期
か
ら

中
期
へ
と
自
ら
の
思
想
を
鍛
錬
さ
せ
て
い
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
初
期
ホ
ワ
イ
ト
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
へ
の
関
心
は
長
く
は
続

か
ず
、
中
期
で
は
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
へ
の
関
心
は
批
判
へ
と
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る（
21
）。
そ
れ
以
降
、
ホ
ワ
イ
ト
が
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
戻
っ
て

く
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
で
も
意
外
な
こ
と
に
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
（
絶
対
的
観
念
論
）
と
の
つ
な
が
り
は
伏
流
と
な
っ
て
続
い
た
と
も
見
れ

そ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ホ
ワ
イ
ト
自
身
は
全
く
自
覚
し
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
私
が
示
す
よ
う
に
、
後
期
ホ
ワ
イ
ト
が
フ
ィ
ギ
ュ

ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
概
念
を
練
る
際
に
依
拠
し
て
い
る
の
が
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
美
学
の
圏
内
に
あ
る
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
フ
ィ
グ
ー
ラ

で
あ
る
か
ら
だ
。

②　

表
現
の
文
体
論
、
構
造
論
（
記
号
論
）
の
文
体
論
、
中
期
ホ
ワ
イ
ト
の
『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』

　

二
十
世
紀
西
欧
に
お
い
て
、
文
体
論
の
領
野
で
は
、
観
念
論
と
拮
抗
す
る
も
う
一
つ
の
流
れ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
高

弟
で
あ
る
シ
ャ
ル
ル
・
バ
イ
イ
（
一
八
六
五-

一
九
四
七
年
）
が
唱
え
た
《
表
現
の
文
体
論
》
に
始
ま
り
、
ロ
ー
マ
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
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（
一
八
九
六-

一
九
八
二
年
）
な
ど
の
《
構
造
論
の
文
体
論
》（
記
号
論
）
へ
と
続
く
流
れ
で
あ
る
。

　

観
念
論
の
文
体
論
が
ド
イ
ツ
の
地
で
生
ま
れ
た
の
と
同
じ
頃
、
フ
ラ
ン
ス
や
ス
イ
ス
な
ど
の
仏
語
圏
で
は
、
バ
イ
イ
な
ど
ソ
シ
ュ
ー
ル

周
辺
の
言
語
学
者
た
ち
が
―
ド
イ
ツ
の
仲
間
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
―
十
九
世
紀
の
言
語
学
の
諸
傾
向
（
科
学
的
、
唯
物
論
的
、
決
定

論
的
、
歴
史
主
義
的
な
ど
）
に
反
対
し
つ
つ
、
新
し
い
運
動
を
立
ち
上
げ
た
。
彼
ら
は
「
こ
と
ば
を
物
理
的
世
界
の
不
動
の
法
則
に
支
配

さ
れ
る
物
質
的
な
実
体
と
見
な
す
こ
と
を
拒
否
」
し
、「
こ
と
ば
と
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
で
あ
り
、
思
考
の
伝
送
の
た
め
の

記
号
の
体
系
で
あ
る
」
と
考
え
、
思
考
と
言
語
の
関
連
の
探
究
へ
と
乗
り
出
し
た（
22
）。
彼
ら
は
「
文
法
の
心
理
学
・
社
会
学
に
関
心
を

寄
せ
、
言
語
体
系
の
内
部
で
、
言
語
記
号
（
音
、
語
、
統
辞
構
造
な
ど
）
と
そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
思
考
と
の
関
係
」
を
考
察
す

る（
23
）。
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
ら
は
、
自
ら
の
言
語
学
の
中
心
に
《
表
現
》
と
い
う
視
座
を
据
え
た
。
表
現
を
探
究
す
る
た
め
に
彼
ら
が

着
眼
す
る
の
は
、「
同
一
の
観
念
に
対
し
て
表
現
手
段
が
い
く
と
お
り
も
存
在
す
る
」
こ
と
で
あ
る（
24
）。
こ
れ
が
《
文
体
的
価
値
》
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
彼
ら
の
言
語
学
は
《
表
現
の
文
体
論
》
へ
と
展
開
し
て
行
く
。
表
現
の
文
体
論
は
、「
言
語
に
も
ち
い

ら
れ
る
い
く
つ
か
の
こ
と
な
っ
た
表
現
手
段
の
、
特
有
の
表
現
的
価
値
と
印
象
的
価
値
を
研
究
す
る
」（
25
）。
バ
イ
イ
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、

「
文
体
論
は
組
織
的
言
語
活
動
の
表
現
的
事
実
を
そ
れ
ら
の
情
感
的
内
容
の
観
点
か
ら
研
究
す
る
、
つ
ま
り
言
語
活
動
に
よ
る
感
受
性
事

実
の
表
現
な
ら
び
に
言
語
活
動
の
感
受
性
に
及
ぼ
す
作
用
を
研
究
す
る
」（
26
）。
こ
こ
で
「
感
受
性
」
と
い
う
語
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
バ
イ
イ
が
研
究
対
象
と
す
る
の
は
、
人
間
の
言
語
活
動
の
な
か
の
情
感
的
側
面
で
あ
る
。
バ
イ
イ
は
、「
文

学
的
天
才
の
個
人
的
創
造
は
さ
け
て
、
専
ら
一
般
民
衆
の
自
発
的
な
表
現
を
と
り
あ
げ
る
」（
27
）。
し
か
し
、
言
葉
の
情
感
的
内
容
と
い
っ

て
も
、
そ
れ
は
「
あ
る
与
え
ら
れ
た
ひ
と
つ
の
局
面
の
な
か
に
反
映
し
て
い
る
情
意
状
態
」
で
は
な
く
、「
主
と
し
て
言
語
構
造
と
そ
の

表
現
的
価
値
一
般
」
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る（
28
）。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、「
言
語
活
動
の
情
感
喚
起
的
性
能
を
「
表
現
性
（expressiv-

ité

）」
と
称
し
、
そ
の
機
能
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
」
す
る
表
現
の
文
体
論
は
、
ラ
ン
グ
の
文
体
論
で
あ
る（
29
）。
つ
ま
り
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
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言
語
学
の
基
本
テ
ー
ゼ
に
従
っ
て
、
言
語
活
動
（
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
）
の
個
人
的
使
用
を
言
（
パ
ロ
ー
ル
）
と
呼
び
、
そ
の
社
会
的
所
産
を

言
語
（
ラ
ン
グ
）
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
バ
イ
イ
の
表
現
の
文
体
論
は
パ
ロ
ー
ル
の
文
体
論
で
は
な
く
言
語
（
ラ
ン
グ
）
の
文
体
論
で
あ
る
の

だ
。

　

表
現
の
文
体
論
は
そ
の
後
、
ロ
ー
マ
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
な
ど
の
構
造
論
の
文
体
論
へ
と
発
展
的
な
展
開
を
遂
げ
る
の
だ
が
、
両
者
は

《
言
語
論
的
還
元
主
義
》
と
い
う
局
面
に
お
い
て
連
続
性
を
持
っ
て
い
る
。
バ
イ
イ
も
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
も
共
に
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

多
様
な
局
面
―
詩
的
な
性
格
、
表
現
性
、
レ
ジ
ス
タ
ー
（
特
有
な
言
語
の
使
い
方
）
な
ど
―
は
、
言
語
の
コ
ー
ド
（
こ
れ
は
ヤ
コ
ブ

ソ
ン
の
用
語
で
、
バ
イ
イ
の
ラ
ン
グ
に
相
当
す
る
）
の
特
徴
的
な
局
面
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
」
と
い
う
共
通
の
前
提

に
立
っ
て
い
る（
30
）。
二
人
は
共
に
、
①
「
発
話
や
文
章
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
な
妥
当
性
・
関
連
性
（relevance

）
は
無
か
ら

（ex 
nihilo

）
の
創
造
で
は
な
く
」、
②
「
こ
の
関
連
性
は
組
織
化
さ
れ
た
現
象
の
特
徴
的
な
シ
ス
テ
ム
の
中
に
源
泉
を
持
ち
」、
③
「
そ

う
し
た
シ
ス
テ
ム
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
言
語
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
」
と
考
え
る（
31
）。
こ
れ
ら
が
両

者
に
共
通
す
る
《
言
語
論
的
還
元
主
義
》
の
諸
局
面
で
あ
る
。

　

さ
て
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
新
し
さ
は
、
バ
イ
イ
が
《
表
現
》
と
い
う
概
念
で
探
っ
た
も
の
を
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
が
《
詩
的
言
語
（
言
語
の
詩
的

機
能
）》
を
解
明
す
る
と
い
う
形
で
追
究
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
次
の

六
つ
の
要
素
を
含
む
と
さ
れ
る

―
①
発
信
者
、
②
受
信
者
、
③
コ
ン
テ
ク
ス
ト
（
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
志
向
対
象
）、
④
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
発

信
者
と
受
信
者
の
あ
い
だ
で
交
わ
さ
れ
る
）、
⑤
接
触
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
物
質
的
媒
体
）、
⑥
コ
ー
ド
（
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
了
解
可

能
に
す
る
）。
こ
れ
ら
六
つ
の
要
素
は
、
具
体
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
面
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
際
立
つ
こ
と
が
あ
る
。
そ

う
し
た
場
合
の
特
徴
は
そ
れ
ぞ
れ
、
①
感
情
的
、
②
動
能
的
、
③
指
示
的
、
④
詩
的
、
⑤
交
話
的
、
⑥
メ
タ
言
語
的
と
な
る
。
こ
こ
で
注

目
す
べ
き
は
、
④
の
詩
的
言
語
の
場
合
で
あ
ろ
う
。
詩
的
言
語
に
お
い
て
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
そ
の
も
の
に
焦
点
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を
絞
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
詩
的
言
語
は
「
自
己
意
識
的
な
も
の
、
つ
ま
り
自
ら
の
性
質
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
音
型
、
語
法
、
統
語
法
な

ど
に
何
よ
り
も
ま
し
て
注
意
を
ひ
き
つ
け
、
自
ら
を
越
え
た
何
か
「
現
実
」
と
ま
ず
関
係
を
持
と
う
」
と
は
し
な
い（
32
）。
こ
の
時
、
誰

が
如
何
な
る
目
的
で
何
を
話
し
て
い
る
か
に
関
係
な
く
、
言
葉
そ
れ
自
体
が
私
た
ち
の
意
識
の
な
か
で
《
前
景
化
》
さ
れ
る
。
詩
的
言
語

は
「
自
己
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
様
式
こ
そ
が
主
題
」
で
あ
る（
33
）。

　

言
語
の
詩
的
機
能
に
関
す
る
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
理
論
―
詩
的
言
語
に
お
い
て
は
言
語
が
言
語
自
体
に
対
し
て
自
意
識
的
な
関
係
に
あ
る

と
す
る
考
え

―
で
は
、《
言
語
の
両
極
性
》
の
概
念
も
ま
た
重
要
と
な
る
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
《
パ
ラ
デ
ィ
グ
マ
テ
ッ

ク
（
連
合
的
）》paradigm

atic
と
《
シ
ン
タ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
（
連
辞
的
）》syntagm

atic

の
区
別
を
受
け
て
、《
隠
喩
》
と
《
換
喩
》

の
区
別
を
提
起
す
る
。
こ
の
二
つ
の
比
喩
の
型
式
は
、
二
つ
の
異
な
っ
た
実
体
を
同
じ
も
の
（
こ
れ
が
比
喩
の
主
題
と
な
る
）
と
し
て
提

示
す
る
点
に
お
い
て
、《
等
価
》
の
原
理
に
立
っ
て
い
る
が
、
以
下
の
よ
う
な
点
で
違
い
が
あ
る
。
隠
喩
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
記
号
は

も
う
一
つ
の
記
号
で
《
代
用
》
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
一
方
が
他
方
に
類
似
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
対
し
て
換
喩
に
お
い
て
は
、
一
つ
の

記
号
は
も
う
一
つ
の
記
号
に
《
連
接
》
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
両
者
の
あ
い
だ
に
近
接
上
の
連
想
の
関
係
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
隠
喩
は
一

般
に
パ
ラ
デ
ィ
グ
マ
テ
ッ
ク
で
あ
り
、
言
語
の
垂
直
の
関
係
を
用
い
る
が
、
換
喩
は
一
般
に
シ
ン
タ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
り
、
言
語
の
水

平
の
関
係
を
用
い
る
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
、
隠
喩
と
換
喩
を
二
項
対
立
の
関
係
に
あ
る
両
極
的
な
様
式
と
考
え
、
こ
の
二
項
対
立
が
更
に
、

《
選
択
》
と
《
結
合
》
と
い
う
言
語
記
号
の
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
支
え
る
と
す
る

―
「
与
え
ら
れ
た
発
話
（
メ
ッ
セ
ジ
）
は
、
あ
ら
ゆ

る
可
能
な
構
成
素
の
貯
蔵
庫
（
コ
ー
ド
）
か
ら
選
択
さ
れ
た
構
成
要
素
（
文
、
単
語
、
音
素
な
ど
）
の
結
合
で
あ
る
。」（
34
）こ
の
区
別
を

根
拠
と
し
て
、
言
語
の
詩
的
機
能
に
つ
い
て
の
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
有
名
な
定
義
が
生
ま
れ
る
―
「
詩
的
機
能
は
等
価
の
原
理
を
選
択
の
軸

か
ら
結
合
の
軸
へ
投
影
す
る
。」（
35
）あ
る
い
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
近
接
性
の
上
に
類
似
性
が
重

ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
詩
は
完
全
に
象
徴
的
、
多
様
で
多
義
的
な
本
質
を
得
る
こ
と
に
な
る
。（
中
略
）
詩
に
お
い
て
は
近
接
性
の
上
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に
類
似
性
が
重
ね
ら
れ
る
結
果
、
ど
の
換
喩
も
幾
分
隠
喩
的
で
あ
り
、
ど
の
隠
喩
も
換
喩
的
な
色
彩
を
帯
び
て
い
る
。」（
36
）そ
し
て
、
二

つ
の
比
喩
の
ど
ち
ら
が
際
立
つ
か
に
よ
っ
て
、
文
学
の
様
式
の
特
徴
が
決
ま
る
と
も
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
言
う
―
隠
喩
様
式
は
詩
に
お
い
て

前
景
化
し
、
換
喩
様
式
は
散
文
に
お
い
て
前
景
化
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
詩
的
言
語
の
特
徴
を
《
隠
喩
》
と
《
換
喩
》
と
い
う
レ
ト

