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「
言
葉
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
学
び
な
が
ら
1

横
倉
　
長
恒

は
じ
め
に

舌
代
文
学
を
考
え
る
時
、
言
葉
と
は
何
か
に
つ
い
て
学
ん
で
置
く
の
は
無

意
味
で
は
な
い
。
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
』
　
に
於
け
る
言
語
発
生

に
つ
い
て
の
考
察
は
、
学
に
志
し
て
最
初
に
出
会
っ
た
も
の
だ
っ
た
だ
け
に
、

私
に
と
っ
て
は
ち
ょ
う
ど
動
物
世
界
に
於
け
る
「
刷
り
込
み
」
　
の
よ
う
に
、

そ
の
真
価
に
つ
い
て
理
解
で
き
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
超
え
て
、

大
変
重
要
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
こ
で
善
本
隆
明
の
　
『
言
語
に
と
っ

て
美
と
は
な
に
か
』
　
の
「
言
語
の
本
質
」
　
に
学
ぶ
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
こ

の
作
業
を
通
し
て
見
え
て
く
る
問
題
が
実
に
大
き
く
見
え
て
来
る
か
ら
で
あ

る。

一
「
1
　
発
生
の
機
構
」
　
か
ら
学
ぶ

善
本
隆
明
は
そ
の
著
書
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
』
第
Ⅰ
章
で
、

言
語
学
者
と
は
異
な
っ
た
「
言
語
の
像
を
駆
使
し
た
経
験
」
　
の
所
有
者
の
立

場
か
ら
、
「
言
語
の
本
質
」
を
考
察
し
て
い
る
。
「
言
語
の
解
剖
理
論
が
最
終

の
日
的
」
　
の
「
言
語
学
者
」
に
対
し
て
、
「
言
語
の
表
現
理
論
が
最
終
の
日

的
」
　
の
「
言
語
の
像
を
駆
使
し
た
経
験
」
　
の
所
有
者
を
区
別
し
た
こ
の
在
り

様
は
、
少
な
く
と
も
言
語
学
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
以
上
の
刺
激
を
与

え
て
、
鋭
く
対
象
に
迫
る
或
る
雀
の
迫
力
を
感
じ
さ
せ
る
。

善
本
隆
明
は
「
言
語
の
像
と
理
論
と
を
ふ
た
つ
と
も
つ
か
む
こ
と
が
で
き

る
は
ず
で
あ
る
」
と
考
察
の
対
象
を
も
示
す
。

彼
は
「
言
語
哲
学
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
多
様
さ
」
を
見
な
が
ら
も
、
問

題
へ
の
「
深
入
り
」
を
避
け
、
し
か
し
「
言
語
を
歯
髄
と
し
て
あ
つ
か
う
わ

け
に
も
い
か
な
い
」
と
し
て
考
察
に
入
る
。

記
憶
に
在
る
と
こ
ろ
を
辿
れ
ば
、
青
木
は
別
の
論
考
で
、
文
学
の
機
能
論

の
限
界
を
知
っ
て
、
独
自
の
論
を
展
開
し
始
め
た
こ
と
を
認
め
て
い
た
は
ず

だ
。
善
本
隆
明
が
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
』
を
書
き
始
め
た
こ
ろ

は
、
戦
後
の
こ
と
と
し
て
文
学
の
果
た
す
べ
き
こ
と
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て

い
た
。
そ
れ
は
戦
争
責
任
論
と
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
理
論
に
関
わ
る
も
の
で

あ
っ
た
と
私
は
捉
え
て
居
た
が
、
文
学
を
機
能
の
面
か
ら
見
る
こ
と
も
大
切

だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
関
わ
っ
て
居
て
は
大
切
な
何
か
を
見
失
っ
て
し
ま
う
。
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青
木
隆
明
は
当
時
の
文
学
評
論
世
界
の
在
り
様
に
愛
想
を
尽
か
し
、
文
学

を
根
本
か
ら
問
お
う
と
し
、
僅
か
の
読
者
に
支
え
ら
れ
る
中
で
、
そ
の
仕
事

を
遂
行
し
た
の
で
あ
る
。

善
本
隆
明
は
、
文
学
の
発
生
が
解
れ
ば
そ
れ
に
付
随
す
る
こ
と
は
自
ず
と

明
ら
か
に
な
る
と
考
え
た
よ
う
だ
。
確
か
に
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
知
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
磯
能
は
自
ず
と
分
か
っ
て
来
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
こ
で
、
「
人
間
だ
け
が
言
語
を
も
つ
と
い
う
考
え
方
は
、
人
間
の
あ
る
本

質
力
と
言
語
と
の
あ
い
だ
に
ひ
と
つ
の
関
係
が
あ
る
と
い
う
見
解
を
暗
示
し

て
い
る
こ
と
」
と
、
「
人
間
以
外
の
動
物
も
言
語
を
も
っ
て
い
る
が
、
発
達

し
た
言
語
を
も
つ
の
は
人
間
だ
け
だ
と
い
う
考
え
方
は
、
人
間
が
人
間
に
近

似
し
た
勘
物
か
ら
、
進
化
し
た
集
団
と
労
働
の
様
式
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た

と
き
、
社
会
的
交
通
の
手
段
と
し
て
言
語
も
進
化
し
た
様
式
を
も
つ
に
い
た

っ
た
の
だ
と
い
う
見
解
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
」
　
の
違
い
を
示
し
な
が
ら
、

「
こ
こ
に
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
言
語
の
発
達
を
社
会
的
交
通
の
進
化
に
む

す
び
つ
け
る
立
場
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
「
言
語
学
者
た
ち
が

言
語
発
生
の
機
構
を
と
り
あ
げ
る
と
き
、
大
別
し
て
こ
の
い
ず
れ
か
に
か
た

む
く
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
」
こ
と
と
、
そ
の
傾
き
も
「
未
開
人
種
の
言
語
観

察
、
類
人
猿
の
生
活
の
観
察
、
幼
児
の
成
長
過
程
と
言
語
の
関
係
の
観
察
な

ど
か
ら
、
言
語
学
者
の
結
論
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
決
め
手
を
あ
げ
ら
れ
な

い
ま
ま
」
　
の
も
で
あ
る
こ
と
と
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
「
言
語
の

実
用
説
が
ま
ち
が
い
で
あ
る
こ
と
」
を
主
張
し
た
、
S
・
K
エ
フ
ソ
ガ
ー
『
シ

ソ
ボ
ル
の
哲
学
』
を
取
り
上
げ
、
ラ
ソ
ガ
ー
が
「
ア
ヴ
エ
ロ
ソ
の
蛮
人
ヴ
ィ

ク
ク
ー
を
研
究
し
、
教
育
し
た
イ
タ
ー
ル
と
い
う
医
師
の
報
告
」
を
挙
げ
て

説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
「
言
語
発
生
を
非
実
用
的
に

非
実
用
的
に
と
か
ん
が
え
よ
う
と
す
る
特
徴
が
鋭
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
」
そ

の
特
徴
を
捉
え
、
ラ
ソ
ガ
ー
の
考
え
方
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
、
コ
メ
ソ
ト

し
て
い
る
。

ま
ず
、
無
言
語
の
原
始
人
が
、
特
定
の
好
適
な
社
会
・
自
然
条
件
に
め

ぐ
ま
れ
て
祭
式
や
夢
や
迷
信
の
よ
う
な
シ
ソ
ボ
ル
化
の
つ
よ
い
傾
向
を
も

つ
よ
う
に
な
り
、
祭
式
の
よ
う
な
集
団
行
動
の
な
か
で
、
高
低
強
弱
の
音

声
を
え
ら
び
は
じ
め
、
そ
の
場
面
を
は
な
れ
た
あ
と
も
象
徴
的
な
音
声
と

し
て
の
機
能
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
つ
ぎ
に
は
、
自
発
的
に
特
定
の
対
象

と
結
び
付
け
ら
れ
対
他
の
機
能
を
も
つ
に
い
た
っ
て
言
語
と
な
る
。

ラ
ソ
ガ
ー
が
え
が
い
て
い
る
こ
う
い
う
l
連
の
経
路
は
、
原
始
的
な
音

声
が
自
己
抽
出
さ
れ
て
言
語
と
し
て
形
成
さ
れ
た
と
い
う
一
方
の
か
ん
が

え
を
代
表
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
原
始
的
な
音
声
は
、
い

わ
ば
個
々
の
感
情
的
な
体
験
を
生
理
的
感
覚
の
機
能
に
し
ず
め
こ
む
と
と

も
に
、
共
通
の
感
情
的
な
体
験
を
、
個
々
の
祭
式
や
集
団
行
動
の
場
面
か

ら
抽
出
し
て
象
徴
と
表
示
に
転
化
さ
せ
る
。
こ
う
い
う
見
地
か
ら
言
語
発

生
の
機
構
を
み
る
こ
と
は
、
人
間
の
意
識
の
自
発
的
な
表
出
の
過
程
と
し

て
言
語
の
成
立
を
み
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
意
識
の
実
用
化
の
過
程

と
し
て
言
語
を
み
る
こ
と
と
ま
っ
た
く
位
相
が
ち
が
う
こ
と
に
注
目
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
一
五
～
〓
ハ
貢
）

吉
本
は
続
い
て
、
「
ラ
ソ
ガ
ー
の
見
解
と
一
見
対
照
的
な
と
こ
ろ
に
、
た

と
え
ば
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
　
の
言
葉
が
位
置
し
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
」
と
、
慎
重
に
言
葉
を
選
び
な
が
ら
次
の
引
用
を
す
る
。

『
精
神
』
は
元
来
物
質
に
『
憑
か
れ
』
　
て
ゐ
る
と
い
ふ
呪
は
れ
た
る
運

命
を
担
っ
て
ゐ
る
。
現
に
今
、
物
質
は
、
運
動
す
る
空
気
層
と
し
て
、
音

と
い
ふ
形
を
と
っ
て
、
要
す
る
鱒
言
語
の
形
を
と
っ
て
現
ほ
れ
る
。
言
語

は
意
識
と
そ
の
起
源
の
時
を
同
う
す
る
。
■
・
・
・
・
言
語
と
は
他
人
に
と
っ
て

も
私
自
身
に
と
っ
て
も
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
実
践
的
な
現
実
的
な
意
識
で

あ
り
、
ま
た
、
意
識
と
同
じ
く
、
他
人
と
の
交
通
の
欲
望
及
び
必
要
か
ら
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発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
個
の
関
係
が
存
在
す
る
と
い
う
場
合
、
そ
れ

は
私
に
と
っ
て
存
在
す
る
。
と
こ
ろ
が
動
物
は
何
物
に
対
し
て
も
『
関

係
』
し
な
い
し
、
一
体
、
関
係
と
い
ふ
も
の
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
動

物
が
他
の
も
の
に
対
す
る
関
係
は
、
動
物
に
と
っ
て
ほ
関
係
と
し
て
存
在

す
る
の
で
は
な
い
。
故
に
意
識
は
、
元
来
一
種
の
社
会
的
産
物
で
あ
り
、

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
一
般
に
人
間
が
存
在
す
る
限
り
変
ら
な
い
。
言
ふ

ま
で
も
な
く
意
識
は
最
初
は
、
最
も
手
近
か
な
感
性
的
な
環
境
に
就
て
の

意
識
に
す
ぎ
ず
、
意
識
化
し
っ
つ
あ
る
個
人
の
外
部
に
横
は
る
他
人
や
事

物
と
の
ご
く
局
限
さ
れ
た
関
連
の
意
識
た
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
同
時