リ
ッ
ク
の
概
念
を
使
っ
て
鮮
や
か
に
説
明
し
た
と
こ
ろ
に
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
詩
学
の
革
命
性
が
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
ホ
ワ
イ
ト
に
言
及
す
る
な
ら
ば
、
中
期
ホ
ワ
イ
ト
の
代
表
的
著
作
『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
は
、
構
造
論
の
詩
学
＝
文
体

論
の
圏
内
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
よ
う
。
ホ
ワ
イ
ト
は
『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
に
お
い
て
、
歴
史
叙
述
を
レ
ト
リ
ッ
ク
の
観
点
か
ら
分
析

し
た
。
彼
は
、
十
九
世
紀
西
欧
の
歴
史
家
た
ち
の
作
品
を
、
メ
タ
フ
ァ
ー
（
隠
喩
）、
メ
ト
ノ
ミ
ー
（
換
喩
）、
シ
ネ
ク
ド
キ
ー
（
提
喩
）、

イ
ロ
ニ
ー
（
反
語
法
）
と
い
う
四
つ
に
分
類
し
、
更
に
、
こ
の
四
つ
の
比
喩
が
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
お
け
る
プ
ロ
ッ
ト
の
組
み
方
、
議
論

の
仕
方
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
様
態
な
ど
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
す
る
。
隠
喩
は
、
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
は
空
想
的
で
あ
り
、
議
論
の
仕
方

は
形
態
論
的
で
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
は
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と
相
性
が
よ
い
。
以
下
、
組
み
合
わ
さ
る
要
素
だ
け
を
列
挙
す
る
。
換
喩

は
、
悲
劇
的
、
機
械
論
的
、
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
。
提
喩
は
、
喜
劇
的
、
有
機
体
的
、
保
守
主
義
。
反
語
法
は
、
風
刺
的
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト

的
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
類
に
対
応
す
る
代
表
的
な
歴
史
家
は
、
メ
タ
フ
ァ
ー
が
ミ
シ
ュ
レ
、
メ
ト
ノ
ミ
ー
が
ト

ク
ヴ
ィ
ル
、
シ
ネ
ク
ド
キ
ー
が
ラ
ン
ケ
、
イ
ロ
ニ
ー
が
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
歴
史
哲
学
や
歴
史
叙
述
論
の
領
野
に
レ
ト

リ
ッ
ク
と
い
う
言
語
論
的
な
視
座
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ホ
ワ
イ
ト
は
、
そ
れ
ま
で
や
や
沈
滞
の
気
味
の
あ
っ
た
こ
の
領
野
を
一
気

に
活
性
化
さ
せ
た
。

　

ホ
ワ
イ
ト
に
よ
る
と
、『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
の
分
析
手
法
の
基
盤
を
提
供
し
た
の
は
次
の
よ
う
な
書
物
で
あ
る
と
い
う

―
四
つ
の

比
喩
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
、
ケ
ネ
ス
・
バ
ー
ク
の
『
動
機
の
文
法
』（
一
九
四
五
年
）
と
ジ
ャ
ン
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ヴ
ィ
ー
コ
の
『
新

し
き
学
』（
一
七
二
五
年
）、
ま
た
、
プ
ロ
ッ
ト
の
組
み
方
の
区
分
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
、
ノ
ー
ス
ラ
ッ
プ
・
フ
ラ
イ
の
『
批
評
の
解
剖
』
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（
一
九
五
七
年
）。
だ
が
私
と
し
て
は
、『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
の
分
析
手
法
は
大
局
か
ら
見
る
と
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
な
ど
の
構
造
論
の
詩
学
＝

文
体
論
の
流
れ
に
棹
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い（
37
）。
ホ
ワ
イ
ト
（
ヴ
ィ
ー
コ
＝
バ
ー
ク
）
の
レ
ト
リ
ッ
ク
論
が
比
喩
を
四
つ
に
分

類
す
る
の
に
対
し
て
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
そ
れ
は
二
つ
で
あ
る
と
い
う
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
に
せ
よ
、
両
者
が
近
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と

は
見
紛
う
べ
く
も
あ
る
ま
い（
38
）。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
が
あ
の
よ
う
に
比
喩
の
理
論
を
鍛
錬
し
て
お
い
て
く
れ
た
ゆ
え
に
こ
そ
、
ホ
ワ
イ
ト
が

バ
ー
ク
や
ヴ
ィ
ー
コ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
論
に
文
体
論
と
い
う
視
座
か
ら
新
し
い
光
を
当
て
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
特
に
ヴ
ィ
ー
コ
に
関
し
て
は
、
そ
の
感
が
強
い
。
ヴ
ィ
ー
コ
は
長
い
間
い
わ
ば
忘
れ
ら
れ
た
思
想
家
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
ホ
ワ
イ

ト
は
、
そ
の
ヴ
ィ
ー
コ
の
優
れ
て
言
語
論
的
な
歴
史
哲
学
が
現
代
的
な
記
号
論
に
通
じ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
、
ヴ
ィ
ー
コ
の
再
生
復
活

に
成
功
し
た
。
ホ
ワ
イ
ト
は
い
わ
ば
、
現
代
に
お
け
る
ヴ
ィ
ー
コ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
最
大
の
功
労
者
の
一
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ヴ

ィ
ー
コ
再
評
価
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
ホ
ワ
イ
ト
の
鋭
い
洞
察
力
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
詩
学
が
隠
喩
と
換
喩
の
二
元
論

を
整
備
し
、
更
に
重
要
な
こ
と
に
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
論
を
文
化
論
の
領
域
に
ま
で
応
用
す
る
下
地
を
作
っ
て
お
い
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。

　

中
期
ホ
ワ
イ
ト
と
構
造
論
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
期
ホ
ワ
イ
ト
の
《
歴

史
の
詩
学
》
は
、
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
《（
構
造
主
義
の
）
記
号
論
》
の
議
論
で
あ
る
ば
か
り
か
、
ま
た
《
文
体
論
》
の
実

践
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
前
概
観
し
た
よ
う
に
、
構
造
論
の
文
体
論
は
表
現
の
文
体
論
か
ら
発
展
し
て
き
た
。（
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
）
記
号
論
の
祖
が
ソ
シ
ュ
ー
ル
で
あ
る
よ
う
に
、
構
造
論
の
文
体
論
も
ソ
シ
ュ
ー
ル
＝
バ
イ
イ
が
そ
の
起
源
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト

自
身
は
、
構
造
論
の
詩
学
（
文
化
記
号
論
）
と
い
う
視
座
に
は
極
め
て
自
覚
的
な
よ
う
だ
が
、《
文
体
論
》
と
い
う
表
現
は
あ
ま
り
使
わ

な
い
し
、
ま
し
て
や
構
造
論
の
文
体
論
に
先
立
つ
表
現
の
文
体
論
に
ま
で
言
及
す
る
こ
と
は
な
い
。『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
だ
け
を
読
ん

で
い
る
限
り
で
は
そ
れ
で
も
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
文
体
論
と
い
う
視
座
は
、
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
に
は
大
い
に
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関
わ
っ
て
い
る
―
繰
り
返
す
よ
う
に
、
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
は
大
局
的
に
は
観
念
論
の
文
体
論
の
領
野
で
発
想
さ
れ
て
い

る
と
私
は
観
て
い
る
。
つ
ま
り
、
文
体
論
と
い
う
視
座
を
採
用
す
る
と
、
中
期
ホ
ワ
イ
ト
の
構
造
論
と
後
期
ホ
ワ
イ
ト
の
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ

ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
（
こ
こ
に
前
期
ホ
ワ
イ
ト
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
流
の
《
自
由
の
哲
学
》
を
緩
や
か
に
加
え
て
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
）
と
の

あ
い
だ
に
隠
れ
て
い
る
有
機
的
な
つ
な
が
り
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
思
わ
れ
る
。
い
や
、
少
し
議
論
を
急
ぎ
す
ぎ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
は
本
節
全
体
の
結
論
で
も
あ
る
の
で
、
後
で
改
め
て
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

③　

一
九
八
〇
年
代
以
降
の
言
語
論
（
文
体
論
）
と
文
化
論
の
動
向
―
《
認
知
論
の
文
体
論
》
と
《
文
化
の
政
治
学
》

　

一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
そ
れ
ま
で
有
力
で
あ
っ
た
人
文
諸
科
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
対
す
る
批
判
が
次
々
に
提
出
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
言
語
学
や
文
体
論
、
ま
た
、
文
化
論
の
領
野
に
お
い
て
も
新
し
い
方
向
が
模
索
さ
れ
た
。
そ
の
成
果
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、

私
の
議
論
で
は
、
二
つ
の
こ
と
が
ら
が
重
要
と
な
ろ
う
。
一
つ
は
、
言
語
科
学
の
領
野
で
は
、
生
成
文
法
へ
の
反
発
か
ら
《
認
知
意
味

論
》
が
登
場
し
、
そ
の
後
、
認
知
（
言
語
学
）
の
視
座
が
文
体
論
に
も
応
用
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
文
化
論
の
領
野
に
お

い
て
、
構
造
主
義
が
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
様
々
な
思
想
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
こ
と
。
特
に
歴
史
の
表
象
論
の
領
野
で
は
、
中
期
ホ
ワ
イ

ト
が
関
わ
っ
た
構
造
論
的
な
分
析
方
法
は
そ
の
静
態
性
が
批
判
さ
れ
、
人
び
と
の
関
心
は
歴
史
を
書
く
こ
と
の
《
政
治
性
》
と
い
う
よ
う

な
動
態
性
を
孕
ん
だ
主
題
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
こ
と
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
を
概
観
し
て
み
た
い
。

　

構
造
主
義
が
人
文
諸
科
学
の
最
先
端
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
座
を
明
け
渡
し
た
八
〇
年
代
以
降
、
言
語
学
と
文
体
論
を
結
ぶ
形
で
の
議
論
は
、

近
年
の
認
知
論
の
文
体
論
の
展
開
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
言
語
学
に
お
け
る
構
造
論
か
ら
認
知
論
へ
の
移
り
変
わ
り
を

簡
単
に
辿
っ
て
お
こ
う
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
認
知
意
味
論
は
二
十
世
紀
西
欧
に
お
い
て
主
流
の
座
を
占
め
て
い
た
言
語
学
派
を

批
判
し
つ
つ
登
場
し
て
き
た
こ
と
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
言
語
学
（
構
造
主
義
言
語
学
）
に
せ
よ
、
チ
ョ
ム
ス
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キ
ー
な
ど
の
生
成
文
法
に
せ
よ
、
二
十
世
紀
言
語
学
の
主
流
学
派
は
、
言
語
を
《
言
語
記
号
の
シ
ス
テ
ム
》
と
い
う
自
律
的
な
も
の
と
捉

え
、
言
語
を
操
る
主
体
や
言
語
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
と
言
語
自
体
を
切
り
離
す
傾
向
を
強
く
持
つ
。
こ
の
こ
と
は
、
主
流
学
派
を
代
表

す
る
概
念

―
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
《
恣
意
性
》arbitrariness

や
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
《
モ
ジ
ュ
ー
ル
》m

odule

な
ど

―
は
ま
ず
何
よ
り

も
科
学
的
で
あ
り
、
客
観
的
で
あ
る
こ
と
を
志
向
と
す
る
こ
と
に
見
て
取
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
認
知
意
味
論
は
、
言
語
を
操
る
人
間
と

い
う
主
体
に
備
わ
っ
た
認
知
能
力
や
身
体
性
と
い
う
視
座
か
ら
言
語
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
人
間
中
心
的
な
視
座
に
立
て

ば
、
言
葉
の
意
味
は
固
定
し
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
あ
る
事
物
を
あ
る
人
間
が
言
語
を
通
し
て
捉
え
意
味
づ
け
を
行
う
場
合
、
捉
え

る
人
間
が
異
な
れ
ば
、
あ
る
い
は
、
そ
の
捉
え
る
人
間
を
取
り
巻
く
環
境
が
異
な
れ
ば
、
そ
れ
に
応
じ
て
捉
え
方
も
異
な
り
、
更
に
、
捉

え
方
が
違
え
ば
、
必
然
的
に
意
味
も
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
意
味
は
唯
一
絶
対
で
は
な
く
、
意
味
は
誰
が
何
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
か
、

あ
る
い
は
、
語
っ
た
の
か
、
と
い
う
具
体
的
な
状
況
と
切
り
離
せ
な
い
こ
と
を
強
く
自
覚
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
認
知
意
味
論
は
相
対

主
義
に
立
脚
す
る
学
問
で
あ
る
。

　

構
造
論
以
降
の
文
体
論
の
動
向
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
言
語
学
と
同
じ
よ
う
に
文
体
論
に
お
い
て
も
も
ま
た
、
認
知
科
学
の
視
座
を
導
入

す
る
新
潮
流
が
―
特
に
近
年
―
広
ま
り
つ
つ
あ
る
が
、
文
体
論
の
場
合
、
認
知
論
が
登
場
す
る
に
至
る
事
情
は
言
語
学
の
場
合
と
は

少
し
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
歩
み
は
少
な
か
ら
ず
ジ
グ
ザ
グ
に
見
え
る
。
こ
こ
で
は
、
認
知
論
の
文
体
論
や
認
知
詩
学
が
提
起
さ
れ
広
ま

っ
た
の
が
主
と
し
て
英
米
圏
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
二
十
世
紀
英
米
圏
で
の
文
体
論
の
歴
史
的
展
開
を
簡
単
に
辿
っ
て
お
こ
う
。
既

に
見
た
よ
う
に
、
二
十
世
紀
中
葉
に
至
る
ま
で
の
独
仏
の
文
体
論
は
基
本
的
に
言
語
学
と
手
を
携
え
て
発
展
し
て
き
た
の
だ
が
、
英
米
に

お
い
て
は
必
ず
し
も
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
文
体
論
は
、
一
九
三
〇-

四
〇
年
代
の
Ｉ
・
Ａ
・
リ
チ
ャ
ー

ズ
や
Ｆ
・
Ｒ
・
リ
ー
ヴ
ィ
ス
の
文
学
批
評
が
出
発
点
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
後
の
文
学
的
文
体
論
（
ド
ナ
ル
ド
・
デ
イ
ヴ
ィ
ー
、
ク
リ
ス