に
自
然
に
就
て
の
意
識
で
あ
る
。
（
〓
ハ
頁
）

善
本
は
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
と
「
通
俗
マ
ル
ク
ス
主
義
者
」
を
峻
別
し
、
ス

タ
ー
リ
ソ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
「
言
語
実
用
説
、
道
具
説
を
み
ち
び

き
だ
す
歴
史
的
誤
解
を
堆
漬
し
流
布
し
た
」
と
し
、
「
『
他
人
に
と
っ
て
も

私
自
身
に
と
っ
て
も
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
実
践
的
な
現
実
的
な
意
識
』
（
他

の
人
々
に
と
っ
て
存
在
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
私

自
身
に
と
っ
て
も
ま
た
実
際
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
現
実
的
意
識
）
と
い
う

よ
う
な
、
捨
て
る
に
惜
し
い
微
妙
な
言
い
ま
わ
し
を
投
げ
す
て
て
、
言
語
は

人
間
の
交
際
の
手
段
と
し
て
奉
仕
す
る
た
め
に
存
在
し
、
創
造
さ
れ
た
と
改

ざ
ん
」
し
た
と
批
判
す
る
。
吉
本
の
指
摘
を
現
在
読
み
返
す
時
、
ス
タ
ー
リ

ソ
の
名
前
が
複
雑
に
響
く
。
勿
論
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
消
滅
、
東
欧
諸
国
の
在

り
様
を
考
え
て
で
あ
る
。
人
間
を
解
放
す
る
は
ず
の
「
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ

ソ
主
義
」
が
、
そ
れ
か
ら
の
解
放
を
叫
ば
れ
る
ほ
ど
の
状
況
を
招
い
て
し
ま

っ
た
の
は
、
「
通
俗
マ
ル
ク
ス
主
義
者
」
　
の
、
変
化
を
見
れ
な
い
頑
迷
さ
と
、

独
裁
者
に
媚
び
へ
つ
ら
う
官
僚
層
と
、
現
状
を
絶
対
と
考
え
て
し
ま
う
為
政

者
に
主
な
理
由
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
善
本
は
そ
の
辺
を
見
通
し
て
い
た
な
ど

と
俗
な
こ
と
は
言
う
ま
い
。
し
か
し
我
々
は
「
社
会
主
義
が
敗
れ
、
資
本
主

義
が
勝
っ
た
」
な
ど
と
他
愛
の
な
い
こ
と
を
言
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
と
通
俗
マ

ル
ク
ス
主
義
者
を
ご
っ
ち
ゃ
に
し
て
葬
る
前
に
、
も
う
l
度
マ
ル
ク
ス
の
考

え
に
戻
っ
て
み
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
吉
本
は
既
に
立
ち
返

っ
て
い
た
。
彼
は
上
記
の
「
意
識
」
に
注
目
し
て
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

か
れ
が
（
意
識
）
と
こ
こ
で
い
う
と
き
、
自
己
に
対
象
的
に
な
っ
た
人

間
的
意
識
を
も
ん
だ
い
に
し
て
お
り
、
（
実
践
的
）
と
い
う
と
き
、
（
外

化
）
さ
れ
た
意
識
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
限
定
の
も
と
で
、
外

化
さ
れ
た
現
実
的
な
意
識
と
し
て
の
（
言
語
）
は
、
自
己
に
と
っ
て
人
間

的
に
対
象
的
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
現
実
的
人
間
と
の
関
係
の
意
識
、
い

わ
ば
対
他
的
意
識
の
外
化
で
あ
る
。
（
一
七
貫
）

善
本
は
ラ
ソ
ガ
ー
と
マ
ル
ク
ス
の
違
い
を
、
「
他
人
と
の
交
通
の
欲
望
及

び
必
要
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
」
所
に
見
て
、
更
に
そ
れ
は
「
（
自
己

自
身
と
の
交
通
の
欲
望
及
び
必
要
か
ら
発
生
し
た
）
と
言
い
か
え
て
も
l
向

き
し
つ
か
え
な
い
（
外
化
）
　
の
概
念
と
し
て
こ
れ
を
つ
か
っ
て
い
る
」
と
指

摘
す
る
。

続
い
て
ブ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
　
『
ソ
ヴ
ュ
ー
上
言
語
学
』
を
取
り
上
げ
、
彼

の
引
用
し
て
い
る
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
論
」
か
ら
、
「
人
間
は
、
現
実
的

意
識
と
し
て
の
音
声
表
出
を
、
人
間
的
な
意
識
の
自
己
表
出
と
し
て
行
う
よ

ぅ
に
な
っ
た
と
き
、
は
じ
め
て
自
分
を
動
物
と
区
別
し
は
じ
め
た
」
こ
と
を

導
き
出
せ
る
と
言
う
。
そ
う
し
て
言
語
発
生
の
機
構
の
経
路
を
次
の
よ
う
に

想
定
す
る
。

は
じ
め
に
、
無
言
語
原
始
人
が
、
動
物
社
会
よ
り
も
高
次
な
生
産
関
係

を
も
つ
高
次
な
共
同
社
会
を
い
と
な
む
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
甲
が
乙
を

労
働
に
さ
そ
っ
た
り
、
共
通
の
利
害
に
呼
応
し
た
り
、
男
女
が
も
と
め
あ
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っ
た
り
す
る
叫
び
ご
え
の
音
声
も
、
高
次
な
網
目
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、

そ
の
た
め
器
官
へ
の
固
定
作
用
が
高
度
に
な
っ
て
、
特
定
の
有
節
音
が
、

特
定
の
信
号
と
し
て
の
磯
能
を
も
ち
、
つ
い
に
共
同
社
会
の
約
定
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
特
定
の
音
が
特
定
の
事
物
を
指
示
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら

わ
れ
た
、
と
か
ん
が
え
る
の
で
あ
る
。
二
九
～
二
〇
頁
）

そ
の
上
で
ブ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
引
用
し
た
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
「
猿
の
人
類
化
へ

の
労
働
の
関
与
」
の
一
節
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
を
「
エ
ソ
ゲ
ル
ス
が
言
語

の
起
源
に
つ
い
て
の
べ
た
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
個
処
で
あ
る
」
と
評
価
し
、

ブ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
が
言
語
の
労
働
起
源
説
を
導
き
出
そ
う
と
し
た
の
を
批
判

し
て
い
る
。

手
の
発
達
、
労
働
と
と
も
に
開
始
さ
れ
た
自
然
の
支
配
は
、
新
し
い
進

歩
が
な
さ
れ
る
た
び
に
、
人
類
の
視
野
を
拡
め
た
。
人
類
は
、
自
然
物
に

・
お
い
て
、
ひ
き
つ
づ
い
て
、
新
し
い
従
来
不
知
の
特
質
を
発
見
し
た
。
他

方
、
労
働
の
発
達
は
、
必
然
的
に
、
相
互
扶
助
、
共
同
的
な
協
力
の
場
合

を
増
加
せ
し
め
こ
の
協
力
の
有
用
な
る
こ
と
の
自
覚
を
各
個
人
に
明
な
ら

し
む
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
成
員
を
相
互
に
近
接
せ
し
む
る
こ
と
に
貢
献

し
た
。
概
言
す
れ
ば
、
成
立
し
っ
つ
あ
り
し
人
類
は
、
相
互
に
何
事
か
を

言
は
な
く
て
ほ
な
ら
ぬ
ま
で
に
な
っ
た
。
か
1
る
欲
望
は
そ
れ
の
た
め
の

機
関
を
つ
く
っ
た
。
猿
の
未
発
達
の
喉
頭
は
、
つ
ね
に
よ
り
発
達
せ
る
抑

揚
を
な
さ
ん
と
す
る
抑
揚
法
に
よ
っ
て
徐
々
に
し
か
し
着
々
と
変
化
し
、

口
腔
の
機
関
は
、
漸
次
、
明
確
に
発
音
せ
ら
る
る
文
字
（
B
u
c
h
・

s
t
a
b
e
ロ
）
を
次
か
ら
次
へ
と
話
す
こ
と
を
覚
へ
る
に
至
っ
た
。
（
二
〇
貢
）

善
本
は
こ
の
中
の
「
何
事
か
を
言
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
ま
で
に
な
っ
た
」

に
注
目
し
、
こ
の
こ
と
は
「
人
間
が
人
間
的
な
意
識
の
自
己
表
出
の
欲
求
を

も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」
と
言
う
。
そ
う
し
て

ブ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
区
別
し
な
か
っ
た
「
労
働
の
発
達
が
t
l
一
畳
閑
の
発
生
を
う

な
が
し
た
こ
と
」
と
「
う
な
が
さ
れ
て
言
語
を
人
間
が
自
発
的
に
発
す
る
こ

と
」
を
峻
別
し
、
こ
の
間
に
「
千
里
の
径
庭
」
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
次

の
よ
う
に
言
う
。

こ
の
人
間
が
何
ご
と
か
を
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
ま
で
に
い
た
っ
た
現
実

的
な
与
件
と
、
そ
の
与
件
に
う
な
が
さ
れ
て
自
発
的
に
言
語
を
表
出
す
る

こ
と
と
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
千
里
の
径
庭
を
言
語
の
自
己
表
出

（
S
e
旨
s
t
a
u
s
d
r
g
k
u
ロ
g
）
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
表

出
は
現
実
的
な
与
件
に
う
な
が
さ
れ
た
現
実
的
な
意
識
の
体
験
が
累
積
し

て
、
も
は
や
意
識
の
内
部
に
幻
想
の
可
能
性
と
し
て
想
定
で
き
る
に
い
た

っ
た
も
の
で
、
こ
れ
が
人
間
の
言
語
の
現
実
離
脱
の
水
準
を
き
め
る
と
と

も
に
、
あ
る
時
代
の
言
語
の
水
準
の
上
昇
度
を
し
め
す
尺
度
と
な
る
こ
と

が
で
き
る
。
言
語
は
こ
の
よ
う
に
対
象
に
た
い
す
る
指
示
と
対
象
に
た
い

す
る
意
識
の
自
動
的
水
準
の
表
出
と
い
う
二
重
性
と
し
て
言
語
本
質
を
な

し
て
い
る
。
（
l
〓
頁
）

青
本
は
こ
こ
ま
で
述
べ
て
、
言
語
の
発
生
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て

来
た
議
論
に
つ
い
て
整
理
し
、
「
遊
戯
や
祭
式
の
行
動
を
も
と
に
し
て
言
語

の
発
生
を
か
ん
が
え
る
」
説
と
「
労
働
や
交
通
の
用
具
と
し
て
言
語
の
発
生

を
か
ん
が
え
る
」
説
と
を
大
別
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
実
用
性
と
自
発

的
な
表
出
の
い
ず
れ
か
を
切
り
と
り
、
そ
の
断
面
を
拡
張
し
て
、
つ
い
に
対

照
的
な
彼
岸
に
到
達
し
て
い
る
こ
と
」
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

善
本
は
こ
の
問
題
は
、
言
語
学
者
が
「
は
っ
き
り
し
た
実
証
的
な
根
拠
を

あ
た
え
」
て
も
「
こ
の
二
様
の
説
の
い
ず
れ
か
に
軍
配
が
あ
が
る
と
い
う
よ

う
に
は
、
問
題
は
所
在
し
て
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
る
」
と
捉
え
、
次
の
よ
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う
に
言
語
の
発
生
域
樺
を
ま
と
め
て
い
る
。

エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
い
う
よ
う
に
労
働
の
発
達
は
、
相
互
扶
助
、
共
同
的
な

協
力
の
場
合
を
増
加
さ
せ
、
社
会
の
成
員
を
相
互
に
ち
か
づ
か
せ
る
よ
う

に
な
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
社
会
構
成
の
網
目
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
高
度

に
な
り
複
雑
化
す
る
。
こ
れ
は
人
類
に
あ
る
意
識
的
な
し
こ
り
を
あ
た
え
、

こ
の
し
こ
り
が
あ
る
密
度
を
も
つ
よ
う
に
な
る
と
や
が
て
共
通
の
意
識
符

牒
を
抽
出
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
有
節
音
が
自
己
表
出
（
s
e
旨
s
t
a
房
－

賢
u
c
k
e
ロ
）
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
人
間
的
意
識
の
自
己
表
出
は
、
そ
の

ま
ま
自
己
意
識
へ
の
反
作
用
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
他
の
人
間
と
の
人
間

的
意
識
の
関
係
づ
け
で
あ
る
。

言
語
は
、
動
物
的
な
段
階
で
は
現
実
的
な
反
射
で
あ
り
、
そ
の
反
射
が

し
だ
い
に
意
識
の
さ
わ
り
を
含
む
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
発
達
し
て
自
己

表
出
と
し
て
指
示
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
は
じ
め
て
言
語
と
よ

ば
れ
る
べ
き
条
件
を
獲
取
し
た
。
こ
の
状
態
は
、
「
生
存
の
た
め
に
自
分

に
必
要
な
手
段
を
生
産
」
す
る
段
階
に
お
お
ざ
っ
ぱ
に
対
応
し
て
い
る
。

言
語
が
現
実
的
な
反
射
で
あ
っ
た
と
き
、
人
類
は
ど
ん
な
人
間
的
意
識
も

も
つ
こ
と
が
な
か
っ
た
。
や
や
高
度
に
な
っ
た
段
階
で
こ
の
現
実
的
反
射

に
お
い
て
、
人
間
は
さ
わ
り
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
、
や
が
て
意
識
的
に

こ
の
現
実
的
反
射
が
自
己
蓑
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
言
語

は
そ
れ
を
発
し
た
人
間
の
た
め
に
存
在
し
、
ま
た
他
の
た
め
に
も
存
在
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

た
と
え
ば
狩
猟
人
が
、
あ
る
日
は
じ
め
て
海
岸
に
迷
い
で
て
、
ひ
ろ
び

ろ
と
青
い
海
を
み
た
と
す
る
。
人
間
の
意
識
が
現
実
的
反
射
の
段
階
に
あ

っ
た
と
し
た
ら
、
海
が
視
覚
に
反
映
し
た
と
き
あ
る
叫
び
を
（
う
）
な
ら

（
う
）
と
発
す
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
さ
わ
り
の
段
階
に
あ
る
と
す
れ

ば
、
海
が
視
覚
に
映
っ
た
と
き
意
識
は
あ
る
さ
わ
り
を
お
ぼ
え
（
う
）
な

ら
（
う
）
と
い
う
有
節
音
を
発
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
（
う
）
と
い
う

有
節
音
は
海
を
器
官
が
視
覚
的
に
反
映
し
た
こ
と
に
た
い
す
る
反
映
的
な

指
示
音
声
で
あ
る
が
、
こ
の
指
示
音
声
の
な
か
に
意
識
の
さ
わ
り
が
こ
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
狩
猟
人
が
自
己
表
出
の
で
き
る
意
識
を
獲
得

し
て
い
る
と
す
れ
ば
（
海
）
と
い
う
有
節
音
は
自
己
表
出
と
し
て
発
せ
ら

れ
て
、
眼
前
の
海
を
直
接
的
に
で
は
な
く
象
徴
的
（
記
号
的
）
に
指
示
す

る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
と
き
、
（
海
）
と
い
う
有
節
音
は
言
語
と
し
て
の

条
件
を
完
全
に
そ
な
え
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
い
う
言
語
と
し
て
の
最
小
の
条
件
を
も
っ
た
と
き
、
有
節
音
は
そ

れ
を
発
し
た
も
の
に
と
っ
て
、
自
己
を
ふ
く
み
な
が
ら
自
己
に
た
い
す
る

存
在
と
な
り
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
他
に
た
い
す
る
存
在
と
な
る
。
反
対
に
、

他
の
た
め
の
存
在
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
に
た
い
す
る
存
在
と
な
り
、

そ
れ
は
自
己
自
体
を
は
ら
む
と
い
っ
て
も
よ
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
他
の
た
め
の
存
在
と
い
う
面
で
言
語
の
本
質
が
拡
張
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
交
通
の
手
段
、
生
活
の
た
め
の
語
り
言
葉
や
記
号
論

理
は
発
達
し
て
き
た
し
、
自
己
に
た
い
す
る
存
在
と
い
う
面
で
言
語
の
本

質
を
拡
張
し
た
と
き
言
語
の
芸
術
（
文
学
）
が
発
生
し
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
い
ず
れ
の
ば
あ
い
も
言
語
が
本
質
と
し
て
は
た
ら
く
か
ぎ
り
即
日
を

も
対
他
を
も
ふ
く
ん
で
い
る
。
（
l
≡
～
二
四
頁
）

以
上
「
言
語
発
生
の
機
構
」
か
ら
重
要
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ

プ
し
た
。
吉
本
は
第
章
Ⅴ
「
3
発
生
の
機
構
」
（
詩
の
発
生
）
で
、
再
び
ハ

リ
ソ
ソ
の
　
『
舌
代
芸
術
と
祭
式
』
　
に
言
及
し
、
「
芸
術
の
発
生
」
に
関
し
、

「
自
然
発
生
的
な
行
為
、
ま
た
は
自
然
に
た
い
す
る
対
象
化
の
行
為
が
く
り

か
え
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
、
し
だ
い
に
行
為
自
体
が
、
l
般
化
さ
れ
た
形
で

抽
出
さ
れ
、
こ
れ
が
当
の
対
象
化
行
為
の
後
に
、
記
念
と
し
て
再
漬
さ
れ
る

ば
か
り
で
な
く
、
つ
い
に
は
、
当
の
行
為
の
前
に
、
ま
じ
な
い
と
し
て
再
演
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第一段階

（直接に結合する）

第二段階

行　（相関する）
動
的
二虚ニ

【ヨ

声

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
」
を
「
文
句
の
な
い
正
確
さ
を
し

め
し
て
い
る
」
と
評
価
し
て
取
り
上
げ
る
。
次
に
ジ
ョ
ー
ジ
・
ト
ム
ソ
ソ
の

「
ギ
リ
シ
ャ
舌
代
社
会
研
究
』
を
取
り
上
げ
、
そ
の
「
労
働
発
生
論
」
的
側

面
を
捉
え
、
ト
ム
ソ
ソ
の
考
察
に
は
ハ
リ
ソ
ソ
の
考
え
た
こ
と
は
欠
落
し
て

い
る
が
、
「
ハ
リ
ソ
ン
の
無
視
し
た
磯
軸
」
、
「
芸
術
的
行
為
が
、
原
始
的
社

会
で
は
自
然
に
た
い
す
る
人
間
の
対
象
化
運
動
な
し
に
は
成
り
た
た
な
い
と

い
う
境
軸
」
を
導
き
出
し
て
い
る
と
評
価
す
る
。
し
か
し
い
ず
れ
も
芸
術
の

起
源
を
語
る
と
き
、
（
葬
祭
式
）
（
ハ
リ
ソ
ソ
）
・
（
労
働
）
（
ト
ム
ソ
ソ
）
と
い

う
具
体
例
に
固
執
し
過
ぎ
る
と
言
い
、
「
具
体
的
な
生
活
過
程
か
ら
、
芸
術

が
ひ
き
だ
さ
れ
て
く
る
共
通
の
要
因
と
は
な
に
か
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
普

遍
的
な
法
則
に
む
す
び
つ
い
て
い
る
か
」
を
問
う
こ
と
の
重
要
さ
を
指
摘
す

る
。
こ
の
問
題
は
、
「
言
語
の
発
生
に
つ
い
て
以
前
つ
き
あ
た
っ
た
と
き
と

ま
っ
た
く
お
な
じ
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
と
も
に
取
り
上
げ

て
置
き
た
い
。

二
　
「
2
　
進
化
の
特
性
」
　
か
ら
学
ぶ

膏
本
は
「
言
語
発
生
の
横
棒
」
　
の
混
乱
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
観
の
た

め
の
個
性
的
な
ち
が
い
を
こ
え
た
何
か
を
ふ
く
ん
で
い
た
」
こ
と
に
基
づ
く

と
言
う
。
そ
れ
に
対
し
て
「
言
語
進
化
の
過
程
」
　
の
諸
説
は
、
「
哲
学
の
ち

が
い
、
解
釈
の
相
違
が
よ
こ
た
わ
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
み
え
る
」

と
言
う
。
彼
は
、
カ
ッ
シ
ラ
ア
の
　
書
芸
巴
　
の
「
三
段
階
」
論
を
取
り
上
げ
、

「
言
語
が
現
実
か
ら
離
れ
て
ゆ
く
過
程
を
」
（
擬
態
的
、
類
推
的
、
象
徴
的
）

と
名
づ
け
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
説
を
し
、
「
言
語
の
進
化
に
つ

い
て
法
則
性
を
み
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
理
由
か
ら
、
カ
ッ
シ

ラ
ア
の
考
え
の
「
当
否
を
実
証
的
に
た
し
か
め
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
」
と

し
な
が
ら
、
「
け
っ
し
て
無
意
味
で
も
な
い
し
、
架
空
で
も
な
い
こ
と
は
手

易
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
評
価
す
る
。

ま
た
「
も
っ
と
確
実
に
あ
と
づ
け
る
」
た
め
に
は
、
「
あ
る
原
理
の
ほ
う
へ

身
を
よ
せ
て
、
そ
の
移
行
を
か
ん
が
え
る
ほ
う
が
た
し
か
」
だ
と
し
て
、
マ

リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
の
「
原
始
言
語
に
お
け
る
意
味
の
問
題
」
を
取
り
上
げ
、
「
初

期
言
語
の
象
徴
・
指
示
・
指
示
物
の
関
係
の
変
化
過
程
」
を
紹
介
し
て
い
る
。

第
一
段
階
に
お
い
て
、
表
出
が
単
な
る
音
声
反
応
で
、
表
現
的
で
、
有

意
義
で
、
場
と
相
関
し
て
は
い
る
が
、
思
考
活
動
を
含
ま
な
い
時
に
は
、

三
角
形
は
た
だ
底
辺
だ
け
に
な
っ
て
、
そ
れ
は
其
の
結
合
1
－
よ
三
戸
反
応

と
場
と
の
結
合
－
－
1
を
表
す
。
前
者
は
ま
だ
象
徴
と
は
い
え
な
い
し
、
後

者
も
指
示
物
と
は
い
え
な
い
。

場
音
声
反
応

分
節
的
な
言
語
の
発
端
に
お
い
て
、
そ
れ
の
出
現
と
と
も
に
指
示
物
が

場
か
ら
遊
離
し
始
め
る
時
に
は
、
そ
の
言
語
は
ま
だ
事
実
上
の
相
関
関
係

を
表
す
実
線
一
本
で
表
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
第
二
段
階
）
。
音
声
は