テ
ィ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク
＝
ロ
ー
ズ
、
ウ
ニ
ィ
フ
レ
ッ
ド
・
ノ
ヴ
ォ
ト
ニ
ー
、
イ
ア
ン
・
ワ
ッ
ト
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ロ
ッ
ジ
な
ど
）
に
至
る
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ま
で
、
文
学
作
品
の
鑑
賞
・
分
析
―
精
読
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
―
が
中
心
と
な
り
、
言
語
学
と
の
つ
な
が
り
は
薄
か
っ
た
。
そ
う
し

た
な
か
で
六
〇
年
代
に
な
る
と
、
Ｊ
・
Ｒ
・
フ
ァ
ー
ス
や
Ｍ
・
Ａ
・
Ｋ
・
ハ
リ
デ
イ
と
い
っ
た
言
語
学
者
た
ち
は
、「
状
況
的
脈
絡
」
と

い
っ
た
言
語
理
論
（
体
系
・
機
能
文
法
）
を
文
体
分
析
に
応
用
し
、「
言
説
が
発
生
す
る
状
況
や
そ
の
文
脈
的
な
意
味
を
中
心
的
な
関
心

事
と
」
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
言
語
学
的
文
体
論
を
開
始
し
た（
39
）。
こ
の
流
れ
は
そ
の
後
、
Ｒ
・
ク
ワ
ー
ク
や
Ｒ
・
フ
ァ
ウ
ラ
ー
と
い
っ
た

著
名
な
学
者
へ
と
引
き
継
が
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
文
学
批
評
の
伝
統
で
あ
る
精
読
と
イ
ギ
リ
ス
独
自
の
（
観
念
論
で

も
構
造
論
で
も
な
い
）
言
語
学
の
二
つ
の
流
れ
が
合
わ
さ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
文
体
論
は
展
開
し
て
行
っ
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
八
〇
年
代

以
降
、《
教
育
的
・
実
践
的
文
体
論
》
と
い
う
動
向
も
一
部
で
は
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
言
語
学
に
お
け
る
認
知
論
の
勃
興
を
受
け
て
、
世

紀
の
変
わ
り
目
あ
た
り
か
ら
次
第
に
、
認
知
論
の
文
体
論
（
認
知
詩
学
）
が
文
体
論
の
新
機
軸
と
し
て
注
目
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
以
上
が
、
英
米
の
文
体
論
の
領
野
に
お
い
て
認
知
論
が
登
場
す
る
ま
で
の
お
お
よ
そ
の
道
筋
で
あ
る
。

　

引
き
続
き
今
度
は
、
構
造
論
以
降
の
文
化
批
評
の
動
向
を
歴
史
の
表
象
論
に
絞
っ
て
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う
。
構
造
主
義
を
乗
り
越

え
よ
う
と
す
る
様
々
な
動
向
は
一
括
し
て
ポ
ス
ト
構
造
主
義
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
う
し
た
動
向
の
な
か
で
最
も
影
響
力
を
持
っ
た
の
が
、

脱
構
築
主
義
で
あ
る
。
脱
構
築
主
義
は
、
構
造
論
の
静
態
性
を
批
判
し
、
記
号
生
成
の
動
態
的
な
側
面
を
強
調
し
、
言
説
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
性
を
暴
露
し
よ
う
と
す
る
。
歴
史
の
表
象
論
の
場
合
で
も
、
脱
構
築
主
義
者
は
『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
の
分
析
手
法
に
は
（
文
化
）
記

号
論
の
静
態
性
が
ま
さ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
攻
撃
し
た（
40
）。
そ
し
て
八
〇
年
代
以
降
、
歴
史
の
表
象
の
動
態
論
（
脱
構
築
）
的
分
析

は
、《
歴
史
を
書
く
こ
と
の
政
治
性
》
と
い
う
方
向
に
追
究
さ
れ
た
。
こ
の
動
向
に
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
の
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ

ズ
ム
』（
一
九
七
八
年
）
の
よ
う
な
書
物
が
大
き
な
影
響
を
持
っ
た
。
植
民
地
主
義
や
帝
国
主
義
と
歴
史
叙
述
の
共
犯
関
係
は
、
カ
ル
チ

ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
や
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
な
ど
政
治
的
な
志
向
を
強
く
持
つ
文
化
批
評
―
以
下
で
は
《
文
化
の
政
治
学
》

と
一
括
す
る
―
に
お
い
て
、
中
心
的
な
主
題
と
な
っ
た（
41
）。
歴
史
叙
述
が
植
民
地
主
義
や
帝
国
主
義
に
加
担
し
て
い
る
と
は
つ
ま
り
、
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歴
史
を
書
く
者
（
西
洋
、
男
性
、
支
配
階
級
な
ど
）
と
書
か
れ
る
者
（
非
西
洋
、
女
性
、
非
支
配
階
級
な
ど
）
と
の
あ
い
だ
に
不
均
衡
が

存
在
す
る
と
い
う
問
題
の
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
不
均
衡
は
ま
た
、
近
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
も
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
文

化
の
政
治
学
は
、
こ
う
し
た
不
均
衡
を
暴
露
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
脱
構
築
し
よ
う
と
す
る（
42
）。

　

歴
史
叙
述
の
脱
構
築
を
め
ぐ
る
議
論
の
良
い
例
は
、
私
た
ち
が
既
に
見
た
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
表
象
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で

は
、
何
が
本
当
に
起
こ
っ
た
の
か
を
客
観
的
に
叙
述
す
る
と
い
う
姿
勢
が
静
態
的
で
あ
る
と
疑
問
視
さ
れ
、
事
実
を
解
釈
す
る
者
た
ち
の

あ
い
だ
に
生
ま
れ
る
齟
齬
や
食
い
違
い
を
直
視
し
、
そ
こ
に
介
入
す
る
政
治
性
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
多
く
の
論
者
た
ち
に
よ
っ
て
共

有
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
主
張
は
、
ま
さ
に
歴
史
叙
述
の
動
態
性
を
探
る
議
論
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
七
〇
年
代
に
お
い
て
歴
史
の
表

象
論
を
リ
ー
ド
し
た
ホ
ワ
イ
ト
は
、
八
〇
年
代
以
降
、
あ
る
意
味
で
は
守
勢
に
回
り
、
こ
う
し
た
新
し
い
文
化
批
評
の
動
向
に
関
わ
ら
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
ア
イ
デ
ア
は
、
そ
う
し
た
動
向
に
対
す
る
ホ
ワ
イ
ト
な

り
の
反
応
―
ホ
ワ
イ
ト
自
身
は
脱
構
築
主
義
に
は
少
な
か
ら
ず
懐
疑
的
で
あ
る
よ
う
だ
―
と
も
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う（
43
）。

　

さ
て
、
こ
の
項
目
の
最
後
に
短
く
言
及
し
た
い
の
は
、《
認
知
意
味
論
》
と
《
文
化
の
政
治
学
》
の
隠
れ
た
関
係
で
あ
る
。
こ
の
二
つ

の
潮
流
は
八
〇
〜
九
〇
年
代
の
ほ
ぼ
同
時
期
に
英
米
の
人
文
学
界
で
勃
興
し
、
多
く
の
人
び
と
の
注
目
と
関
心
を
集
め
た
の
だ
が
、
そ
れ

ぞ
れ
は
全
く
違
う
場
所
で
全
く
違
う
人
び
と
に
よ
っ
て
議
論
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
私
が
指
摘
し
た
い
の
は
、
こ
の
時
期
、
言
語
論
と
文

化
論
は
ま
っ
た
く
乖
離
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
構
造
論
の
場
合
と
比
較
し
て
み
る
と
い
っ
そ
う
明
ら
か

に
な
ろ
う
。
構
造
主
義
言
語
学
は
、
七
〇
年
代
を
中
心
に
文
化
記
号
論
の
よ
う
な
形
で
文
化
論
に
応
用
さ
れ
、
人
文
諸
学
に
多
大
な
刺
激

と
影
響
を
与
え
た
。
つ
ま
り
こ
の
時
期
、
言
語
論
と
文
化
論
は
歩
み
を
同
じ
く
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
八
〇
年
代
以

降
の
両
者
の
乖
離
に
は
ど
こ
か
不
幸
な
感
じ
が
拭
え
な
い
。
認
知
意
味
論
も
文
化
の
政
治
学
も
、
元
々
は
同
じ
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
出

発
し
た
は
ず
で
あ
る
―
そ
れ
ら
が
自
己
形
成
の
叩
き
台
と
し
た
の
は
、
生
成
文
法
や
構
造
主
義
の
よ
う
な
一
種
の
普
遍
主
義
や
客
観
主
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義
を
掲
げ
る
（
言
語
）
思
想
で
あ
る
。
科
学
的
言
語
観
へ
の
反
発
・
批
判
と
い
う
点
に
お
い
て
、
認
知
意
味
論
と
文
化
の
政
治
学
は
同
じ

ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
後
の
展
開
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
、

分
析
手
法
、
主
張
に
は
共
通
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
い
。
例
え
ば
、
文
化
の
政
治
学
は
自
ら
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
政
治
的
主
張
を

前
面
に
押
し
出
す
の
に
対
し
て
、
認
知
意
味
論
は
政
治
や
社
会
に
は
全
く
無
関
心
だ
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る（
44
）。
こ
の
よ
う
な
曖
昧

か
つ
雑
駁
な
比
較
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
家
た
ち
に
は
ナ
ン
セ
ン
ス
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
で
あ
っ
て
も
、
な
ぜ
私
が
あ

え
て
こ
こ
で
両
者
を
並
べ
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
言
語
論
と
文
化
論
が
か
つ
て
の
よ
う
に
手
を
携
え
た
方
が
人
文
諸
学
に
と
っ
て
は

有
益
だ
ろ
う
、
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
私
の
議
論
に
引
き
付
け
て
言
え
ば
、
次
の
よ
う
に
も
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
文
化
の
政
治
学
に
せ
よ
認
知
意
味
論
に
せ
よ
そ

れ
ぞ
れ
は
、
私
の
主
題
で
あ
る
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
に
少
し
ず
つ
、
か
つ
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
形
で
関
わ
っ
て
い
る
ゆ
え

に
、
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
を
更
に
鍛
錬
す
る
た
め
に
は
、
文
化
の
政
治
学
と
認
知
意
味
論
が
歩
み
寄
っ
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
は
文
化
の
政
治
学
に
関
わ
る
論
争
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
ア
イ

デ
ア
で
あ
り
、
七
〇
年
代
ま
で
の
文
化
（
表
象
）
論
の
趨
勢
が
陥
っ
た
行
き
詰
ま
り
や
難
点
を
打
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
他
方
で
は
、

認
知
意
味
論
は
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
ア
イ
デ
ア
を
発
展
さ
せ
る
有
望
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か

で
私
は
、
認
知
意
味
論
の
よ
う
な
言
語
論
と
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
文
化
（
表
象
）
論
と
の
接
点
を
何
と
か
見
つ
け

た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
化
の
政
治
学
と
認
知
意
味
論
は
、
こ
の
よ
う
な
位
相
で
す
れ
違
い
つ
つ
も
位
置
し
て
い
る
よ
う
に
私

に
は
見
え
る
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

④　

後
期
ホ
ワ
イ
ト
の
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
は
何
が
問
題
な
の
か
？
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以
上
の
整
理
と
考
察
を
踏
ま
え
、
後
期
ホ
ワ
イ
ト
の
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
抱
え
る
問
題
、
ま
た
、
そ
の
更
な
る
展
開
に

つ
い
て
、
本
節
で
の
さ
し
あ
た
り
の
結
論
を
出
し
た
い
。

　

第
一
に
、
二
十
世
紀
西
欧
に
お
け
る
文
体
論
の
全
体
像
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
か
ら
《
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ

ア
リ
ズ
ム
》
へ
至
る
ホ
ワ
イ
ト
の
歴
史
哲
学
・
歴
史
表
象
論
の
展
開
は
、
文
体
論
的
に
は
、
構
造
論
か
ら
観
念
論
へ
の
転
換
（
あ
る
い
は

宗
旨
変
え
）
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
更
に
、
構
造
（
ま
た
表
現
）
論
の
文
体
論
と
観
念
論
の
文
体
論
の
あ
い
だ
に
は
大
き
な
乖
離
が
あ
る

こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
中
期
ホ
ワ
イ
ト
と
後
期
ホ
ワ
イ
ト
の
あ
い
だ
の
齟
齬
は
ま
た
、
二
つ
の
文
体
論
の
あ
い
だ
の
そ
れ
に
由
来
す

る
こ
と
が
分
か
る
。

　

第
二
に
、《
フ
ィ
グ
ー
ラ
》
と
《
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
》
が
共
に
観
念
論
の
文
体
論
の
領
野
で
発
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
抱
え
る
難
点
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
フ
ィ
グ
ー
ラ
の
そ
れ
で
も
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
フ
ィ
グ
ー
ラ
が
ク
ロ
ー
チ
ェ
か
ら
引
き
継
い
だ
《
観
念
性
》
と
い
う
特
質
は
ま
た
、
ホ
ワ
イ
ト
の
フ
ィ
ギ

ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
に
ま
で
影
を
落
と
し
て
お
り
、
そ
の
展
開
を
阻
む
難
点
に
転
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
三
に
、
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
概
念
を
手
掛
か
り
に
し
て
歴
史
や
文
化
の
表
象
（
の
多
元
性
）
を
更
に
追
究
し
よ
う
と

す
る
な
ら
ば
、
ホ
ワ
イ
ト
の
採
っ
た
遡
行
―
二
十
世
紀
後
半
の
構
造
論
か
ら
二
十
世
紀
前
半
の
観
念
論
へ
の
―
と
い
う
方
向
と
は
逆

に
、
文
体
論
の
動
向
を
順
行
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
言
語
学
や
文
体
論
の
新
し
い
潮
流
に
目
を
向
け
て
み
る
こ
と
も
一
つ
の
可
能
性
な
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
対
象
と
し
て
は
、
認
知
意
味
論
や
認
知
論
の
文
体
論

が
有
力
な
候
補
と
な
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
読
解
と
議
論
を
重
ね
て
き
て
よ
う
や
く
、
本
節
で
の
議
論
が
前
節
で
の
そ
れ
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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四　

文
体
論
の
ヴ
ィ
ー
コ

　

こ
れ
ま
で
二
つ
の
節
で
は
、
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
概
念
の
更
な
る
深
化
に
と
っ
て
、
延
い
て
は
、
歴
史
や
文
化
の
表
象

の
多
元
性
の
追
究
に
と
っ
て
、《
認
知
》
の
視
座
が
有
望
ら
し
い
こ
と
を
見
て
き
た
。
こ
の
節
に
お
い
て
は
、
前
節
で
私
た
ち
が
扱
っ
た