ま
だ
、
象
徴
で
は
な
い
、
と
い
う
わ
け
は
、
そ
れ
は
そ
の
指
示
物
か
ら
引

き
離
し
て
用
い
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

指
示
物



舌代文学再考209

（A）

行動としての言漕

（操るために用いられる）

塞（間接関係）禁
物

（C）

儀式的魔術の言語
儀式的動作

（伝統的信仰に基づく）

∠△
象　（神秘的に仮定　指
放　　された朋係）　示

物

思想或いは指示

敢（想定されたる関係）耶

第
三
段
階
で
は
言
語
の
三
大
基
本
用
法
、
す
な
わ
ち
、
行
動
的
、
物
語

的
及
び
儀
式
的
用
法
を
区
別
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

指
示
物

行
数
的
象
徴

発
達
せ
る
言
語
の
最
後
の
段
階
は
オ
グ
デ
ソ
‖
リ
チ
ャ
ー
ズ
両
氏
の
三

角
形
で
表
さ
れ
る
。

い
う
よ
う
に
、
行
動
と
し
て
の
言
語
と
儀
式
、
物
語
と
し
て
の
言
語
に
わ
け

ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
指
示
表
出
の
面
を
拡
大
す
る
か
、
自
己
表
出
の

面
を
拡
大
す
る
か
に
よ
っ
て
、
行
動
と
し
て
の
言
語
、
祭
式
ま
た
は
物
語
と

し
て
の
言
語
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
」
と
言
う
。
そ
う
し
て
、

「
言
語
が
人
間
の
意
識
の
指
示
表
出
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
表
出
で
あ

る
か
、
自
己
表
出
（
対
自
）
　
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
指
示
表
出
（
対
他
）
と

し
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
発
達
の
段
階
を
原
理
的
に
か
ん
が
え

て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
青
木
自
身
の
考
察
を
始
め
る
。

Ⅲ
　
無
言
語
原
始
人
の
音
声
段
階
で
、
音
声
は
現
実
界
か
ら
特
定
の
対

象
を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ぱ
く
ぜ
ん
と
反
射
的
に
労
働
、
危
機
、

快
感
、
恐
怖
、
呼
応
な
ど
の
叫
び
声
を
発
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
段
階

で
は
、
人
間
の
現
実
に
た
い
す
る
言
語
的
な
関
係
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
め

さ
れ
る
。

瑚

言
語
構
造
は
、
子
供
や
、
原
始
人
、
す
な
わ
ち
自
然
人
の
周
囲
の
世
界

に
対
す
る
実
際
的
態
度
に
起
源
す
る
事
実
範
疇
を
反
映
す
る
。
（
二
七

～
二
九
頁
）

こ
こ
で
善
本
は
、
「
カ
ッ
シ
ラ
ア
が
擬
声
的
、
類
推
的
、
象
徴
的
と
よ
ん

で
い
る
三
段
階
は
、
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
の
象
徴
、
指
示
、
指
示
物
の
関
係
が

オ
グ
デ
ソ
・
1
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
三
角
形
と
し
て
な
り
た
っ
て
ゆ
く
過
程
と
お
き

か
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
指
摘
し
、
吉
本
自
身
の
考
え
も
合
わ
せ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
ず
れ
を
説
明
し
な
が
ら
、
「
言
語
の
本
質
は
、
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
の

（
ま
た
は
半
意
識
）

音
声
は
現
実
界
（
自
然
）
を
ま
っ
す
ぐ
に
指
示
し
、
そ
の
音
声
の
な
か

に
ま
だ
意
識
と
は
よ
び
え
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
原
感
情
が
ふ
く
ま
れ
る
こ
と

に
な
る
。

拗
　
音
声
が
し
だ
い
に
意
識
の
自
己
表
出
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
そ
れ
と
と
も
に
現
実
界
に
お
こ
る
特
定
の
対
象
に
た
い
し
て
働
き

か
け
を
そ
の
場
で
指
示
す
る
と
と
も
に
、
指
示
さ
れ
た
も
の
の
象
徴
と
し

て
の
機
能
を
も
つ
よ
う
に
な
る
段
階
で
あ
る
。
（
第
1
図
参
照
）
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有節音声

意
識

こ
こ
で
現
実
対
象
と
い
う
の
は
、
図
式
化
の
た
め
に
や
む
を
え
ず
そ
う

呼
ん
だ
が
、
か
な
ら
ず
し
も
原
始
林
の
木
の
実
だ
と
か
、
海
だ
と
か
、
獲

物
だ
と
か
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
祭
式
や
儀
式
で
あ
っ
て
も
ま
た
、

合
図
で
あ
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
現
実
界
は
立
体

的
な
意
識
過
程
に
み
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
己
表
出
性
が
う
ま
れ

る
と
と
も
に
、
有
節
（
半
有
節
）
音
声
は
、
た
ん
に
眼
前
に
あ
る
特
定
の

対
象
を
そ
の
場
で
指
示
す
る
の
で
は
な
く
、
類
概
念
を
象
徴
す
る
間
接
性

と
と
も
に
、
指
定
の
ひ
ろ
が
り
や
厚
さ
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。

刷
　
音
声
は
つ
い
に
目
の
ま
え
に
対
象
を
み
て
い
な
く
て
も
、
意
識
と

し
て
自
発
的
に
指
示
表
出
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
段
階
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
狩
猟
人
が
獲
物
を
み
つ
け
た
と
き
発
す
る
有
節
音
声
が
、
音
声
体
験

と
し
て
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
、
つ
い
に
獲
物
を
眼
の
ま
え
に
み
て
い
な
い
と

対
象
像
　
現
実
対
象

き
で
も
、
特
定
の
有
節
音
声
が
自
発
的
に
表
出
さ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ

て
獲
物
の
概
念
が
お
も
い
う
か
べ
ら
れ
る
段
階
で
あ
る
。
（
第
2
図
参
照
）

こ
こ
で
有
節
音
声
は
、
は
じ
め
て
言
語
と
し
て
の
す
べ
て
の
最
小
条
件

を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
（
二
九
～
三
二
貢
）

こ
の
よ
う
に
三
段
階
の
進
化
過
程
を
整
理
し
、
「
刷
の
段
階
は
ど
う
し
て

可
能
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
問
う
。

吉
本
に
よ
れ
ば
、
「
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
　
『
相
互
に
何
事
か
を
言
わ
な
く
て
は

な
ら
ぬ
ま
で
に
な
っ
た
』
と
い
う
漠
然
と
し
た
こ
と
ば
、
そ
の
ま
ま
で
は
解

答
と
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
「
ラ
ソ
ガ
ー
は
感
情
的
な

体
験
が
抽
出
さ
れ
て
言
語
を
つ
く
っ
て
ゆ
く
過
程
を
し
め
し
、
オ
グ
デ
ソ
＝

リ
チ
ャ
ー
ズ
は
た
ん
に
場
に
た
い
す
る
反
射
で
あ
っ
た
音
声
が
有
節
化
さ
れ
、

そ
れ
が
象
徴
と
し
て
の
機
能
を
獲
取
す
る
過
程
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
」

と
評
価
す
る
一
方
、
「
こ
の
外
化
過
程
が
と
り
も
な
お
き
ず
未
明
の
人
類
の

意
識
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
強
固
に
し
意
識
的
な
体
験
と
し
て
脳
髄
や
神
経
系

の
構
造
を
と
と
の
え
て
ゆ
く
過
程
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
し
め
し
て
い

な
い
」
と
批
判
す
る
。

エ
ソ
ゲ
ル
ス
に
つ
い
て
は
「
は
じ
め
に
労
働
が
、
つ
づ
い
て
言
語
が
、

（
本
質
的
な
衝
動
）
に
よ
っ
て
、
猿
の
脳
髄
か
ら
す
べ
て
の
相
似
点
で
そ
れ

よ
り
は
る
か
に
大
き
く
、
は
る
か
に
完
全
な
人
間
の
脳
髄
に
し
だ
い
に
う
つ

っ
て
ゆ
き
、
そ
れ
に
つ
れ
て
感
覚
機
関
が
発
達
し
て
き
た
、
と
の
べ
て
い

る
」
と
一
面
の
仕
事
を
認
め
、
「
し
か
し
こ
の
（
本
質
的
な
衝
動
）
と
よ
ん

だ
も
の
が
、
人
間
的
意
識
の
自
己
表
出
（
S
e
－
b
s
t
a
u
s
d
r
芹
k
百
g
）
　
で
あ
る

こ
と
を
は
っ
き
り
と
し
め
し
え
な
か
っ
た
」
と
批
判
す
る
。
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の

抱
え
た
問
題
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
決
ら
れ
る
。

意
識
の
自
己
表
出
と
し
て
か
ん
が
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
を
（
本
質
的
な
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衝
動
）
と
い
う
あ
い
ま
い
な
言
葉
で
し
か
し
め
し
え
な
か
っ
た
た
め
、
器

官
的
・
生
理
的
な
次
元
の
発
達
（
こ
れ
は
労
働
の
発
達
に
と
も
な
う
、
自

然
と
し
て
の
人
間
存
在
の
発
達
で
あ
る
）
と
、
意
識
の
次
元
の
強
化
・
発

達
（
こ
れ
は
意
識
の
自
己
表
出
性
の
発
達
に
と
も
な
う
自
己
を
対
象
化
し

う
る
能
力
の
発
達
で
あ
る
）
と
を
区
別
し
て
あ
つ
か
う
べ
き
言
語
問
題
を
、

大
脳
生
理
的
境
能
（
い
わ
ゆ
る
第
二
信
号
系
）
と
言
語
の
本
質
と
を
（
し

た
が
っ
て
言
語
、
文
学
、
芸
術
と
労
働
と
を
）
そ
の
ま
ま
短
絡
さ
せ
る
理

論
を
お
び
き
だ
し
た
。
（
三
三
頁
）

吉
本
は
、
「
現
実
的
な
反
射
が
自
己
表
出
と
し
て
は
じ
ま
る
や
否
や
、
音

声
は
意
識
に
反
作
用
を
お
よ
ぼ
し
心
的
な
構
造
を
強
化
し
て
い
っ
た
」
こ
と

を
重
く
見
て
、
次
の
よ
う
に
論
を
進
め
る
。

あ
る
と
こ
ろ
ま
で
意
識
は
強
い
構
造
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
現

実
的
な
対
象
に
た
い
す
る
反
射
な
し
に
、
自
発
的
に
有
節
音
声
を
発
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
道
に
対
象
の
像
を
指
示
で

き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
有
節
音
声
は
言
語
と
し
て
の
条
件

を
す
べ
て
具
え
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
有
節
音
声
が
言
語
化
さ
れ
て
い

く
過
程
は
、
人
間
の
意
識
が
そ
の
本
質
力
の
み
ち
を
ひ
ら
か
れ
る
過
程
に

外
な
ら
な
い
、
と
い
え
る
。

有
節
音
声
が
自
己
表
出
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
い

い
か
え
れ
ば
言
語
と
し
て
の
条
件
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
言
語
は

現
実
的
な
対
象
と
の
一
義
的
（
e
i
ロ
d
e
u
t
i
g
）
な
関
係
を
も
た
な
く
な
っ

た
。
た
と
え
ば
、
原
始
人
が
海
を
み
て
、
自
己
表
出
と
し
て
（
海
）
と
い

っ
た
と
き
、
（
う
）
と
い
う
有
節
音
声
は
、
い
ま
眼
の
ま
え
に
み
て
い
る

海
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
他
の
ど
こ
か
の
海
を
も
類
概
念
と
し
て
抽
出