文
体
論
の
歴
史
的
展
開
―
《
フ
ィ
グ
ー
ラ
》
か
ら
《
認
知
》
へ
―
を
承
け
て
、
同
じ
道
筋
を
少
し
別
様
に
辿
っ
て
み
た
い
。
具
体
的

な
題
材
は
、
十
八
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
歴
史
哲
学
者
ジ
ャ
ン
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ヴ
ィ
ー
コ
で
あ
る
。
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
ヴ
ィ
ー
コ

の
哲
学
は
ク
ロ
ー
チ
ェ
や
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
（
観
念
論
の
文
体
論
）、
ホ
ワ
イ
ト
（
構
造
論
の
文
体
論
）、
認
知
意
味
論
（
認
知
論
の
文
体

論
）
の
三
者
に
深
い
影
響
を
与
え
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
更
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
彼
ら
の
ヴ
ィ
ー
コ
読
解
は
三
者
三
様
に
そ

れ
ぞ
れ
少
し
ず
つ
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
複
雑
な
多
面
体
で
あ
る
ヴ
ィ
ー
コ
哲
学
の
或
る
側
面
を
彼
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の

思
想
の
構
築
に
利
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
逆
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
ヴ
ィ
ー
コ
読
解
の
相
違
を
整
理
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
が
歴
史
、
言
語
、
文
化
に
対
し
て
持
つ
観
方
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
出
来
る
だ
ろ
う
。
こ
の
分
析
を
通
じ
て
私

た
ち
は
、
認
知
論
に
通
じ
る
ヴ
ィ
ー
コ
哲
学
の
或
る
局
面
が
文
化
多
元
論
の
進
展
に
資
す
る
だ
ろ
う
こ
と
を
示
し
て
、
こ
の
論
文
の
全
体

の
議
論
に
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
つ
け
た
い
。

①　

観
念
論
の
ヴ
ィ
ー
コ
―
ク
ロ
ー
チ
ェ
と
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ

《
観
念
論
の
文
体
論
（
言
語
美
学
）》
学
派
の
な
か
で
ヴ
ィ
ー
コ
に
関
心
を
示
す
の
は
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
と
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
で
あ
る
。
ク

ロ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
ヴ
ィ
ー
コ
は
、
人
間
の
想
像
力
を
正
当
に
評
価
し
た
思
想
家
で
あ
る
。
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
ヴ
ィ
ー
コ
は
、
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人
間
に
普
遍
的
に
備
わ
っ
た
共
通
感
覚
へ
の
信
頼
に
よ
っ
て
フ
ィ
グ
ー
ラ
の
歴
史
哲
学
を
理
論
的
に
支
え
る
哲
学
者
で
あ
る
。
両
者
の
ヴ

ィ
ー
コ
観
の
特
徴
は
―
学
派
の
名
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
―
観
念
論
的
で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
が
、
こ
の
こ
と
を
別
様
に
見
る

な
ら
ば
、
彼
ら
は
言
語
自
体
の
考
察
を
あ
ま
り
志
向
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
、
ヴ
ィ
ー
コ
哲
学
の
中
の
言
語
論
的
な
部
分
か
ら
眼
を
背

け
て
い
る
、
と
も
言
え
る
。
こ
れ
が
観
念
論
の
文
体
論
学
派
の
ヴ
ィ
ー
コ
観
の
特
徴
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
弱
点
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
ヴ
ィ
ー
コ
か
ら
。
先
に
も
見
た
よ
う
に
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
、
人
間
の
認
識
活
動
を
《
直
観
的
な
も
の
》
と
《
論
理

的
な
も
の
》
と
に
区
分
し
、
前
者
に
は
想
像
力
が
後
者
に
は
知
性
が
関
与
し
て
い
る
と
す
る
。
近
代
哲
学
の
主
流
（
認
識
論
）
が
専
ら
論

理
や
知
性
の
探
究
で
あ
っ
た
こ
と
に
反
対
し
つ
つ
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
、《
直
観
》
を
彼
の
哲
学
＝
美
学
の
中
心
に
据
え
る
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
は

ま
た
、
直
観
は
《
表
現
》
や
《
言
語
》
と
も
切
り
離
せ
な
い
、
つ
ま
り
、
言
語
は
論
理
的
認
識
で
は
な
く
直
観
的
認
識
の
領
野
に
あ
る
と

も
考
え
る
。「
表
現
の
う
ち
に
客
観
化
さ
れ
な
い
も
の
は
直
観
で
は
な
く
し
て
、
感
覚
で
あ
る
。
精
神
は
、
作
り
、
形
成
し
、
表
現
し
な

い
か
ぎ
り
直
観
し
な
い
」
か
ら
で
あ
る（
45
）。
表
現
さ
れ
る
時
に
「
感
情
や
印
象
は
、
こ
と
ば
の
お
か
げ
で
、
魂
の
暗
闇
か
ら
観
照
的
精

神
の
明
る
み
へ
移
る
」
と
も
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
言
っ
て
い
る（
46
）。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
ま
と
め
て
、〈
言
語
学
と
美
学
は
同
一

で
あ
る
〉
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
も
い
る
。
さ
て
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
が
こ
の
よ
う
に
近
代
の
認
識
論
に
反
対
し
自
ら
の
哲
学
の
基
盤

に
直
観
を
置
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
十
八
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
で
は
、
ヴ
ィ
ー
コ
が
デ
カ
ル
ト
の
認
識
論
を
批
判
し
、
人
間
の
想
像
力
を

知
性
の
圧
制
か
ら
解
き
放
つ
試
み
を
し
て
い
た
。
ヴ
ィ
ー
コ
は
、
主
著
『
新
し
き
学
』（
一
七
二
五
年
、
第
一
版
）
に
お
い
て
、
始
ま
り

の
人
間
た
ち
（
原
始
人
）
が
想
像
力
を
使
っ
て
言
語
（
詩
）
と
観
念
を
同
時
に
創
出
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
を
描
い
て
い
る
。
ク
ロ
ー
チ
ェ

が
直
観
や
表
現
と
い
う
概
念
で
示
そ
う
と
し
た
も
の
（
人
間
精
神
の
一
次
性
、
あ
る
い
は
生
の
哲
学
）
は
、
ヴ
ィ
ー
コ
の
哲
学
に
あ
っ
て

は
、
人
間
の
歴
史
的
世
界
の
始
ま
り
の
様
態
、
つ
ま
り
太
古
の
人
間
た
ち
の
原
初
的
な
想
像
力
の
あ
り
方
の
中
に
探
ら
れ
て
い
る
、
と
ク

ロ
ー
チ
ェ
に
は
映
っ
た
。
か
く
し
て
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
、
自
ら
の
哲
学
（
言
語
美
学
）
の
起
源
を
ヴ
ィ
ー
コ
の
歴
史
哲
学
の
中
に
見
出
す
の
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で
あ
る
。

　

次
に
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
ヴ
ィ
ー
コ
。『
ミ
メ
ー
シ
ス
』
の
文
学
史
観
を
支
え
る
フ
ィ
グ
ー
ラ
の
概
念
は
、
ヴ
ィ
ー
コ
の
歴
史
哲
学

と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
既
に
見
た
通
り
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
フ
ィ
グ
ー
ラ
は
、
時
空
を
隔
て
た
二
者
の
あ
い
だ
に
内
的
な
連
関
を

つ
け
る
媒
介
物
と
し
て
機
能
す
る
。
フ
ィ
グ
ー
ラ
は
元
々
は
西
洋
古
典
に
お
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
概
念
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
ア
ウ
エ
ル
バ

ッ
ハ
は
そ
れ
を
一
種
の
歴
史
哲
学
と
し
て
捉
え
直
し
、『
ミ
メ
ー
シ
ス
』
に
お
い
て
彼
が
展
開
し
た
西
洋
文
学
史
の
基
盤
に
据
え
た
。
こ

れ
が
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
フ
ィ
グ
ー
ラ
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
理
解
で
あ
り
要
約
な
の
だ
が
、
近
年
の
研
究
に
よ
る
と
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ

ハ
が
フ
ィ
グ
ー
ラ
の
概
念
を
焼
き
直
す
際
に
、
ヴ
ィ
ー
コ
の
歴
史
哲
学
か
ら
影
響
を
受
け
た
ら
し
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
―
ア
ウ

エ
ル
バ
ッ
ハ
自
身
は
ヴ
ィ
ー
コ
と
の
関
係
で
フ
ィ
グ
ー
ラ
に
つ
い
て
直
接
に
語
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が（
47
）。
端
的
に
言
う
と
、
ヴ
ィ
ー

コ
と
フ
ィ
グ
ー
ラ
を
つ
な
ぐ
も
の
は
、
ヴ
ィ
ー
コ
の
《
共
通
感
覚
》
の
概
念
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ー
コ
は
、
歴
史
的
世
界
の
探
求
に
あ
た
っ
て
、

人
間
た
ち
の
あ
い
だ
に
遍
在
す
る
共
通
感
覚
に
依
拠
す
る
。
よ
く
知
ら
れ
た
ヴ
ィ
ー
コ
の
テ
ー
ゼ
〈
真
な
る
も
の
は
作
ら
れ
た
も
の
〉
が

示
す
よ
う
に
、〈
神
の
世
界
は
神
が
作
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
神
だ
け
が
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
に
対
し
て
、
人
間
の
世
界
は
人
間
が

作
っ
た
の
だ
か
ら
、
人
間
だ
け
が
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
〉
と
ヴ
ィ
ー
コ
は
考
え
る
。
ヴ
ィ
ー
コ
の
探
究
の
対
象
は
過
去
の
人
間
の
世

界
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
次
の
前
提
が
重
要
と
な
る
―
現
在
に
生
き
る
人
間
が
過
去
の
人
間
の
世
界
に
参
入
し
、
そ
れ
を
理
解
し

再
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
は
、
人
間
に
は
共
通
感
覚
が
普
遍
的
に
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
的
世
界
の
探
究
の
基
盤

に
共
通
感
覚
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
人
間
は
過
去
の
人
間
の
様
態
を
思
い
描
く
こ
と
が
出
来
る
、
と
ヴ
ィ
ー
コ
は
考
え
た
。
さ

て
、
フ
ィ
グ
ー
ラ
と
は
―
先
に
も
見
た
よ
う
に
―
一
種
の
媒
介
物
で
あ
る
。
フ
ィ
グ
ー
ラ
の
媒
介
に
よ
っ
て
二
者
の
あ
い
だ
で
よ
り

高
い
次
元
で
の
総
合
が
可
能
に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
可
能
に
な
る
の
は
、
人
び
と
や
事
物
が
時
空
的
に
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
位
置

し
て
い
て
も
、
人
間
の
あ
い
だ
に
は
元
々
、
共
通
感
覚
が
普
遍
的
に
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
共
通
感
覚
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
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人
間
は
歴
史
を
通
観
し
て
、
よ
り
高
い
も
の
へ
と
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
共
通
感
覚
に
基
づ
く
ヴ
ィ
ー
コ
の
歴
史
哲
学
は
、

こ
う
し
た
こ
と
を
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
フ
ィ
グ
ー
ラ
に
示
唆
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
ヴ
ィ
ー
コ
の
想
像
力
論
に
自
ら
の
哲
学
の
直
観
の
概
念
を
重
ね
合
わ
せ
、
ま
た
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は

ヴ
ィ
ー
コ
の
共
通
感
覚
論
に
フ
ィ
グ
ー
ラ
に
通
じ
る
媒
介
性
を
見
て
と
る
。
前
節
で
扱
っ
た
よ
う
に
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
《
直
観
》
や
ア
ウ

エ
ル
バ
ッ
ハ
の
《
フ
ィ
グ
ー
ラ
》
は
、
彼
ら
の
観
念
論
の
言
語
美
学
（
文
体
論
）
の
基
盤
を
な
す
概
念
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
、
十
九

世
紀
の
実
証
科
学
か
ら
哲
学
や
言
語
学
を
救
い
出
す
べ
く
、
直
観
や
表
現
な
ど
の
概
念
を
通
じ
て
、
言
語
学
と
美
学
を
有
機
的
に
一
つ
の

も
の
と
し
た
。
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
そ
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
観
念
論
的
美
学
＝
言
語
学
（
言
語
美
学
）
を
文
体
分
析
の
領
野
に
お
い
て
実

践
し
、
ま
た
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
《
精
神
の
哲
学
》
＝
《
絶
対
的
観
念
論
》
を
《
フ
ィ
グ
ー
ラ
》
の
概
念
に
取
り
込
ん
だ
。《
直
観
》
に
せ

よ
、《
フ
ィ
グ
ー
ラ
》
に
せ
よ
、
ま
こ
と
に
観
念
論
に
色
濃
く
染
め
さ
れ
た
ア
イ
デ
ア
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
彼
ら
は
、
観
念
論
の
言
語

美
学
＝
文
体
論
に
通
じ
る
要
素
を
ヴ
ィ
ー
コ
の
言
語
・
歴
史
哲
学
の
中
に
発
見
し
、
そ
れ
ま
で
長
い
あ
い
だ
忘
れ
ら
れ
て
い
た
ヴ
ィ
ー
コ

の
思
想
を
二
十
世
紀
に
力
強
く
蘇
ら
せ
た
。
彼
ら
の
ヴ
ィ
ー
コ
論
は
、
ヴ
ィ
ー
コ
研
究
史
、
ま
た
二
十
世
紀
思
想
史
の
い
ず
れ
の
文
脈
に

お
い
て
も
重
要
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
彼
ら
の
達
成
を
十
分
に
認
め
た
上
で
私
は
、
彼
ら
の
ヴ
ィ
ー
コ
読
解
は
、
観
念
論
を
優
先
す
る
あ
ま
り
、
ヴ
ィ
ー
コ
の
言
語

論
に
ま
で
十
分
な
目
配
り
を
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
い
る
、
と
指
摘
し
た
い
。
観
念
論
の
言
語
美
学
（
文
体
論
）
は
、
言
語
論
（
学
）
の
刷

新
を
標
榜
し
つ
つ
も
、
そ
の
中
心
に
あ
る
観
念
論
と
い
う
視
座
は
言
語
自
体
の
分
析
を
脆
弱
に
す
る
こ
と
に
専
ら
貢
献
し
た
よ
う
な
感
じ

で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
ヴ
ィ
ー
コ
は
言
語
の
本
質
を
比
喩
に
見
て
い
る
が
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
た
ち
は
、
そ
う
し
た
言
語
論
的
な
ヴ
ィ