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
ほ
ん
た
い
に
眼
の
前
に
あ
る
海

は
へ
海
）
と
い
う
こ
と
ば
で
は
具
体
的
に
と
ら
え
つ
く
せ
な
く
な
り
、
ひ

ろ
び
ろ
と
し
て
い
る
さ
ま
を
（
海
の
原
）
な
ら
（
う
の
は
ら
）
と
い
わ
ざ

る
を
え
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
（
蒼
き
海
の
原
）
と
い
っ
て
も
、
も
っ
と

具
体
化
し
て
（
さ
ざ
な
み
の
た
つ
蒼
き
海
の
原
）
と
い
っ
て
も
、
眼
の
ま

え
の
海
の
す
べ
て
を
つ
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
を

ど
れ
だ
け
ふ
ん
で
も
、
視
覚
に
う
つ
る
眼
の
ま
え
の
海
の
す
べ
て
を
言
語

は
ま
る
ご
と
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
か
し
、
自
己
表
出
性
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
有
節
音
声
は
べ
つ
の
特

長
を
も
獲
取
し
た
。
海
を
隈
の
ま
え
に
お
い
て
（
海
の
原
）
と
い
う
有
節

音
声
を
発
し
て
も
、
ま
た
、
住
居
の
洞
穴
に
い
な
が
ら
へ
海
の
原
）
と
い

う
有
節
音
声
を
発
し
て
も
、
お
な
じ
よ
う
に
、
現
実
に
い
く
つ
も
あ
る
海

を
類
概
念
と
し
て
包
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

音
声
が
現
実
に
た
い
す
る
反
射
的
音
声
と
い
う
視
覚
的
反
映
と
の
l
義
的

な
結
び
つ
き
を
徐
々
に
な
が
い
時
間
を
か
け
て
は
な
れ
て
ゆ
く
過
程
で
、

手
に
い
れ
た
特
性
で
あ
っ
た
。

有
節
音
声
は
自
己
表
出
さ
れ
た
と
き
に
現
実
的
な
対
象
と
の
l
義
的
な

結
び
つ
き
を
は
な
れ
言
語
と
し
て
の
条
件
を
完
備
し
た
。
表
出
さ
れ
た
有

節
音
声
は
あ
る
水
準
の
類
概
念
を
あ
ら
わ
す
と
と
も
に
、
自
己
表
出
は
つ

み
か
さ
ね
ら
れ
て
意
識
の
構
造
を
つ
よ
め
、
そ
れ
は
ま
た
逆
に
類
概
念
の

う
え
に
ま
た
ち
が
っ
た
類
概
念
を
う
み
だ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

お
そ
ら
く
長
い
年
月
の
あ
い
だ
こ
の
過
程
は
つ
づ
く
の
で
あ
る
。
（
三
三

～
三
四
貢
）

続
い
て
善
本
は
S
・
Ⅰ
・
ハ
ヤ
カ
ワ
の
『
思
考
と
行
動
に
お
け
る
言
語
』

の
な
か
の
、
コ
l
亘
語
の
抽
象
の
過
程
」
の
考
察
を
取
り
上
げ
、
「
コ
ー
ズ
ィ
ブ

ス
キ
ィ
の
言
語
の
抽
象
階
段
の
は
し
ご
　
（
ピ
エ
ー
ル
・
ギ
ロ
ー
『
意
味

論
』
）
」
に
及
び
、
そ
れ
ら
の
違
い
に
言
及
し
た
う
え
で
、
「
ハ
ヤ
カ
ワ
や
コ
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ー
ズ
ィ
ブ
ス
キ
ィ
の
抽
象
段
階
は
、
い
わ
ば
言
語
の
も
つ
特
性
を
し
る
た
め

の
便
覧
の
役
目
を
お
っ
て
い
る
」
と
し
、
「
な
ぜ
人
間
は
牝
牛
を
（
牝
牛
）

と
い
う
言
葉
（
名
称
）
　
で
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
か
」
と
問
う
て
、
次
の
よ
う

に
言
う
。人

間
が
、
じ
ぶ
ん
を
（
人
間
）
と
し
て
意
識
の
対
象
と
し
う
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
と
、
人
間
が
実
在
の
牝
牛
を
、
（
牝
牛
）
と
い
う
名
称
で
よ

び
う
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
は
、
別
の
こ
と
で
は
な
い
。
人
間
が
、
ま

だ
じ
ぶ
ん
を
個
体
と
し
て
し
か
自
己
意
識
の
対
象
と
し
え
な
か
っ
た
と
き
、

牝
牛
は
、
人
間
に
と
っ
て
視
覚
的
な
存
在
で
あ
っ
て
も
、
（
牝
牛
）
と
い

う
言
葉
で
呼
ぶ
べ
き
術
を
も
た
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
あ
る
と
き
、
あ
る

場
所
で
み
た
あ
る
種
の
動
物
で
あ
り
、
つ
ぎ
の
と
き
、
つ
ぎ
の
場
所
で
み

た
お
な
じ
種
の
動
物
と
の
関
連
は
、
自
己
意
識
の
な
か
に
存
在
し
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
（
牝
牛
）
と
い
う
名
辞
は
存
在
し
え
な
か
っ
た
。

言
語
が
知
覚
と
も
実
在
と
も
異
な
っ
た
次
元
に
属
す
る
の
は
、
人
間
の
自

己
意
識
が
、
自
然
意
識
と
も
知
覚
的
意
識
と
も
対
象
的
に
ち
が
っ
た
次
元

に
属
し
う
る
こ
と
の
証
左
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
言
語

は
、
ふ
つ
う
の
と
り
か
わ
さ
れ
る
コ
ト
バ
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
間
が
対

象
的
な
世
界
に
関
係
す
る
意
識
の
本
質
で
あ
る
。
こ
の
関
係
の
仕
方
の
な

か
に
言
語
段
階
の
現
存
性
と
歴
史
性
の
結
び
目
が
あ
ら
わ
れ
る
。
（
三
六

～
三
七
頁
）

そ
し
て
「
こ
の
関
係
か
ら
、
あ
る
時
代
ま
た
は
社
会
の
段
階
に
よ
っ
て
、
言

語
の
自
己
表
出
と
指
示
表
出
と
が
あ
る
ひ
と
つ
の
水
準
を
お
び
の
よ
う
に
拡

げ
て
い
る
さ
ま
を
想
定
し
う
る
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

あ
る
時
代
の
社
会
の
言
語
水
準
は
、
ふ
た
つ
の
而
か
ら
か
ん
が
え
ら
れ

る
。
言
語
は
自
己
表
出
性
に
お
い
て
、
わ
た
し
た
ち
の
意
識
の
構
造
に
あ

る
強
さ
を
あ
た
え
る
か
ら
、
各
時
代
が
も
っ
て
い
る
意
識
構
造
は
言
語
が

発
生
し
た
時
代
か
ら
の
急
げ
き
な
ま
た
ゆ
る
や
か
な
累
積
そ
の
も
の
に
は

か
な
ら
ず
、
ま
た
、
逆
に
あ
る
時
代
の
言
語
は
、
意
識
の
自
己
表
出
の
つ

み
か
さ
な
り
を
ふ
く
ん
で
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
生
き
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
指
示
表
出
と
し
て
の
言
語
は
、
あ
き
ら
か
に
そ
の
時
代
の
社
会
、
生

産
体
系
、
人
間
の
諸
関
係
そ
こ
か
ら
う
み
だ
さ
れ
る
幻
想
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
る
し
、
強
い
て
い
え
ば
、
言
語
を
表
出
す
る
個
々
の
人
間
の
幼
児
か

ら
死
ま
で
の
個
々
の
環
境
に
よ
っ
て
も
決
定
的
に
影
響
さ
れ
る
。
ま
た
異

な
っ
た
ニ
ユ
ア
ソ
ス
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
言
語
の
本
質
に

ま
つ
わ
る
永
続
性
と
時
代
性
、
ま
た
は
類
と
し
て
の
同
l
性
と
個
性
と
し

て
の
差
別
性
は
、
言
語
の
本
質
の
対
日
と
対
他
の
側
面
と
し
て
あ
ら
わ
れ

る
。
言
語
の
表
現
で
あ
る
文
学
作
品
の
な
か
に
わ
た
し
た
ち
が
み
る
も
の

は
、
あ
る
時
代
に
生
き
た
あ
る
作
者
の
生
存
と
と
も
に
つ
か
ま
え
ら
れ
て
、

死
と
と
も
に
亡
ん
で
し
ま
う
何
か
と
、
人
類
の
発
生
と
と
も
に
累
積
さ
れ

て
き
た
何
か
の
両
面
で
あ
り
、
本
質
と
し
て
は
、
作
者
が
優
れ
て
い
る
か

凡
庸
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
三
七
～
三
入
貢
）

時

代

　

意

識
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善
本
は
こ
の
節
の
最
後
で
、
「
言
語
が
発
生
の
と
き
か
ら
各
時
代
を
へ
て

転
移
す
る
水
準
の
変
化
と
も
い
う
べ
き
も
の
」
を
想
定
し
て
い
る
。
前
の
第

3
園
に
説
明
を
施
し
な
が
ら
言
う
。

言
語
は
社
会
の
発
展
と
と
も
に
自
己
表
出
と
指
示
表
出
を
ゆ
る
や
か
に

つ
よ
く
し
、
そ
れ
と
と
も
に
対
象
の
煩
概
念
の
は
ん
い
は
し
だ
い
に
ひ
ろ

が
っ
て
ゆ
く
。
こ
こ
で
、
現
実
対
象
と
い
う
こ
と
ば
は
、
ま
っ
た
く
便
宜

的
な
も
の
で
、
実
在
の
事
物
に
か
ぎ
ら
ず
行
動
、
事
件
、
感
情
な
ど
言
語

に
と
っ
て
対
象
的
な
す
べ
て
を
さ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
想
定
か
ら
は
、

い
く
つ
か
の
も
ん
だ
い
を
ひ
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

あ
る
時
代
の
言
語
は
、
ど
ん
な
言
語
で
も
発
生
の
当
初
か
ら
の
累
積
で

あ
る
。
こ
れ
が
言
語
は
保
守
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
こ
の
よ
う
な
累
積
は
、
あ
る
時
代
の
人
間
の
意
識
が
、
意
識
発
生

の
と
き
か
ら
の
累
積
さ
れ
た
強
度
を
も
つ
こ
と
と
対
応
す
る
。

も
ち
ろ
ん
、
あ
る
時
代
の
個
々
の
人
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
た
意
識

体
験
と
強
さ
を
も
っ
て
お
り
、
天
才
も
い
れ
ば
白
痴
も
い
る
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
あ
る
時
代
の
人
間
は
、
意
識
発
生
い
ら
い
の
そ
の
時
代
の
意

識
水
準
を
、
そ
の
存
在
の
は
じ
め
に
生
ま
れ
た
と
き
に
約
束
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
と
は
反
対
に
、
言
語
は
お
び
た
だ
し
い
時
代
的
な
変
化
を
こ
う
む
る
。

こ
の
よ
う
な
変
化
は
そ
の
時
代
の
社
会
の
多
様
な
関
係
、
そ
の
な
か
で
の

個
別
的
な
環
境
と
個
別
的
な
意
識
性
と
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、

言
語
は
、
あ
る
時
代
の
個
別
的
な
人
間
の
生
存
と
と
も
に
は
じ
ま
り
、
死

と
と
も
に
消
滅
し
、
ま
た
あ
る
時
代
の
社
会
の
構
造
と
と
も
に
生
存
し
死

滅
す
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
言
語
の
対
地
的
な
側
面
に
は
か
な