ー
コ
思
想
の
局
面
に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
示
さ
な
い
。
い
や
、
こ
の
よ
う
に
彼
ら
を
難
じ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
後
知
恵
の
な

せ
る
も
の
で
し
か
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
観
念
論
の
言
語
美
学
（
文
体
論
）
の
最
大
の
達
成
は
、
言
語
の
中
に
人
間
の
精
神
的
創
造
の
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所
産
を
見
出
し
た
こ
と
に
あ
る
と
見
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
言
語
美
学
は
―
フ
ン
ボ
ル
ト
の
著
名
な
表
現
を
借
り
れ
ば
―

エ
ル
ゴ
ン
（
作
品
）
で
は
な
く
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
（
活
動
性
）
と
し
て
の
言
語
に
光
を
当
て
た
こ
と
で
今
な
お
評
価
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
で
あ
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
《
言
語
論
的
転
回
》
を
経
験
し
た
後
の
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
言
語
美
学
の
分
析
方
法
や
主
張
は

い
か
に
も
古
め
か
し
く
映
る
し
、
物
足
り
な
く
も
感
じ
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
ヴ
ィ
ー
コ
研
究
は
、
ヴ
ィ
ー
コ
の
比
喩
と
歴
史
の
理
論
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
る
ホ
ワ
イ
ト
の
『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
に
お
い

て
新
し
い
局
面
を
迎
え
、
進
展
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。

②　

構
造
論
の
ヴ
ィ
ー
コ
と
文
化
の
政
治
学
の
ヴ
ィ
ー
コ
―
ホ
ワ
イ
ト
と
サ
イ
ー
ド

『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
に
お
い
て
ホ
ワ
イ
ト
は
、
歴
史
叙
述
と
レ
ト
リ
ッ
ク
（
比
喩
）
の
つ
な
が
り
と
い
う
視
座
か
ら
十
九
世
紀
西
欧
の

歴
史
家
の
著
作
を
分
析
し
た
が
、
こ
の
ア
イ
デ
ア
を
提
供
し
た
の
が
、
ヴ
ィ
ー
コ
の
『
新
し
き
学
』
で
あ
っ
た
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
＝
ア
ウ
エ

ル
バ
ッ
ハ
の
ヴ
ィ
ー
コ
観
が
観
念
論
的
で
あ
る
こ
と
に
比
し
て
、
ホ
ワ
イ
ト
の
ヴ
ィ
ー
コ
観
は
優
れ
て
言
語
論
的
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た

そ
れ
は
、
構
造
論
全
般
に
共
通
す
る
難
点
、
つ
ま
り
記
号
論
的
分
析
の
静
態
性
を
典
型
的
に
示
す
と
批
判
さ
れ
も
し
た
。『
メ
タ
ヒ
ス
ト

リ
ー
』
の
後
、《
表
象
と
し
て
の
歴
史
》
あ
る
い
は
《
歴
史
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
》
と
い
う
問
題
の
追
究
は
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
文
化

批
評
、
特
に
、
文
化
の
政
治
学
の
潮
流
へ
と
受
け
継
が
れ
た
。
文
化
の
政
治
学
の
領
野
で
ヴ
ィ
ー
コ
に
関
心
を
示
す
の
は
エ
ド
ワ
ー
ド
・

サ
イ
ー
ド
で
あ
る
。
サ
イ
ー
ド
は
、《
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
的
主
体
》
と
い
う
概
念
を
通
じ
て
、
複
数
の
文
化
の
境
界
に
立
つ
思
想
家
と
し
て

の
ヴ
ィ
ー
コ
像
を
描
く
。
そ
れ
は
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
を
代
表
す
る
批
評
家
サ
イ
ー
ド
に
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
あ
る

が
、
ヴ
ィ
ー
コ
研
究
全
体
の
中
で
は
異
質
で
あ
る
印
象
も
拭
え
な
い
。
構
造
論
的
言
語
（
レ
ト
リ
ッ
ク
）
論
に
立
脚
す
る
中
期
ホ
ワ
イ
ト

と
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
異
文
化
の
表
象
や
理
解
と
い
っ
た
問
題
群
を
提
起
し
て
い
る
サ
イ
ー
ド
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ヴ
ィ
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ー
コ
論
が
互
い
に
歩
み
寄
り
接
点
を
模
索
す
れ
ば
、
よ
り
議
論
は
充
実
し
た
だ
ろ
う
と
も
思
わ
れ
る
が
、
今
と
な
っ
て
は
そ
れ
を
望
む
べ

く
も
な
い
。
ち
な
み
に
、
私
が
次
の
項
で
最
終
的
に
支
持
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
《
認
知
論
の
ヴ
ィ
ー
コ
》
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
そ
う

し
た
方
向
を
目
指
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　

ホ
ワ
イ
ト
の
ヴ
ィ
ー
コ
論
に
つ
い
て
は
、
既
に
前
節
で
そ
の
概
略
を
整
理
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
要
点
を
復
習
す
る
に
留
め
よ
う
。

ホ
ワ
イ
ト
は
『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
に
お
い
て
、
十
九
世
紀
西
欧
の
歴
史
家
た
ち
の
作
品
を
文
体
（
レ
ト
リ
ッ
ク
）
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

視
点
か
ら
分
析
し
た
が
、
そ
う
し
た
記
号
論
的
な
分
析
の
基
盤
を
提
供
し
た
の
が
、
比
喩
の
四
分
類
（
隠
喩-

換
喩-

提
喩-

反
語
法
）

と
歴
史
の
展
開
と
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
ヴ
ィ
ー
コ
が
『
新
し
き
学
』
で
示
し
た
理
論
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ホ
ワ
イ
ト
が
そ
の
よ
う
に

ヴ
ィ
ー
コ
を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
ら
の
構
造
主
義
詩
学
が
ソ
シ
ュ
ー
ル
言
語
学
を
継
承
し
つ
つ
比
喩
の
理
論
を

洗
練
さ
せ
、
そ
れ
が
文
化
論
に
ま
で
適
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
既
に
示
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、『
メ
タ
ヒ
ス

ト
リ
ー
』
に
お
け
る
ホ
ワ
イ
ト
の
ヴ
ィ
ー
コ
発
見
は
構
造
論
の
言
語
学
（
文
体
論
）
の
優
れ
た
達
成
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。

　

ま
た
前
節
で
は
、
構
造
論
に
立
脚
す
る
文
化
論
が
そ
の
静
態
性
を
ポ
ス
ト
構
造
主
義
と
呼
ば
れ
る
諸
思
想
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
こ
と

を
見
た
。
歴
史
叙
述
論
に
つ
い
て
も
事
情
は
同
じ
で
、
ホ
ワ
イ
ト
が
提
起
し
た
《
表
象
と
し
て
の
歴
史
》
と
い
う
視
座
は
、
そ
の
後
、

《
歴
史
を
書
く
こ
と
》
に
内
在
す
る
《
政
治
性
》
や
《
権
力
関
係
》
を
め
ぐ
る
議
論
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
こ
の
新
し
い
議
論
を
担
っ

た
の
が
《
文
化
の
政
治
学
》
を
標
榜
す
る
人
び
と
で
あ
る
。
こ
の
人
び
と
が
文
体
論
や
ヴ
ィ
ー
コ
の
歴
史
哲
学
に
興
味
を
示
す
こ
と
は
全

く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
な
い
の
で
、
こ
の
節
で
彼
ら
に
あ
え
て
言
及
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
な
か
で
唯
一
の
、
そ
し
て
重

要
な
例
外
が
あ
る
。《
観
念
論
の
ヴ
ィ
ー
コ
》
と
《
構
造
論
の
ヴ
ィ
ー
コ
》
と
《
認
知
論
の
ヴ
ィ
ー
コ
》
の
三
者
の
狭
間
に
あ
っ
て
異
彩

を
放
つ
《
文
化
の
政
治
学
の
ヴ
ィ
ー
コ
》
と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
？

　

サ
イ
ー
ド
の
ヴ
ィ
ー
コ
論
は
、『
始
ま
り-

意
図
と
方
法
』（
一
九
八
五
年
）
の
終
章
で
主
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る（
48
）。
サ
イ
ー
ド
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の
言
う
《
始
ま
り
》
と
は
、
原
始
の
人
間
た
ち
が
言
語
と
観
念
を
同
時
に
創
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
化
と
社
会
を
構
築
し
始
め
た
太
古

の
或
る
時
点
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
―
言
う
ま
で
も
な
く
サ
イ
ー
ド
は
、
ヴ
ィ
ー
コ
の
『
新
し
き
学
』
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
わ
け
だ
。

そ
し
て
サ
イ
ー
ド
の
ヴ
ィ
ー
コ
像
は
、
以
下
の
三
点
に
要
約
さ
れ
る

―
①
「〈
始
ま
り
〉
な
い
し
〈
始
め
る
こ
と
〉
の
本
源
的
な
「
異

教
性
」
に
つ
い
て
の
最
初
の
卓
越
し
た
洞
察
者
」
と
し
て
の
ヴ
ィ
ー
コ
、
②
〈
始
ま
り
〉
の
異
教
性
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
「〈
脱
中
心
的

＝
差
異
化
的
な
反
復
〉
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
先
駆
的
な
考
察
者
」
と
し
て
の
ヴ
ィ
ー
コ
、
③
「
ト
ピ
カ
的
な
〈
隣
接
の
論
理
〉
の
実
践

者
」
と
し
て
の
ヴ
ィ
ー
コ（
49
）。

　

さ
て
、
サ
イ
ー
ド
が
ヴ
ィ
ー
コ
の
《
始
ま
り
》
に
読
み
込
む
異
教
性
や
脱
中
心
化
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
は
、
数
あ
る
ヴ
ィ
ー
コ
論
の
中
で

も
き
わ
め
て
異
色
で
独
特
な
も
の
だ
が
、
逆
に
言
え
ば
、
そ
う
し
た
読
解
は
、
ヴ
ィ
ー
コ
の
思
想
に
即
し
た
分
析
と
い
う
よ
り
か
は
、
ポ

ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
旗
手
サ
イ
ー
ド
が
自
身
の
思
想
を
ヴ
ィ
ー
コ
に
投
影
し
た
結
果
だ
と
見
る
方
が
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
或
る

論
者
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
異
教
性
や
脱
中
心
化
と
い
っ
た
ト
ピ
ッ
ク
は
、「
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
的
主
体
」、
つ
ま
り
「
相
異
な
る
二
つ
ま
た
は

そ
れ
以
上
の
文
化
の
交
錯
す
る
境
界
線
上
に
あ
っ
て
、
そ
の
い
ず
れ
と
も
関
係
を
と
り
む
す
び
な
が
ら
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
帰
属
す
る
こ

と
な
く
、
ひ
と
つ
の
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
、
い
い
か
え
れ
ば
〈
異
他
な
る
反
場
所
〉
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
な
批
判
的
知
識
人
主
体
」
と
い
う

主
題
に
連
な
っ
て
い
る
、
と
い
う（
50
）。
つ
ま
り
サ
イ
ー
ド
は
、
ヴ
ィ
ー
コ
を
い
わ
ば
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
先
達
者
と
し
て
位
置

づ
け
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
確
か
に
こ
れ
は
、
非
常
に
大
胆
か
つ
新
鮮
な
視
点
で
あ
ろ
う
。
日
本
で
は
ヴ
ィ
ー
コ
は
、
和
辻
哲

郎
や
清
水
幾
太
郎
の
紹
介
を
通
じ
て
、
文
化
に
お
け
る
言
語
や
習
俗
の
共
同
性
を
説
く
思
想
家
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
比
す
る
と
、

サ
イ
ー
ド
の
ヴ
ィ
ー
コ
読
解
の
異
色
さ
も
一
段
と
際
立
つ
と
い
う
も
の
だ
ろ
う（
51
）。
私
と
し
て
は
、
そ
の
異
色
さ

―
鋭
い
批
評
性
と

言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
―
に
大
い
に
敬
服
す
る
も
の
、
そ
の
内
実
の
批
判
的
検
証
も
ま
た
必
須
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

多
く
の
人
び
と
―
西
洋
で
も
日
本
で
も
―
は
、
サ
イ
ー
ド
の
桁
外
れ
に
該
博
な
学
識
と
巧
み
な
雄
弁
に
、
そ
し
て
ま
た
、
文
化
批
評
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の
世
界
に
お
け
る
彼
の
威
光
に
圧
倒
さ
れ
る
あ
ま
り
、
そ
う
し
た
批
判
的
検
証
ま
で
に
は
な
か
な
か
立
ち
行
か
な
い
よ
う
な
感
じ
で
あ
る
。

そ
し
て
私
も
同
様
に
、
サ
イ
ー
ド
の
ヴ
ィ
ー
コ
論
に
少
な
か
ら
ず
当
惑
気
味
（
あ
え
て
強
く
言
え
ば
、
懐
疑
的
）
で
あ
る
。

　

私
な
り
の
批
判
的
検
証
と
て
、
こ
こ
で
は
難
し
い
の
だ
が
、
た
だ
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
サ
イ
ー
ド
の
ヴ
ィ
ー
コ
論
に
お

け
る
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
影
で
あ
り
、
そ
し
て
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
サ
イ
ー
ド
に
お
け
る
ヴ
ィ
ー
コ
像
の
齟
齬
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の

問
題
を
考
え
る
際
に
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、《
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
的
主
体
》
と
い
う
主
題
が
ま
た
、
サ
イ
ー
ド
の
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
論
に

も
登
場
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う（
52
）。
こ
こ
で
サ
イ
ー
ド
は
、
ユ
ダ
ヤ
の
出
自
で
あ
る
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
祖
国
ド
イ
ツ
を
逃
れ
、
イ
ス
ラ

ム
世
界
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
で
『
ミ
メ
ー
シ
ス
』
を
執
筆
し
た
と
い
う
歴
史
的
な
事
情
を
踏
ま
え
て
、
複
数
の
文
化
の
狭
間
に
生
き
る
知

識
人
と
し
て
の
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
描
い
て
い
る
。
無
国
籍
の
境
界
人
と
い
う
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
像
は
、
実
に
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
的
な

も
の
で
あ
り
、
先
の
ヴ
ィ
ー
コ
論
に
も
通
じ
て
い
る
こ
と
は
直
ぐ
に
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、《
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
的
主
体
》

と
し
て
の
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
描
く
こ
の
論
に
は
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
ヴ
ィ
ー
コ
（
論
）
へ
の
言
及
は
全
く
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

私
が
繰
り
返
し
強
調
し
て
き
た
よ
う
に
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
ヴ
ィ
ー
コ
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。

サ
イ
ー
ド
に
と
っ
て
《
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
的
主
体
》
と
い
う
主
題
は
ヴ
ィ
ー
コ
と
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
共
通
し
て
重
要
性
を
も
つ
に
も
関
わ

ら
ず
、
彼
の
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
論
に
ヴ
ィ
ー
コ
が
登
場
し
な
い
の
は
、
全
く
も
っ
て
不
可
解
で
あ
る
。
サ
イ
ー
ド
自
身
は
こ
の
問
題
に
口

を
閉
ざ
し
て
い
る
ゆ
え
に
、
真
相
は
推
測
す
る
し
か
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
は
、
先
に
私
が
文
体
論
と
い
う
視
野
か
ら
取
り
出

し
た
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
ヴ
ィ
ー
コ
論
に
お
け
る
《
観
念
論
》
と
い
う
特
徴
と
、
サ
イ
ー
ド
が
自
身
の
ヴ
ィ
ー
コ
読
解
で
強
く
前
面
に
押

し
出
す
《
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
》
的
な
性
格
と
が
基
本
的
に
相
容
れ
な
い
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ

ハ
自
身
が
『
ミ
メ
ー
シ
ス
』
で
は
ヴ
ィ
ー
コ
に
関
し
て
積
極
的
に
語
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
大
い
に
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
だ
が（
53
）。《
ヘ
テ
ロ
ト
ピ
ア
的
主
体
》
と
い
う
視
座
自
体
は
非
常
に
魅
力
的
で
あ
る
し
、
現
代
の
（
多
）
文
化
論
に
も
多
く
を
示
唆
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し
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
ヴ
ィ
ー
コ
に
即
し
て
見
る
限
り
、
い
か
ん
せ
ん
裏
づ
け
が
乏
し
い
と
い
う
印
象
は
拭
い
難
い
。

　

私
と
し
て
は
、
ヴ
ィ
ー
コ
の
《
始
ま
り
》
は
、
サ
イ
ー
ド
の
言
う
異
教
性
や
脱
中
心
性
の
よ
う
な
、
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
異

議
申
し
立
て
の
気
味
を
幾
分
か
帯
び
た
概
念
よ
り
か
は
む
し
ろ
、
認
知
論
―
《
言
語
》
と
《
身
体
》
の
つ
な
が
り
の
よ
う
な
即
物
的
な

視
座
―
か
ら
捉
え
た
方
が
よ
ほ
ど
説
得
力
を
持
ち
得
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
認
知
論
の
ヴ
ィ
ー
コ
は
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
以
降
の
近
代
の
ヴ

ィ
ー
コ
論
（
研
究
）
の
成
果
と
問
題
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
出
来
る
点
で
も
、
サ
イ
ー
ド
の
ヴ
ィ
ー
コ
論
よ
り
も
格
段
に
多
く
の
こ
と
を
教

え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
認
知
論
の
ヴ
ィ
ー
コ
の
検
討
が
次
項
で
の
課
題
と
な
る
。

③　

認
知
論
の
ヴ
ィ
ー
コ

　

ホ
ワ
イ
ト
や
サ
イ
ー
ド
の
よ
う
な
文
化
批
評
家
た
ち
が
ヴ
ィ
ー
コ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
、
ま
っ
た
く
別
の
場
所

で
、
ま
っ
た
く
別
様
に
ヴ
ィ
ー
コ
が
発
見
さ
れ
た
―
よ
り
正
確
に
は
、
ヴ
ィ
ー
コ
が
既
に
二
百
年
以
上
前
に
考
え
て
い
た
こ
と
と
き
わ

め
て
類
似
し
た
ア
イ
デ
ア
が
提
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
八
〇
年
代
に
登
場
し
た
認
知
意
味
論
と
呼
ば
れ
る
言
語
学
の
新
潮
流
が
そ
れ
で
あ

る
。
ヴ
ィ
ー
コ
と
認
知
意
味
論
は
共
に
、
言
語
の
起
源
、
身
体
、
メ
タ
フ
ァ
ー
な
ど
に
関
心
を
持
つ
。
認
知
科
学
（
言
語
）
学
者
た
ち
は

未
だ
に
ヴ
ィ
ー
コ
の
存
在
に
あ
ま
り
気
が
付
い
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
私
は
両
者
の
親
近
性
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
文
化

批
評
や
歴
史
表
象
論
の
可
能
性
を
認
知
論
の
領
野
に
求
め
て
み
た
い（
54
）。

　

認
知
意
味
論
に
つ
い
て
は
、
既
に
第
一
節
に
お
い
て
、
そ
の
概
略
を
見
た
。
こ
こ
で
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
（
比
喩
）
に
つ
い
て
認
知
意
味

論
が
示
す
知
見
に
焦
点
を
絞
っ
て
み
よ
う
。
認
知
意
味
論
は
、
人
間
の
身
体
性
と
結
び
つ
い
た
比
喩
が
あ
ら
ゆ
る
言
語
活
動
の
基
礎
で
あ

る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
人
間
は
概
念
を
形
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
自
ら
の
身
体
的
・
経
験
的
な
基
盤
に
拠
り
つ
つ
、
具
体
的
な
も

の
か
ら
抽
象
的
な
も
の
へ
と
理
解
を
進
展
さ
せ
て
ゆ
く
、
と
い
う
考
え
方
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
認
知
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
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一
次
的
な
《
感
覚
》
が
い
く
ら
か
の
ま
と
ま
り
を
持
つ
《
知
覚
》
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
の
《
知
覚
》
が
更
に
意
味
を
持
つ
《
認
知
》
へ

と
進
化
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
働
い
て
い
る
、
と
認
知
意
味
論
は
考
え
る
。
認
知
の
プ
ロ
セ
ス
が
感
覚
↓
知
覚
↓
認
知
と
い
う
段
階
を

経
て
進
む
こ
と
は
ま
た
、
記
号
論
的
に
は
、
イ
コ
ン
（
一
次
性
）
↓
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
（
二
次
性
）
↓
シ
ン
ボ
ル
（
三
次
性
）
と
い
う
意

味
作
用
の
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
る
。
更
に
レ
ト
リ
ッ
ク
（
比
喩
）
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
メ
タ
フ
ァ
ー
（
隠
喩
）

↓
メ
ト
ノ
ミ
ー
（
換
喩
）
↓
シ
ネ
ク
ド
キ
ー
（
提
喩
）
と
い
う
展
開
と
ほ
ぼ
重
な
る
。

　

次
に
ヴ
ィ
ー
コ
だ
が
、
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
認
知
意
味
論
が
提
起
す
る
《
認
知
の
三
段
階
説
》
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
十
八
世

紀
の
ヴ
ィ
ー
コ
に
よ
っ
て
既
に
先
取
り
さ
れ
て
い
た
、
と
も
見
れ
る
。
ヴ
ィ
ー
コ
は
、
始
ま
り
の
人
間
た
ち
に
お
け
る
こ
こ
ろ
と
言
葉
の

発
生
、
そ
し
て
、
そ
の
後
の
進
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
人
間
の
意
識
が
《
深
層
》
と
《
表
層
》
に
分
か
れ
、
そ
の
二
つ
が
《
メ
タ
フ

ァ
ー
》
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
い
う
構
図
で
説
明
を
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
あ
る
ヴ
ィ
ー
コ
研
究
者
に
よ
る
整
理
を
借
り
よ
う
。

①　

こ
こ
ろ
の
最
深
部
で
は
、
想
像
力
は
、
衝
動
や
環
境
の
刺
激
に
対
し
て
本
能
的
に
反
応
す
べ
く
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
さ
れ
て
い
る
情
動

的
か
つ
知
覚
的
な
反
応
の
世
界
を
変
化
さ
せ
て
、
イ
コ
ン
の
世
界
を
生
み
出
し
た
。
こ
う
し
た
記
号
が
脳
内
に
存
在
す
る
こ
と
は
、

意
識
の
出
現
、
つ
ま
り
、
存
在
や
物
体
や
出
来
事
に
つ
い
て
思
い
を
及
ば
せ
る
際
に
、
そ
れ
ら
が
実
際
に
起
こ
っ
た
り
存
在
し
た
り

す
る
文
脈
か
ら
遠
く
離
れ
た
世
界
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
に
思
い
を
及
ば
せ
る
能
力
の
出
現
を
意
味
し
て
い
た
。

②　

こ
う
し
た
原
初
的
な
意
識
の
層
の
内
部
に
お
い
て
、《
イ
ン
ゲ
ニ
ウ
ム
》（ingegno

）
―
個
々
の
事
物
の
あ
い
だ
に
類
似
関
係

を
見
出
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
一
つ
の
《
想
像
的
普
遍
》
へ
と
連
結
し
て
ゆ
く
能
力
―
は
、
脳
の
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
を
更

に
変
形
さ
せ
て
、
そ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
の
あ
い
だ
に
《
結
合
》（connectedness
）
の
モ
デ
ル
を
生
み
出
し
た
。
こ
れ
が
《
始
ま

り
》
の
人
び
と
に
お
け
る
《
メ
タ
フ
ァ
ー
》
の
機
能
で
あ
る
。
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③　

そ
の
後
に
《
メ
タ
フ
ァ
ー
》
は
、
知
覚
に
よ
る
認
知
の
対
象
（percepts

）
を
概
念
（concepts

）
に
転
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
思
考
の
イ
コ
ン
的
な
深
層
構
造
」
を
表
層
に
お
け
る
認
知
の
形
態
へ
と
変
化
さ
せ
た
―
そ
し
て
今
な
お
変
形
さ
せ
続
け
る
。

④　

原
始
人
の
こ
こ
ろ
が
現
代
人
の
こ
こ
ろ
へ
と
進
化
を
遂
げ
た
の
は
、
メ
タ
フ
ァ
ー
的
に
形
成
さ
れ
た
諸
概
念
が
徐
々
に
抽
象
的
に

な
っ
て
、
感
覚
的
な
統
御
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
シ
ス
テ
ム
を
安
定
さ
せ
る
べ
く
構
文
が
出
現
し
た
時
で
あ
っ
た
。
近
代
人
の
こ
こ
ろ

の
中
で
は
、
認
知
の
表
層
の
次
元
が
思
考
を
支
配
す
る
形
態
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
以
前
に
も
ま
し
て
概
念
と
そ
の
統
語
的
な
配
置

に
依
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
意
味
の
シ
ス
テ
ム
が
生
み
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
想
像
力
を
介
さ
な
い
（literal

）
言
説
と
は
、

こ
の
シ
ス
テ
ム
の
産
物
で
あ
る
。（
55
）

　

こ
の
よ
う
に
、
レ
ト
リ
ッ
ク
（
比
喩
）
の
機
能
を
中
心
と
し
て
、
認
知
意
味
論
が
示
す
人
間
の
認
知
の
進
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
ヴ
ィ
ー
コ

の
《
始
ま
り
》
の
構
造
は
驚
く
ほ
ど
似
通
っ
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
類
似
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
何

故
な
の
か
と
い
う
問
い
が
浮
上
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
そ
の
詳
細
に
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
十
八

世
紀
と
二
十
世
紀
に
生
ま
れ
た
こ
れ
ら
二
つ
の
言
語
思
想
が
自
ら
の
立
場
を
形
成
す
る
に
あ
た
っ
て
批
判
と
超
克
の
対
象
と
し
た
の
が
、

一
種
の
合
理
主
義
の
思
想
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
最
低
限
押
さ
え
て
お
か
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
認
知
意
味
論
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
チ
ョ

ム
ス
キ
ー
な
ど
の
生
成
文
法
で
あ
る
。
生
成
文
法
は
、
デ
カ
ル
ト
派
言
語
学
を
標
榜
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
言
語
の
普
遍

原
理
を
追
究
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
ヴ
ィ
ー
コ
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
理
性
の
優
位
を
説
く
デ
カ
ル
ト
主
義
で
あ
っ
た
。
ヴ
ィ
ー
コ

は
デ
カ
ル
ト
主
義
に
反
発
し
つ
つ
、
歴
史
や
言
語
を
人
間
文
化
の
考
察
の
中
心
に
据
え
た
。
認
知
意
味
論
に
せ
よ
、
ヴ
ィ
ー
コ
に
せ
よ
、

人
間
や
文
化
の
探
究
に
お
け
る
普
遍
性
や
合
理
性
を
重
視
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
行
き
過
ぎ
を
懸
念
し
、
身
体
の
よ
う
な
具
体
的
あ
る
い
は

一
次
的
な
も
の
に
根
ざ
し
つ
つ
、
言
語
を
通
し
て
人
間
や
文
化
の
探
究
の
道
を
探
ろ
う
と
す
る
点
で
同
じ
方
向
を
と
っ
て
い
る
と
言
え
よ
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う
。
認
知
意
味
論
と
ヴ
ィ
ー
コ
と
の
遭
遇
は
、
二
百
年
の
時
の
経
過
を
挟
ん
で
は
い
て
も
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

認
知
意
味
論
と
ヴ
ィ
ー
コ
の
親
和
性
が
か
く
確
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
更
な
る
議
論
の
道
筋
と
し
て
は
お
お
よ
そ
二
つ
の
方
向
が
考
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
第
一
の
方
向
は
、
認
知
意
味
論
と
ヴ
ィ
ー
コ
が
共
有
す
る
視
点
―
《
認
知
論
の
ヴ
ィ
ー
コ
》
と
呼
ん
で
お
こ
う
―
を

文
体
論
の
領
野
に
応
用
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
近
年
、
認
知
意
味
論
が
認
知
文
体
論
と
し
て
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
先
に
も
触
れ

た
。
こ
の
潮
流
は
、
文
体
論
の
領
野
に
お
け
る
近
年
の
大
き
な
進
捗
で
あ
る（
56
）。
だ
が
、
認
知
意
味
論
の
場
合
と
同
様
に
認
知
文
体
論

に
お
い
て
も
、
人
び
と
の
眼
は
な
か
な
か
ヴ
ィ
ー
コ
に
ま
で
は
向
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ー
コ
の
思
想
が
文
体
論
の
領
野
に
も
深
く

関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
ク
ロ
ー
チ
ェ
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
ホ
ワ
イ
ト
と
い
っ
た
先
達
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
示
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
《
文
体
論
の
ヴ
ィ
ー
コ
》
が
そ
れ
ぞ
れ
に
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
は
、
私
が
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
う
し