ら
な
い
。
（
三
九
～
四
〇
貢
）

以
上
「
進
化
の
特
性
」
に
関
し
て
学
ん
で
来
た
。

三
　
「
3
　
音
韻
・
韻
律
・
品
詞
」
よ
り
、
「
音
韻
・
韻
律
」
を
学
ぶ

善
本
は
こ
こ
で
カ
ッ
シ
ラ
ア
の
：
衰
階
論
に
戻
り
、
言
語
条
件
が
完
成
す

る
ま
で
の
経
路
が
確
証
さ
れ
る
さ
れ
な
い
に
関
わ
ら
ず
、
「
特
定
の
音
の
組

合
せ
が
、
特
定
の
対
象
に
む
す
び
つ
き
、
そ
の
象
徴
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
こ

と
は
、
た
れ
も
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
言
う
。
『
言
語
に
と
っ
て

美
と
は
な
に
か
』
　
の
序
に
於
い
て
「
文
学
は
言
語
で
つ
く
っ
た
芸
術
だ
と
い

え
ば
」
「
た
れ
も
認
め
る
に
違
い
な
い
」
と
言
い
、
「
こ
れ
が
文
学
に
つ
い
て

た
れ
も
が
認
め
う
る
た
だ
ひ
と
つ
の
こ
と
だ
」
と
も
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の

よ
う
に
「
普
遍
的
に
語
る
」
立
場
に
身
を
置
い
て
原
理
的
に
探
求
さ
れ
る
と
、

分
か
り
や
す
い
。

「
こ
の
過
程
」
は
、
一
人
一
人
の
声
の
質
が
異
な
る
現
実
の
中
か
ら
、
「
個

別
的
な
音
の
響
き
を
き
き
わ
け
て
個
別
的
な
ち
が
い
を
み
と
め
る
と
と
も
に
、

抽
出
さ
れ
た
音
声
の
共
通
性
を
認
知
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
」
と
指
摘
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
ま
で
我
々
が
学
ん
で
来
た
こ
と
を
、

「
言
葉
と
は
」
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
抽
象
し
た
も
の
と
し
て
説
得
力
が
あ

る。

吉
本
は
「
有
節
音
声
の
抽
出
さ
れ
た
共
通
性
」
を
「
音
韻
」
と
名
付
け
る
。

そ
し
て
「
有
節
音
声
が
音
韻
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
器
官
と
し
て
の

音
声
が
、
意
識
の
自
己
表
出
と
し
て
の
音
声
に
高
め
ら
れ
た
こ
と
に
対
応
し

て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
は
じ
め
て
指
示
性
を
獲
取
し
た
」
と
言
い
、
三
浦
つ

と
む
の
『
日
本
語
は
ど
う
い
う
言
語
か
』
　
の
「
音
韻
は
、
表
現
上
の
社
会
的

約
束
に
結
び
つ
い
て
い
る
音
の
l
般
飴
な
面
で
あ
り
一
族
で
あ
る
と
い
う
云

い
か
た
で
さ
し
て
い
る
も
の
」
に
対
応
し
て
い
る
と
言
う
。

次
に
時
枝
誠
記
の
『
国
語
学
原
論
」
を
取
り
上
げ
、
「
韻
律
の
本
質
に
つ

い
て
わ
た
し
の
し
っ
て
い
る
か
ぎ
り
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
ま
と
ま
っ
た
見
解
」

と
評
価
し
て
次
の
引
用
を
す
る
。
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私
の
今
の
問
題
は
、
言
語
に
於
け
る
リ
ズ
ム
の
本
質
如
何
の
問
題
で
あ

る
。
リ
ズ
ム
を
内
的
発
動
性
に
求
め
る
こ
と
は
、
リ
ズ
ム
の
心
理
的
側
面

の
研
究
で
あ
り
、
又
リ
ズ
ム
の
形
式
を
調
査
す
る
こ
と
は
、
リ
ズ
ム
の
客

観
的
側
面
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
未
だ
リ
ズ
ム
の
具
体
的
経
験
そ

の
も
の
、
言
語
に
於
け
る
リ
ズ
ム
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
は
な

い
。
私
は
リ
ズ
ム
の
本
質
を
言
語
に
於
け
る
場
面
で
あ
る
と
考
へ
た
。
し

か
も
私
は
リ
ズ
ム
を
言
語
に
於
け
る
最
も
源
本
的
な
場
面
で
あ
る
と
考
へ

た
の
で
あ
る
。
源
本
的
と
は
、
言
語
正
こ
の
リ
ズ
ム
的
場
面
に
於
い
て
の

実
現
を
外
に
し
て
実
現
す
べ
き
場
所
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
ふ

こ
と
で
あ
る
。
宛
も
そ
れ
は
音
楽
に
於
け
る
音
階
、
絵
画
に
於
け
る
構
図

の
如
き
も
の
で
あ
る
。
か
く
考
へ
て
来
る
時
、
音
声
の
表
出
が
あ
っ
て
、

そ
こ
に
リ
ズ
ム
が
成
立
す
る
の
で
な
く
、
リ
ズ
ム
的
場
面
が
あ
っ
て
、
音

声
が
表
出
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
音
声
の
連
鎖
は
、
必
然
的
に
リ

ズ
ム
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
（
四
二
貢
）

更
に
善
本
は
三
浦
つ
と
む
の
「
詩
や
歌
の
リ
ズ
ム
が
言
語
の
意
味
や
対
象

と
直
接
つ
な
が
り
を
も
た
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
形
式
的
な
創
造
と
か
ん

が
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
作
者
の
思
想
が
一
面
で
は
本
来
の
言
語
表
現

と
し
て
、
一
面
で
は
感
性
的
な
表
現
と
し
て
二
重
性
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ
た

も
の
と
理
解
す
べ
き
だ
と
い
う
か
ん
が
え
」
を
紹
介
し
、
時
枝
説
と
の
共
通

点
を
、
「
言
語
の
韻
律
が
意
味
の
よ
う
な
磯
能
と
直
接
か
か
わ
り
の
な
い
特

性
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
」
と
し
、
興
味
ぶ
か
い
け
れ
ど
も
満
足

で
き
な
い
と
批
判
し
、
自
説
を
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。

わ
た
し
た
ち
は
、
原
始
人
が
祭
式
に
お
い
て
、
手
拍
子
を
う
ち
、
打
楽

器
を
鳴
ら
し
、
叫
び
声
の
拍
子
を
う
つ
場
面
を
、
音
声
反
射
が
言
語
化
す

る
途
中
に
か
ん
が
え
て
み
た
。
こ
の
よ
う
な
音
声
反
応
が
有
節
化
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
、
自
己
表
出
の
方
向
に
抽
出
さ
れ
た
共
通
性
を
か
ん
が
え
れ
ば

音
韻
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
は
あ
い
有
節
音
声
が
現
実
的
対
象
へ
の
指

示
性
の
方
向
に
抽
出
さ
れ
た
共
通
性
を
か
ん
が
え
れ
ば
言
語
の
韻
律
の
概

念
を
み
ち
び
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
だ
か
ら
言
語
の
音

韻
は
そ
の
な
か
に
自
己
表
出
以
前
の
自
己
表
出
を
は
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
、

言
語
の
韻
律
は
、
指
示
表
出
以
前
の
指
示
表
出
を
は
ら
ん
で
い
る
。

対
象
と
の
直
接
の
指
示
相
関
性
を
う
し
な
っ
て
は
じ
め
て
有
節
音
声
は

言
語
と
な
っ
た
た
め
、
わ
た
し
た
ち
が
現
在
か
ん
が
え
る
か
ぎ
り
の
韻
律

は
言
語
の
意
味
と
か
か
わ
り
を
も
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
詩
歌
の
ば

あ
い
の
よ
う
に
指
示
撥
能
を
つ
よ
め
る
の
は
そ
の
た
め
だ
と
お
も
わ
れ
る
。

リ
ズ
ム
が
言
語
の
意
味
と
か
か
わ
り
を
直
接
も
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

指
示
の
抽
出
さ
れ
た
共
通
性
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
言
語
が
そ
の

条
件
の
底
辺
に
、
非
言
語
時
代
の
感
覚
的
母
斑
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
等
時
的
な
拍
音
で
あ
る
日
本
語
で
は
音
数
律
と
し

て
あ
ら
わ
れ
る
。
（
四
三
～
四
四
貢
）

こ
の
後
善
本
は
l
　
つ
の
仮
定
の
下
に
、
「
わ
た
し
た
ち
は
、
カ
ッ
シ
ラ
ア

に
な
ら
っ
て
、
言
語
の
世
界
で
も
っ
と
も
簡
単
な
構
造
は
、
常
識
的
に
か
ん

が
え
ら
れ
る
よ
う
に
単
語
で
は
な
く
、
む
し
ろ
文
章
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
」
と
も
付
け
加
え
、
時
枝
理
論
の
「
詞
と
辞
」
に
着
目
し
、

吉
本
理
論
の
「
自
己
表
出
・
指
示
表
出
」
　
の
観
点
か
ら
、
助
動
詞
・
助
詞
・

名
詞
・
代
名
詞
・
動
詞
・
形
容
詞
・
副
詞
・
の
順
に
解
説
を
加
え
て
い
る
。

そ
し
て
カ
ッ
シ
ラ
ア
の
　
『
言
語
』
　
の
つ
ぎ
の
部
分
を
引
用
す
る
。

自
我
感
情
は
言
語
構
成
の
過
程
に
於
て
根
本
的
意
義
を
有
す
る
に
も
拘

は
ら
ず
、
そ
れ
に
対
し
て
独
立
的
な
言
語
的
表
現
が
与
へ
ら
れ
る
た
め
に

は
フ
ソ
ボ
ル
ト
も
指
摘
し
た
や
う
に
相
当
困
難
な
事
情
が
存
す
る
と
云
ふ
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こ
と
を
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
何
と
な
れ
ば
自
我
の
本
質
は
主
観
で

あ
る
と
云
ふ
と
こ
ろ
に
存
す
る
の
に
、
一
方
に
於
て
思
考
乃
至
言
語
過
程

に
於
て
は
凡
ゆ
る
概
念
が
思
考
す
る
主
観
、
言
語
す
る
主
観
に
対
し
て
一

つ
の
客
観
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
を
克
服
す
る
た

め
に
言
語
は
そ
の
初
期
に
於
て
は
主
観
た
る
自
我
を
客
観
た
る
対
象
的
概

念
の
う
ち
に
表
現
す
る
。
そ
の
最
も
著
し
い
例
証
と
し
て
人
称
代
名
詞
が

初
め
所
有
格
的
代
名
詞
と
し
て
発
生
す
る
と
云
ふ
事
実
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
所
有
の
概
念
が
こ
の
意
味
に
於
て
主
観
と
の
媒
介
的
位
置
に
あ