た
諸
問
題
を
踏
ま
え
た
上
で
、《
認
知
論
の
ヴ
ィ
ー
コ
》
が
何
を
教
え
て
く
れ
る
の
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
は
決
し
て
無
駄
で
は
あ
る
ま

い
。

　

こ
れ
と
関
連
し
つ
つ
第
二
の
方
向
は
、《
認
知
論
の
ヴ
ィ
ー
コ
》
を
よ
り
広
範
な
文
化
論
の
領
野
に
応
用
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
私
は
、
こ
の
方
向
に
と
り
わ
け
関
心
を
持
つ
。
私
の
観
る
と
こ
ろ
で
は
、《
認
知
論
の
ヴ
ィ
ー
コ
》
は
、
歴
史
や
文
化
の
表
象
の
多
元

性
を
め
ぐ
る
議
論
―
も
ち
ろ
ん
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
―
に
多
く
を
示
唆
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
私
が
現
段
階
で
得
て
い
る
の
は
ご
く
大
ま
か
な
展
望
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
と
て
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
の
総
括
と
し
て
は
役
に
立

つ
だ
ろ
う
。
私
の
考
え
を
端
的
に
述
べ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
認
知
論
の
ヴ
ィ
ー
コ
が
二
十
一
世
紀
の
文
化
論
に
示
唆
す

る
の
は
、〈
文
化
論
は
、
身
体
と
言
語
に
根
ざ
し
た
人
間
の
認
知
機
能
を
媒
介
に
し
て
、
文
化
（
歴
史
）
に
お
け
る
普
遍
性
と
個
別
性

（
多
元
性
）
を
調
停
で
き
る
〉
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
言
語
と
文
化
（
歴
史
）
に
関
す
る
相
対
主
義
的
な
考

え
方
で
あ
る
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
も
う
少
し
敷
衍
し
て
お
こ
う
。
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ま
ず
、
認
知
意
味
論
が
一
種
の
言
語
相
対
論
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
に
見
た
ヴ
ィ
ー
コ
の
《
深

層
》
と
《
表
層
》
の
二
分
類
が
そ
の
基
盤
に
な
ろ
う
。
一
方
で
は
、
言
語
の
使
用
が
人
間
（
ホ
モ
サ
ピ
エ
ン
ス
）
と
し
て
の
認
知
能
力
に

基
本
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
人
間
の
知
覚
や
認
知
の
能
力
と
言
語
の
運
用
と
の
関
係
に
は
、
人
間
一
般
に
共
通
す
る
或
る
一
定
の

普
遍
性
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
が
言
語
意
識
の
《
深
層
》
で
あ
る
。
他
方
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共
同
体
で
使
用
さ
れ
て
い
る
個
々
の
様
々

な
言
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
な
構
造
的
特
性
（
文
法
や
語
彙
）
を
持
ち
、
特
有
な
文
化
的
背
景
に
規
定
さ
れ
つ
つ
限
り
な
い
多
様
性
を

示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
言
語
活
動
の
《
表
層
》
で
あ
る
。
こ
の
二
元
性
を
踏
ま
え
て
認
知
意
味
論
は
、〈
言
語
の
深
層
に
お
け
る
普
遍
性

と
表
層
に
お
け
る
多
様
性
の
相
互
交
渉
が
言
語
の
あ
り
方
を
規
定
し
て
い
る
〉
と
考
え
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
《
サ
ピ
ア
＝
ウ

ォ
ル
フ
の
仮
説
》（
言
語
が
認
知
を
規
定
す
る
と
い
う
考
え
）
が
新
し
い
形
で
蘇
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る（
57
）。
こ
れ
を
逆
に
言

う
な
ら
ば
、
認
知
意
味
論
は
、
二
十
世
紀
の
サ
ピ
ア
＝
ウ
ォ
ル
フ
か
ら
十
九
世
紀
の
フ
ン
ボ
ル
ト
を
経
て
十
八
世
紀
の
ヘ
ル
ダ
ー
や
ヴ
ィ

ー
コ
に
ま
で
遡
る
言
語
相
対
論
の
系
譜
に
連
な
っ
て
い
る
、
と
も
言
え
る（
58
）。
私
た
ち
が
《
認
知
論
の
ヴ
ィ
ー
コ
》
と
い
う
表
現
で
言

い
当
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
言
語
思
想
（
家
た
ち
）
に
お
お
よ
そ
共
通
す
る
考
え
―
「
一
方
に
お
い
て
は
意
味
の
体
系

化
と
統
辞
構
造
、
そ
し
て
他
方
で
は
文
化
と
民
族
、
こ
れ
ら
の
間
の
連
関
に
み
ら
れ
る
相
互
性
に
つ
い
て
の
考
え
」
―
に
他
な
ら
な
い
。

こ
れ
が
こ
こ
で
私
が
言
う
《
言
語
相
対
論
》
で
あ
る（
59
）。

　

そ
し
て
、
言
語
相
対
論
は
文
化
論
の
相
対
主
義
的
な
方
向
に
も
示
唆
を
与
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
現
代
の
文
化
多
元
論
を
め
ぐ
る

議
論
で
は
、《
普
遍
》
と
《
差
異
》
を
如
何
に
し
て
調
停
す
る
か
と
い
う
問
題
が
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
著
名
な
例
で
は
、
チ
ャ

ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
《
平
等
な
尊
厳
を
め
ぐ
る
政
治
》
と
《
差
異
を
め
ぐ
る
政
治
》
の
対
立
な
ど
が
直
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
。
こ
れ
は
、

社
会
に
お
け
る
文
化
の
多
元
性
の
基
盤
と
な
る
の
は
、
平
等
な
人
権
の
よ
う
な
普
遍
性
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
文
化
的
な
差
異
に
根

ざ
し
た
個
別
的
な
必
要
や
要
求
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
の
ど
ち
ら
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
、
少
し
前
に
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北
米
社
会
で
激
烈
に
戦
わ
さ
れ
た
《
文
化
戦
争
》
の
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
基
本
的
に
は
決
着
を
見
て
い
な
い
―
そ
し
て
同
じ
よ

う
な
状
況
は
世
界
中
の
至
る
と
こ
ろ
で
見
ら
れ
る
。
テ
イ
ラ
ー
の
示
す
処
方
箋
は
、
い
わ
ゆ
る
ガ
ダ
マ
ー
的
な
《
地
平
の
融
合
》
と
い
う

も
の
だ
が
、
そ
れ
と
て
抽
象
的
な
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

　

こ
う
し
た
現
代
文
化
の
苦
境
と
も
呼
ぶ
べ
き
状
況
に
あ
っ
て
、《
認
知
論
の
ヴ
ィ
ー
コ
》
と
い
う
視
座
は
、《
普
遍
》
か
《
差
異
》
か
と

い
う
文
化
多
元
論
の
難
題
に
何
ら
か
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。《
認
知
論
の
ヴ
ィ
ー
コ
》
は
、
言
語
意
識
の
深
層

と
表
層
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
レ
ト
リ
ッ
ク
（
比
喩
）
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
す
べ

て
の
人
間
た
ち
に
固
有
の
本
性
と
し
て
普
遍
的
に
備
わ
っ
て
い
る
《
深
層
》
と
、
差
異
や
多
元
性
に
彩
ら
れ
た
諸
言
語
や
諸
文
化
と
い
う

《
表
層
》
と
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
の
《
レ
ト
リ
ッ
ク
》
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
身
体
性
と
い
う
普
遍
的
な
基
盤

に
根
ざ
し
つ
つ
も
文
化
的
な
多
様
性
を
反
映
す
る
と
い
う
形
で
、
人
間
の
言
語
や
思
考
と
関
わ
っ
て
い
る
。
現
代
に
お
け
る
文
化
の
多
元

性
を
め
ぐ
る
議
論
に
必
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
人
間
の
本
性
に
即
し
つ
つ
普
遍
性
と
個
別
性
を
架
橋
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
架

橋
に
は
言
語
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
人
び
と
が
も
っ
と
認
識
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。《
認
知
論
の
ヴ
ィ
ー
コ
》
が
示
唆
す
る
の
は
、

お
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

五　

結
語
　

―
　

フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
前
後
を
踏
ま
え
て

　

後
期
ホ
ワ
イ
ト
が
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
概
念
に
よ
っ
て
模
索
し
て
い
る
歴
史
や
文
化
の
表
象
の
多
元
性
と
い
う
問
題
を

更
に
深
化
さ
せ
る
べ
く
、
い
く
つ
か
の
考
察
を
重
ね
て
き
た
。
ま
ず
、
ホ
ワ
イ
ト
が
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
中
動
態
に
つ
い
て
、
認
知

意
味
論
や
生
態
心
理
学
と
い
っ
た
新
し
い
認
知
科
学
が
探
索
や
公
共
性
と
い
っ
た
局
面
に
そ
の
意
味
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
を
見
た
。
そ
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の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
展
開
に
は
《
認
知
》
の
視
座
が
有
効
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
提
起

を
ま
ず
私
は
行
っ
た
。
次
に
、
認
知
科
学
と
文
化
論
の
よ
り
強
い
接
点
を
見
出
す
べ
く
、《
文
体
論
》
と
《
ヴ
ィ
ー
コ
》
と
い
う
マ
ク
ロ

の
視
座
か
ら
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
フ
ィ
グ
ー
ラ
や
ホ
ワ
イ
ト
の
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
概
念
を
位
置
づ
け
直
す
作
業
を
行

っ
た
。
二
十
世
紀
の
文
体
論
に
つ
い
て
は
、
観
念
論
↓
構
造
論
↓
認
知
論
と
い
う
流
れ
が
あ
り
、
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
ホ
ワ
イ
ト
、
認

知
科
学
が
そ
れ
ぞ
れ
の
学
派
の
な
か
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ヴ
ィ
ー
コ
の
場
合
も
同
様
に
、
観
念
論
（
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
）、
構
造

論
（
ホ
ワ
イ
ト
）、
認
知
論
（
認
知
科
学
）
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
異
な
っ
た
風
に
ヴ
ィ
ー
コ
を
読
ん
で
い
る
こ
と
を
辿
っ
た
。
こ
の

並
行
す
る
二
つ
の
流
れ
を
整
理
し
て
改
め
て
確
認
で
き
た
の
は
、
フ
ィ
グ
ー
ラ
の
概
念
の
観
念
論
的
性
格
は
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ

ズ
ム
に
ま
で
深
い
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ラ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
概
念
に
よ
っ
て
ホ
ワ
イ
ト
は
、

文
体
論
の
流
れ
を
構
造
論
か
ら
観
念
論
へ
と
逆
戻
り
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
分
析
を
踏
ま
え
て
私
は
、
ホ
ワ
イ
ト
の

そ
う
し
た
逆
戻
り
の
路
線
は
あ
ま
り
う
ま
く
機
能
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
観
念
論
の
文
体
論
は
今
と

な
っ
て
は
あ
ま
り
に
も
観
念
論
的
で
あ
り
、
さ
ほ
ど
言
語
論
的
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
私
は
、
文
体
論
の
流
れ
を
朔
行
す
る
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
順
行
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
つ
ま
り
、
文
体
論
の
新
機
軸
で
あ
る
認
知
論
の
成
果
に
目
を
向
け
る
べ
き
で

は
な
い
か
、
と
い
う
提
案
を
行
っ
た
。
認
知
意
味
論
は
何
よ
り
も
言
語
論
と
し
て
企
図
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
観
念
論
と
は

（
そ
し
て
言
語
論
で
あ
る
構
造
論
と
も
ま
た
）
違
っ
た
見
方
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
認
知
意
味
論
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
言
語
活
動

は
、
身
体
や
身
体
に
根
ざ
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
（
比
喩
）
を
媒
介
に
し
て
、
具
体
と
抽
象
、
個
別
と
普
遍
の
あ
い
だ
を
往
来
す
る
認
知
活
動

で
あ
る
。
そ
し
て
、
言
語
に
つ
い
て
認
知
意
味
論
が
示
す
知
見
は
ま
た
、
歴
史
や
文
化
の
事
象
に
も
応
用
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
、
と

私
は
考
え
る
。
歴
史
や
文
化
の
多
元
性
と
い
う
問
題
を
追
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
い
わ
ば
《
コ
グ
ニ
テ
ィ
ブ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
》
と
も
呼
ぶ

べ
き
も
の
を
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
が
私
の
さ
し
あ
た
っ
て
の
結
論
で
あ
る
。
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と
ド
イ
ツ
観
念
論
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
詳
し
い
。
谷
口
勇
「
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
の

表
現
学
」（『
ク
ロ
ー
チ
ェ
美
学
か
ら
比
較
記
号
論
ま
で
』
而
立
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
16
）
ギ
ロ
ー
『
文
体
論
』
四
八
頁
。

（
17
）Erich A

uerbach, 

“Epilegom
ena to M

im
esis,

” trans. Jan M
. Ziolkow

ski, in M
im

esis 

（Princeton: Princeton U
niversity Press, 

1953

）, p.571.

（
18
）T

im
othy Bahti, 

“Auerbach’s M
im

esis: Figural Structure and H
istorical N

arrative,

” in A
llegories of H

istory 

（Baltim
ore: 

Johns H
opkins U

niversity Press, 1992

）. T
im

othy Bahti, 

“Vico, A
uerbach and Literary H

istory,

” in V
ico: Past and Present, 

ed. Giorgio T
agliacozzo 

（A
tlantic H

ighland, N
. J.: H

um
anities Press, 1981

）.

な
お
私
も
ま
た
、
以
上
の
文
献
に
拠
り
な
が
ら
、
こ
の

問
題
を
整
理
・
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。K

azuhisa Y
oshida, 

“The Interplay Betw
een Philology and M

odernity: Som
e Consider-

ations on Erich A
uerbach’s Concept of Figura,

” in H
itotsubashi Journal of A

rts and Sciences, vol. 50, N
o. 1, 2009.

（
19
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
あ
る
ヴ
ィ
ー
コ
研
究
者
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
ヴ
ィ
ー
コ
を
イ
タ
リ
ア
の
ヘ
ー
ゲ
ル
と
見
よ
う
と
す
る
ク
ロ
ー

チ
ェ
の
関
心
は
、
彼
【
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
こ
と
、
引
用
者
注
】
の
研
究
『
ジ
ャ
ン
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ヴ
ィ
ー
コ
の
哲
学
』（
一
九
一
一
年
）

　

―
　

イ

ギ
リ
ス
の
観
念
論
者
Ｒ
・
Ｇ
・
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
て
い
る

　

―
　

の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
。（
中
略
）
ヴ
ィ
ー
コ
と
ヘ
ー
ゲ
ル

主
義
が
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヴ
ィ
ー
コ
研
究
は
二
十
世
紀
へ
と
開
か
れ
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
ヴ
ィ
ー
コ
が
観
念
の
哲
学
の
眼
を

通
し
て
の
み
観
察
さ
れ
る
時
代
の
始
ま
り
で
も
あ
っ
た
。
最
も
優
秀
な
ヴ
ィ
ー
コ
解
釈
者
の
多
く
は
永
劫
の
号
罰
を
受
け
、
自
ら
の
見
解
を
自
由

に
発
表
す
る
こ
と
を
抑
制
し
て
し
ま
っ
た
。」D

onald Philip V
erne, V

ico’s Science of Im
agination 

（Ithaca: Cornell U
niversity 

Press, 1981

）, p.23.

（
20
）Paul, ibid., chapter 6. D

avid D
. Roberts, 

“The Stakes of M
isreading: H

ayden W
hite, Carlo Ginzburg, and the Crocean Leg-

acy,

” in H
istoricism

 and Fascism
 in M

odern Italy （T
oronto: U

niversity of T
oronto Press, 2007

）.
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（
21
）
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
ヴ
ィ
ー
コ
論
に
即
し
て
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
を
批
判
し
た
次
の
よ
う
な
一
節
な
ど
が
そ
の
典
型
例
で
あ
ろ
う
。「
確
か
に
ク
ロ
ー
チ
ェ

は
十
九
世
紀
の
観
念
論
の
哲
学
を
純
化
し
、
そ
れ
を
「
実
在
論
的
」
な
も
の
に
し
、
そ
し
て
、
自
ら
に
対
し
て
更
に
「
批
判
的
」
で
あ
る
よ
う
に

仕
向
け
た
と
主
張
し
た
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
彼
は
、
そ
の
地
平
の
中
に
留
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。」H

ayden W
hite, 

“What Is Living 
and W

hat Is D
ead in Croce’s Criticism

 of V
ico,

” in T
ropics of D

iscourse 

（Baltim
ore: Johns H

opkins U
niversity Press, 

1978

）, p.228.
ホ
ワ
イ
ト
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
観
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
注
（
20
）
に
挙
げ
た
文
献
が
詳
し
い
。

（
22
）
ギ
ロ
ー
『
文
体
論
』
四
六
頁
。

（
23
）
ギ
ロ
ー
『
文
体
論
』
四
七
頁
。

（
24
）
ギ
ロ
ー
『
文
体
論
』
五
三
頁
。

（
25
）
ギ
ロ
ー
『
文
体
論
』
五
四
頁
。

（
26
）
小
林
英
夫
「
言
語
美
学
」（『
小
林
英
夫
著
作
集
5　

言
語
美
学
論
考
』）
六
五
頁
。

（
27
）
小
林
「
言
語
美
学
」
六
五
頁
。

（
28
）
ギ
ロ
ー
『
文
体
論
』
五
六
頁
。

（
29
）
小
林
「
言
語
美
学
」
六
五
頁
。

（
30
）T

albot T
aylor, Linguistic T

heory and Structural Stylistics （O
xford: Pergam

on Press, 1980

）, p.44.

（
31
）T

aylor, ibid., p.44.

（
32
）
テ
レ
ン
ス
・
ホ
ー
ク
ス
『
構
造
主
義
と
記
号
論
』（
池
上
嘉
彦
他
訳
、
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
七
九
年
）
一
一
九-

二
〇
頁
。

（
33
）
ホ
ー
ク
ス
『
構
造
主
義
と
記
号
論
』
一
二
〇
頁
。

（
34
）
ホ
ー
ク
ス
『
構
造
主
義
と
記
号
論
』
一
〇
九
頁
。

（
35
）
ホ
ー
ク
ス
『
構
造
主
義
と
記
号
論
』
一
一
一
頁
。

（
36
）
ホ
ー
ク
ス
『
構
造
主
義
と
記
号
論
』
一
一
一
頁
。

（
37
）
ホ
ワ
イ
ト
の
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
へ
の
言
及
の
例
は
、『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
の
序
章
。



人文・自然研究　第 6 号　　318

（
38
）
比
喩
の
二
分
法
と
四
分
法
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
に
詳
し
い
言
及
が
あ
る
。
中
村
雄
二
郎
「
記
号
・
論
理
・
メ
タ
フ
ァ
ー
」（『
中
村
雄

二
郎
著
作
集　

第
Ⅹ
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）。

（
39
）
斎
藤
兆
史
「
文
体
論
の
歴
史
と
展
望
」（
中
島
平
三
（
監
修
）『
シ
リ
ー
ズ
朝
倉
〈
言
語
の
可
能
性
〉
10　

言
語
と
文
学
』
朝
倉
書
店
、
二
〇
〇
九

年
）
二
二
二
頁
。

（
40
）
ド
ミ
ニ
ク
・
ラ
カ
プ
ラ
「
歴
史
記
述
の
詩
学
」（『
思
想
史
再
考
』
山
本
和
平
・
内
田
正
子
・
金
井
嘉
彦
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
）。
ロ
イ

ド
・
Ｓ
・
ク
レ
ー
マ
ー
「
文
学
・
批
評
・
歴
史
的
想
像
力

　

―
　

ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
と
ド
ミ
ニ
ク
・
ラ
カ
プ
ラ
の
文
学
的
挑
戦
」（
リ
ン
・
ハ

ン
ト
（
編
）『
文
化
の
新
し
い
歴
史
学
』
筒
井
清
忠
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）。

（
41
）
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。Robert Y

oung, W
hite M

ythology 

（London: Routledge, 
1990

）.

（
42
）
と
は
い
え
、
こ
の
《
歴
史
叙
述
の
政
治
性
の
脱
構
築
》
が
具
体
的
に
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
な
る
と
一
向
に
明
瞭
で
は
な
い
と
こ
ろ
が
、
文

化
の
政
治
学
が
抱
え
る
弱
点
で
あ
り
限
界
で
あ
る
よ
う
だ
。
脱
構
築
批
評
や
文
化
の
政
治
学
の
よ
う
な
左
翼
的
な
文
化
批
評
は
、
既
成
の
文
化
秩

序
を
批
判
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
成
果
を
挙
げ
た
が
、
代
案
を
出
し
た
り
、
新
し
い
文
化
を
創
造
し
た
り
す
る
こ
と
は
不
得
手
な
よ
う
で
あ
る
。

（
43
）
ホ
ワ
イ
ト
の
脱
構
築
批
評
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。H

ayden W
hite, 

“The A
bsurdist M

om
ent in Con-

tem
porary Literary T

heory,

” in T
ropics of D

iscourse.

（
44
）
言
語
学
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
だ
が
、
認
知
意
味
論
の
基
盤
を
築
い
た
言
語
学
者
ジ
ョ
ー
ジ
・
レ
イ
コ
フ
な

ど
は
ま
た
、
徹
底
し
た
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
文
化
相
対
主
義
の
支
持
者
で
あ
る
よ
う
だ
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
力
強
い
一
節
。「
ウ
ォ
ー

フ
に
関
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
非
常
に
重
要
な
事
柄
が
一
つ
あ
る
。
彼
は
、
ナ
チ
ズ
ム
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
隆
盛
に
な
り
、
ア
メ
リ
カ
で
好
戦
的

愛
国
主
義
が
流
行
し
て
い
た
の
と
同
時
期
に
自
分
の
仕
事
の
大
部
分
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
当
時
、
合
衆
国
の
多
く
の
地
域
で
さ
え
も
、
白

人
は
肌
の
色
の
異
な
る
人
よ
り
も
知
能
が
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
西
洋
の
文
明
は
知
的
到
達
度
の
頂
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
他
の

文
明
は
そ
れ
に
比
べ
て
劣
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。「
文
化
」
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
の
文
化
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
ホ
ピ
の
文

化
や
バ
リ
族
の
文
化
と
い
う
意
味
で
は
な
か
っ
た
。（
中
略
）
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
た
ち
の
概
念
体
系
が
科
学
的
現
実
に
よ
り
良
く
適
合
し
、
わ
れ
わ
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れ
が
彼
ら
か
ら
学
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
は
想
像
も
つ
か
な
い
、
と
い
う
状
態
に
近
か
っ
た
。【
改
段
落
】
ウ
ォ
ー
フ
は
言
語
学

に
お
け
る
開
拓
者
と
い
う
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
人
間
と
し
て
の
開
拓
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。」
ジ
ョ
ー
ジ
・
レ
イ
コ
フ
「
ウ
ォ
ー
フ
と
相
対
主
義
」（『
認
知
意
味
論
』
池
上
嘉
彦
・
河
上
誓
作
他
訳
、
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
九
三
年
）

四
〇
三-

四
頁
。

（
45
）
小
林
英
夫
「
文
体
論
の
美
学
的
基
礎
づ
け
」（『
小
林
英
夫
著
作
集
7　

文
体
論
の
建
設
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
五
年
）
二
六
二
頁
。

（
46
）
小
林
「
文
体
論
の
美
学
的
基
礎
づ
け
」
二
六
二
頁
。

（
47
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
注
（
18
）
に
挙
げ
た
文
献
が
詳
し
い
。

（
48
）Edw

ard W
. Said, Beginnings: Intention and M

ethod （N
ew

 Y
ork: Colum

bia U
niversity Press, 1985

）.

エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｗ
・
サ
イ

ー
ド
『
始
ま
り
の
現
象
』（
山
形
和
美
・
小
林
昌
夫
訳
、
法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
）。

（
49
）
上
村
忠
男
「『
ヴ
ィ
ー
コ
の
懐
疑
』
以
後
」（『
バ
ロ
ッ
ク
人
ヴ
ィ
ー
コ
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
八
年
）
三
〇
二
頁
。

（
50
）
上
村
「『
ヴ
ィ
ー
コ
の
懐
疑
』
以
後
」
三
〇
三
頁
。

（
51
）
和
辻
哲
郎
「
近
代
歴
史
哲
学
の
先
駆
者

　

―
　

ヴ
ィ
コ
と
ヘ
ル
ダ
ー
」（『
和
辻
哲
郎
全
集　

第
八
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
）。
清
水
幾
太
郎

『
倫
理
学
ノ
ー
ト
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
）。

（
52
）Edw

ard W
. Said, 

“Erich A
uerbach, Critic of the Earthy W

orld,

” in Boundary 2. 31. 2, 2004.

日
本
語
訳
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
「
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
『
ミ
メ
ー
シ
ス
』
に
つ
い
て
」（
村
山
敏
勝
・
三
宅
敦
子
訳
『
人
文
学
と
批
評
の

使
命
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
53
）
サ
イ
ー
ド
の
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
論
に
触
発
さ
れ
た
批
評
家
た
ち
が
、
サ
イ
ー
ド
の
示
し
た
視
座
を
深
め
る
議
論
を
試
み
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
彼

ら
と
て
、
本
丸
た
る
ヴ
ィ
ー
コ
に
ま
で
は
な
か
な
か
攻
め
込
め
な
い
よ
う
な
感
じ
で
あ
る
。
具
体
的
な
文
献
に
つ
い
て
は
、
注
（
18
）
で
掲
げ
た

私
の
論
文
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

（
54
）
ヴ
ィ
ー
コ
と
認
知
言
語
学
（
意
味
論
）
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
研
究
は
、
以
下
に
挙
げ
る
マ
ル
セ
ル
・
ダ
ネ
シ
の
一
連
の
著
作
が
注
目
に
値
す
る
。

M
arcel D

anesi, V
ico, M

etaphor, and the O
rigin of Language 

（Bloom
ington: Indiana U

niversity Press, 1993

）. M
arcel 
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D
anesi, G

iam
battista V

ico and the Cognitive Science E
nterprise 

（N
ew

 Y
ork: Peter Lang, 1995

）. G
iam

battista V
ico and 

A
nglo-A

m
erican Science, ed. M

arcel D
anesi 

（Berlin: M
outon de Gruyer, 1994

）.

ま
た
、
日
本
の
認
知
言
語
学
者
が
ヴ
ィ
ー
コ
へ
言

及
し
て
い
る
例
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
管
見
に
入
っ
た
。
大
堀
壽
夫
『
認
知
言
語
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）
二
四
七-

九
頁
。

（
55
）D

anesi, V
ico, M

etaphor, and the O
rigin of Language, p.56.

な
お
、「
イ
ン
ゲ
ニ
ウ
ム
」
に
つ
い
て
の
説
明
（「
個
々
の
事
物
の
あ
い
だ

に
類
似
関
係
を
見
出
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
一
つ
の
《
想
像
的
普
遍
》
へ
と
連
結
し
て
ゆ
く
能
力
」）
の
部
分
は
、
引
用
者
に
よ
る
補
足
的
な
挿
入
。

（
56
）
ピ
ー
タ
ー
・
ス
ト
ッ
ク
ウ
ェ
ル
『
認
知
詩
学
入
門
』（
内
田
成
子
訳
、
鳳
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）。
ジ
ョ
ア
ン
ナ
・
ゲ
イ
ヴ
ィ
ン
ス
、
ジ
ェ
ラ
ー

ド
・
ス
テ
ィ
ー
ン
（
編
）『
実
践
認
知
詩
学
』（
内
田
成
子
訳
、
鳳
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）。
認
知
文
体
論
へ
の
日
本
の
文
体
論
研
究
者
の
言
及
と

し
て
は
、
注
（
37
）
に
掲
げ
た
斎
藤
兆
史
「
文
体
論
の
歴
史
と
展
望
」
が
管
見
に
入
っ
た
。

（
57
）
光
延
明
洋
「
言
語
相
対
論
」（
宮
岡
伯
人
（
編
）『
言
語
人
類
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思
想
社
、
一
九
九
六
年
）
二
〇
二-

四
頁
。

（
58
）
認
知
言
語
学
（
意
味
論
）
と
言
語
相
対
論
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
詳
し
い
。
有
馬
遊
子
『
パ
ー
ス
の
思
想　

記
号
論
と
認

知
言
語
学
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
59
）
ト
ゥ
リ
オ
・
デ
・
マ
ー
ウ
ロ
『
意
味
論
序
説
』（
竹
内
孝
次
訳
、
朝
日
出
版
社
、
一
九
七
七
年
）
七
二
頁
。