る
こ
と
は
見
易
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
五
二
～
五
三
頁
）

そ
う
し
て
、
「
カ
ッ
シ
ラ
ア
忙
し
た
が
え
ば
、
自
分
が
所
有
し
た
女
性
を

『
妹
』
と
表
現
す
る
ま
で
と
、
『
妹
』
を
我
が
得
し
も
の
と
か
ん
が
え
そ
れ
を

代
名
詞
化
し
う
る
ま
で
に
は
段
階
が
あ
る
こ
と
に
な
る
」
と
言
う
。

こ
こ
ま
で
来
て
漸
く
記
述
さ
れ
て
残
さ
れ
た
文
献
上
の
言
葉
に
遭
遇
す
る
。

青
木
は
た
ま
た
ま
「
妹
」
を
取
り
上
げ
て
い
た
。
勿
論
『
万
葉
集
』
歌
を
資

料
と
し
て
用
い
た
た
め
だ
。
し
か
し
こ
こ
ま
で
学
ん
で
来
た
だ
け
で
も
、
現

在
に
至
っ
て
尚
陽
気
に
古
代
文
学
研
究
を
続
け
て
い
る
自
分
の
姿
が
浮
き
彫

り
に
さ
れ
る
。

四
　
第
二
章
　
「
言
語
の
属
性
」
　
の
中
か
ら
「
意
味
」
「
価
値
」
「
像
」

を
学
ぶ

吉
本
の
理
論
で
我
々
が
注
目
す
べ
き
は
、
言
語
論
が
「
像
」
に
及
ん
で

「
文
学
」
に
至
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
語
学
者
に
は
絶
対
に
書
き
得

な
い
と
こ
ろ
だ
と
私
は
思
う
。
そ
れ
が
「
言
語
の
像
を
駆
使
し
た
経
験
」
　
の

所
以
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
原
理
を
無
視
し
て
は
「
文
学
論
」
は
成
り
立
た

な
い
の
に
違
い
な
い
。
私
は
そ
う
思
う
。

と
こ
ろ
で
善
本
は
言
語
の
属
性
と
し
て
「
意
味
」
を
ど
う
規
定
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
善
本
は
三
浦
つ
と
む
や
時
枝
誠
記
、
そ
れ
に
S
・

Ⅰ
・
ハ
ヤ
カ
ワ
の
考
え
方
を
批
判
的
に
捉
え
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

言
語
の
本
質
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
自
己
表
出
と
指
示
表
出

と
を
ふ
く
む
も
の
と
か
ん
が
え
れ
ば
こ
れ
ら
の
矛
盾
を
な
く
す
こ
と
が
で

き
る
。
言
語
の
意
味
と
は
な
に
か
、
を
か
ん
が
え
る
は
あ
い
、
凍
り
に
な

る
の
は
言
語
の
本
質
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
た
し
な
ら
ば
つ
ぎ
の
よ

う
に
言
語
の
意
味
を
定
義
す
る
。
言
語
の
意
味
と
は
意
識
の
指
示
表
出
か

ら
み
ら
れ
た
言
語
構
造
の
全
体
の
関
係
で
あ
る
。
（
七
〇
貢
）

し
か
も
有
り
難
い
こ
と
に
短
歌
の
解
釈
に
関
し
て
三
浦
つ
と
む
の
意
味
概

念
の
限
界
に
迫
っ
て
、
「
古
典
詩
」
が
「
幼
稚
な
無
内
容
」
に
し
か
解
釈
さ

れ
な
い
こ
と
に
触
れ
、
そ
の
理
由
を
「
自
己
表
出
性
を
ま
っ
た
く
考
慮
し
な

い
で
意
味
を
考
え
て
い
る
」
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
れ
で
は
ど
う
す
れ
ば
い
い

の
か
。
青
木
は
「
言
語
の
意
味
を
か
ん
が
え
る
こ
と
は
、
指
示
性
と
し
て
の

言
語
の
客
観
的
な
関
係
を
た
ど
る
こ
と
に
ち
が
い
な
い
の
だ
が
」
「
指
示
表

出
の
関
係
を
た
ど
り
な
が
ら
、
必
然
的
に
自
己
表
出
性
を
も
ふ
く
め
た
言
語

構
造
の
関
係
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
。
そ
う
し
て
「
お
こ
り
う
べ

き
誤
解
は
、
ふ
た
種
類
あ
る
」
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
す
。

ひ
と
つ
は
、
こ
の
（
よ
み
人
知
ら
ず
）
の
う
た
が
、
か
な
ら
ず
し
も
眼

の
前
に
春
日
野
の
霞
の
な
か
に
咲
く
桜
の
花
を
視
な
が
ら
唱
わ
れ
た
と
は

か
ざ
ら
ず
、
記
憶
の
な
か
の
印
象
の
風
景
で
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
極
端
な

は
あ
い
に
は
、
過
去
の
詠
唱
に
よ
っ
て
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
た
言
彙
を
つ
か

っ
て
創
ら
れ
た
修
辞
的
な
歌
作
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
味
は
、
観
念
の
指
示
す
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る
運
動
と
し
て
、
お
な
じ
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
げ
ん
み
つ
に
い
え
ば
、
人
間
的
意
識
の
表
出
と
い
う

概
念
は
、
言
語
概
念
で
あ
っ
て
も
、
げ
ん
み
つ
に
は
、
言
語
概
念
の
範
囲

を
で
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
（
よ
み
人
知
ら
ず
）
　
の
歌
、
一
般
に
は
文
学
芸

術
は
表
現
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
表
出
と
い
う
概
念
は
、
表
出
と
表
現
と

い
う
二
重
の
分
化
と
し
て
か
ん
が
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
、
た
し
か
に
、
文
学
芸
術
の
表
現
は
、
狭
い
意
味
で
の
表

出
（
A
u
s
d
r
g
k
u
n
g
）
　
で
は
な
く
、
こ
の
二
重
分
化
と
し
て
の
表
出

（
p
r
O
d
u
z
i
e
r
e
n
）
と
い
う
概
念
な
し
に
は
、
か
ん
が
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
こ
で
は
対
象
的
な
意
識
と
し
て
言
語

を
姐
上
に
の
ぼ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
語
表
現
と
し
て
の
表
出
は
、
げ

ん
み
つ
に
い
え
ば
、
文
学
の
成
立
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
文

学
の
成
立
に
よ
っ
て
、
表
出
は
、
表
出
と
表
現
と
に
分
化
す
る
の
だ
が
、

こ
の
本
質
は
、
け
っ
し
て
ち
が
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
後
に
と
り

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
（
七
一
貫
）

こ
の
指
摘
は
「
文
学
」
と
言
え
ば
す
ぐ
に
「
事
実
」
　
に
還
元
し
て
し
ま
う
在

り
様
を
就
く
決
っ
て
意
味
が
あ
る
。

善
本
は
さ
ら
に
「
意
味
概
念
の
微
妙
な
ち
が
い
」
を
捉
え
、
「
言
語
の
本

質
か
ら
は
指
示
表
出
と
し
て
み
た
表
現
の
全
体
の
関
係
を
意
味
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

言
語
の
指
示
表
出
性
は
、
人
間
の
意
識
が
視
覚
的
反
映
を
つ
と
に
反
射

音
声
と
し
て
指
示
し
た
と
き
か
ら
、
他
と
交
通
し
、
合
図
し
、
指
示
す
る

も
の
と
き
ま
っ
た
。
言
語
の
意
味
は
、
意
識
の
こ
の
よ
う
な
特
性
の
な
か

に
発
生
の
根
源
を
も
っ
て
い
る
。
言
語
を
媒
介
と
し
て
世
界
を
か
ん
が
え

る
か
ぎ
り
、
わ
た
し
た
ち
は
意
味
に
よ
っ
て
現
実
と
関
係
し
、
た
た
か
い
、

他
と
の
関
係
に
は
い
り
、
た
え
ず
こ
の
側
面
で
、
変
化
し
、
時
代
の
情
況

の
な
か
に
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
（
七
三
貢
）

そ
れ
で
は
「
言
語
の
価
値
」
と
は
何
な
の
か
。
吉
本
は
ピ
エ
ー
ル
・
ギ
ロ

ー
の
『
文
体
論
』
や
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
『
言
語
学
原
論
』
を
検
討
し
な
が
ら
次

の
よ
う
に
定
義
す
る
。

言
語
の
価
値
と
は
何
か
、
と
問
わ
れ
た
ら
、
た
だ
つ
ぎ
の
よ
う
に
こ
た

え
れ
ば
よ
い
。
意
識
の
自
己
表
出
か
ら
み
ら
れ
た
言
語
構
造
の
全
体
の
関

係
を
価
値
と
よ
ぶ
。
（
八
二
月
）

こ
の
考
え
は
サ
ル
ト
ル
　
（
『
存
在
と
無
』
）
　
の
「
さ
ら
に
価
値
は
、
そ
の
存
在

に
お
い
て
、
『
欠
如
を
蒙
む
る
全
体
』
　
で
あ
り
、
個
々
の
存
在
は
そ
れ
へ
向

か
っ
て
自
己
を
存
在
さ
せ
る
。
価
値
は
、
l
　
つ
の
存
在
に
と
っ
て
、
こ
の
存

在
が
ま
っ
た
く
の
偶
然
性
と
し
て
　
『
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
』
　
か
ぎ
り

に
お
い
て
で
な
く
、
こ
の
存
在
が
自
己
自
身
の
無
化
の
根
拠
で
あ
る
か
ぎ
り

に
お
い
て
、
出
現
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
価
値
は
、
こ
の
存
在
が
存
在
す
る

か
ぎ
り
に
お
い
て
で
な
く
、
こ
の
存
在
が
自
己
を
根
拠
づ
け
る
か
ぎ
り
に
お

い
て
、
こ
の
存
在
に
つ
き
ま
と
う
。
要
す
る
に
、
価
値
は
　
『
自
由
』
　
に
つ
き

ま
と
う
」
と
指
摘
す
る
「
欠
如
を
蒙
む
る
全
体
」
に
当
た
る
と
言
い
、
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

各
時
代
と
と
も
に
連
続
的
に
転
化
す
る
自
己
表
出
の
な
か
か
ら
、
お
び

た
だ
し
く
変
化
し
、
断
続
し
、
ゆ
れ
う
ご
く
現
在
的
な
社
会
と
言
語
の
指

示
性
と
の
た
た
か
い
を
み
て
い
る
と
き
、
価
値
を
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
言
語
に
と
っ
て
の
葉
で
あ
る
文
学
が
、
マ
ル
ク
ス
の
い
う
よ
う

に
「
人
間
の
本
質
力
が
対
象
的
に
展
開
さ
れ
た
富
」
　
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
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か
ん
が
え
ら
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
言
語
の
表
現
は
わ
た
し
た
ち
の
本
質

力
が
現
在
的
社
会
と
た
た
か
い
な
が
ら
創
り
あ
げ
て
い
る
成
果
、
ま
た
は
、

た
た
か
わ
れ
た
あ
と
に
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（
八
六
貢
）

続
い
て
吉
本
は
文
字
静
に
至
り
、
福
田
佐
有
の
『
私
の
国
語
教
室
』
を
批
判

的
に
踏
ま
え
、
「
文
字
の
成
立
に
よ
っ
て
は
ん
と
う
の
意
味
で
、
表
出
は
、

意
識
の
表
出
と
表
現
と
に
分
離
す
る
。
あ
る
い
は
、
表
出
過
程
が
、
表
出
と

表
現
と
の
二
重
の
過
程
を
も
つ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
言
語
は
意
識
の
表
出
で

あ
る
が
、
言
語
表
現
が
意
識
竪
琴
元
で
き
な
い
要
素
は
、
文
字
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
完
全
な
意
味
で
う
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
文
字
に
か
か
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
言
語
表
出
は
、
対
象
化
さ
れ
た
自
己
像
が
、
自
己
の
内
ば
か
り
で
は
な

く
外
に
自
己
と
対
話
す
る
と
い
う
二
重
の
要
素
が
可
能
と
な
る
。
」
と
指
摘

し
、
「
書
き
言
葉
は
、
」
は
「
言
語
の
自
己
表
出
に
つ
か
え
る
ほ
う
に
す
す
み
、

語
り
言
葉
は
指
示
表
出
に
つ
か
え
る
ほ
う
に
す
す
む
」
と
指
摘
す
る
。
そ
う

し
て
「
言
語
表
記
の
性
格
に
と
っ
て
最
後
の
も
ん
だ
い
で
あ
り
、
ま
た
言
語

の
葉
に
と
っ
て
最
初
の
も
ん
だ
い
」
と
し
て
、
「
像
」
の
問
題
を
取
り
上
げ

る。

寺
本
の
言
語
学
者
と
の
違
い
は
、
「
言
語
が
意
味
や
音
の
ほ
か
に
像
を
も

つ
」
こ
と
を
認
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
吉
本
は
「
像
」
と
「
（
意
味
）
」
の
違

い
を
「
あ
た
か
も
事
物
の
（
概
念
）
と
、
事
物
の
（
象
徴
）
と
が
ち
が
う
の

と
お
な
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、
「
言
語
は
、
そ
の
発
生
の
初

期
に
、
視
覚
的
反
映
に
対
す
る
反
射
的
な
音
声
と
い
う
性
格
を
す
て
て
し
ま

っ
た
」
「
音
声
が
自
己
表
出
を
手
に
い
れ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

言
語
本
質
は
、
指
示
表
出
と
自
己
表
出
と
の
な
い
ま
ぜ
ら
れ
た
構
造
と
な
っ

た
」
と
言
う
。
こ
う
し
た
指
摘
は
言
語
学
者
の
か
か
わ
れ
る
分
野
に
は
な
い
。

「
像
は
、
人
間
が
対
象
を
知
覚
し
て
い
る
と
き
に
は
不
可
能
な
意
識
で
あ
る

こ
と
は
」
サ
ル
ト
ル
の
言
う
と
お
り
と
指
摘
す
る
所
は
、
ま
さ
監
云
術
論
と

し
て
し
か
言
及
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

善
本
隆
明
は
こ
の
後
カ
ソ
ト
、
サ
ル
ト
ル
の
考
え
方
を
引
き
、
次
の
よ
う

に
言
う
。言

語
に
お
け
る
像
は
、
も
ち
ろ
ん
言
語
の
指
示
表
出
が
自
己
表
出
力
に

よ
っ
て
対
象
の
構
造
ま
で
も
指
示
す
る
強
さ
を
あ
た
え
ら
れ
、
そ
の
か
わ

り
に
自
己
表
出
に
よ
っ
て
知
覚
的
な
次
元
か
ら
ほ
は
る
か
に
、
離
脱
さ
せ

ら
れ
て
し
ま
っ
た
状
態
で
、
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
る
。
言
語
に
お
け
る
像

が
な
ぜ
可
能
と
な
る
か
、
を
社
会
的
な
要
因
へ
ま
で
潜
在
的
に
く
ぐ
っ
て

ゆ
け
ば
、
意
識
に
自
己
表
出
を
う
な
が
し
た
社
会
的
幻
想
の
関
係
と
、
指

示
表
出
を
う
な
が
し
た
生
産
的
関
係
と
が
矛
盾
を
釆
た
し
た
、
楽
園
喪
失

の
さ
い
し
ょ
ま
で
か
い
く
ぐ
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
九
六
～
九
七
頁
）

私
は
　
『
言
語
に
と
っ
て
葉
と
は
な
に
か
』
　
よ
り
こ
う
し
た
考
え
を
学
ん
だ
。

ど
こ
ま
で
阻
噂
し
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
が
、
文
学
を
考
え
る
も
の
に
と
っ

て
非
常
に
大
切
な
も
の
だ
と
思
う
。

五
　
古
代
文
学
研
究
へ
の
手
掛
か
り

青
木
の
「
発
生
の
機
構
」
が
証
明
す
る
こ
と
が
困
難
な
世
界
に
属
す
る
こ

と
は
吉
本
自
身
が
触
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
中
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は

学
問
に
携
わ
ろ
う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ

は
知
る
こ
と
へ
の
飽
く
こ
と
無
き
探
求
心
と
真
実
へ
の
探
求
心
な
の
だ
と
思

ら
ノ
D

西
洋
渡
来
の
科
学
的
方
法
が
解
禁
に
な
っ
て
、
人
間
l
人
t
人
の
価
値
が

公
然
と
認
め
ら
れ
出
し
た
こ
と
と
相
倹
っ
て
、
文
学
の
テ
ー
マ
が
ま
る
で
一

新
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
明
治
以
来
、
文
学
研
究
の
世
界
に
於
い
て
、
青
木
的
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方
法
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
先
進
諸
国
の
学
問
に
習
う
こ
と
、
追
い
つ
く

こ
と
を
第
l
義
に
考
え
た
状
況
で
は
そ
れ
も
や
む
を
得
な
か
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
そ
う
し
た
欧
米
中
心
の
考
え
方
に
対
し
て
、
当
然
の
ご
と
く
起
こ
っ

て
来
た
日
本
人
自
身
へ
の
関
心
と
そ
れ
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
方
法
と
し
て

の
、
民
俗
学
的
方
法
さ
え
も
、
善
本
に
対
し
て
ほ
決
定
的
な
影
響
を
与
え
は

し
た
も
の
の
、
十
分
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
欧
米
中

心
主
義
者
の
方
法
に
対
し
て
起
こ
っ
た
方
法
と
し
て
、
逆
に
欧
米
の
方
法
の

学
問
的
多
様
性
を
重
視
出
来
な
か
っ
た
所
に
起
因
す
る
こ
と
の
よ
う
に
わ
た

し
に
は
患
え
る
。
吉
本
の
方
法
は
そ
れ
を
重
視
し
、
権
威
主
義
の
横
行
す
る

世
界
で
全
く
自
由
に
、
自
ら
の
問
題
に
と
こ
と
ん
固
執
し
た
所
に
成
立
し
た

希
有
の
方
法
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
客
観
的
に
問
う
と
い
う

こ
と
は
言
う
に
は
易
い
。

歌
に
関
わ
っ
て
言
え
ば
、
明
治
以
来
の
方
向
を
決
定
し
た
も
う
l
人
の
人

間
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
歌
作
り
に
於
け
る
正
岡
子
規
で
あ
る
。

彼
は
伝
統
的
な
日
本
文
化
の
中
に
生
を
受
け
、
欧
米
の
学
問
の
成
果
に
学
び

な
が
ら
、
明
治
と
い
う
新
し
い
時
代
の
新
し
い
表
現
原
理
を
、
『
古
今
集
』

と
紀
貫
之
を
批
判
す
る
こ
と
で
打
ち
立
て
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
『
再
び
歌

よ
み
に
輿
ふ
る
書
』
　
の
密
し
た
意
味
は
小
さ
く
は
な
い
。
子
規
の
言
語
表
現

の
足
跡
を
辿
っ
て
み
る
と
、
漢
詩
・
俳
句
・
短
歌
・
小
説
・
随
筆
と
あ
ら
ゆ

る
分
野
に
亙
っ
て
い
る
が
、
出
発
は
伝
統
的
な
漢
詩
・
俳
句
・
短
歌
の
類
い

で
あ
り
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
巡
っ
て
彼
が
残
し
た
文
献
は
、
彼
が
言
語
表
現
を

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
語
っ
て
興
味
ぶ
か
い
。

彼
は
『
松
薙
玉
液
』
　
（
明
治
二
十
九
年
八
月
一
日
）
　
に
「
わ
れ
故
郷
に
あ

り
し
頃
時
鳥
の
声
聞
き
た
る
事
な
し
」
と
断
っ
て
、
「
そ
れ
で
な
く
と
／
そ

れ
に
し
て
置
け
／
時
鳥
」
と
吟
じ
な
が
ら
、
明
治
十
一
年
に
は
「
聞
子
規
」

と
題
し
、
「
二
戸
孤
月
下
／
喀
血
不
堪
聞
／
半
夜
空
歌
枕
／
古
郷
万
里
雲
」

と
い
う
五
言
絶
句
を
作
っ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
亨
見
る
こ
と
は
、
子
規
に
と

っ
て
は
「
聞
子
規
」
的
な
方
法
と
し
て
、
漢
詩
作
り
の
作
法
に
則
れ
ば
幾
ら

で
も
言
葉
を
継
ぐ
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
世
界
か
ら
、
伝
統
的
な
景
物
で
あ

る
と
は
言
え
、
今
鳴
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
興
に
基
づ

い
て
言
葉
を
継
ぐ
世
界
へ
と
確
実
に
そ
の
領
域
を
広
げ
て
行
っ
て
い
る
こ
と

だ
。
「
膵
目
」
と
し
て
捉
え
れ
ば
伝
統
に
属
す
こ
と
と
言
え
な
く
も
な
い
。

幼
少
の
こ
ろ
か
ら
絵
を
好
み
、
芭
蕉
以
上
に
蕪
村
に
傾
倒
し
、
「
日
本
で
は

昔
か
ら
写
生
と
い
ふ
事
を
甚
だ
お
ろ
そ
か
に
見
て
居
っ
た
為
め
に
、
蓋
の
発

達
を
妨
げ
、
又
文
章
も
歌
も
総
て
の
事
が
皆
な
進
歩
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
習
慣
と
な
っ
て
今
日
で
も
ま
だ
写
生
の
味
を
知
ら
な
い
人
が
十
中
八

九
で
あ
る
」
（
『
病
床
六
尺
』
　
四
十
五
頁
）
　
と
彼
の
方
法
の
意
義
を
述
べ
て
い

る
子
規
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
は
、
例
え
伝
統
と
い
う
累
積
の
根
拠
付
け
に
負

う
物
で
あ
っ
て
も
、
「
写
生
」
が
「
天
然
を
写
す
」
こ
と
と
し
て
方
法
的
に

自
覚
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
、
伝
統
か
ら
は
み
出
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る

を
待
ま
い
。
そ
れ
に
『
六
た
び
歌
よ
み
に
輿
ふ
る
書
』
　
に
言
う
「
外
国
の
文

学
思
想
杯
は
続
々
輸
入
し
て
日
本
文
学
の
城
壁
を
固
め
た
く
存
じ
侯
。
生
は

和
歌
に
就
き
て
も
旧
思
想
を
破
壊
し
て
新
思
想
を
注
文
す
る
の
考
に
て
障
っ

て
用
語
は
雅
語
俗
語
漢
語
洋
語
必
要
次
第
用
う
る
積
り
に
侯
」
を
合
わ
せ
、

歌
は
雅
を
歌
う
も
の
と
い
う
伝
統
に
根
差
す
在
り
様
に
対
し
て
、
全
く
新
し

い
方
法
を
提
示
し
た
の
だ
と
考
え
る
。
子
規
以
後
、
歌
は
原
則
と
し
て
そ
の

方
向
に
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
《
作
歌
の
原
理
》
と
し
て
画
期
的
で

あ
っ
た
。

今
我
々
は
、
言
語
の
発
生
を
学
び
、
言
語
が
何
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
か

に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
寺
本
が
「
あ
る
時
代
の
社
会
の
言
語
水

準
」
に
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
、
子
規
の
「
用
語
は
雅
語
俗
語
漢
語
洋
語

必
要
次
第
用
う
る
積
り
」
と
し
て
意
識
し
た
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
る
と
、
子

規
の
場
合
、
「
個
性
と
し
て
の
差
別
性
」
を
求
め
て
、
外
国
の
思
想
を
取
り
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入
れ
て
生
ま
れ
来
る
新
時
代
の
新
し
い
感
情
を
、
あ
ら
ゆ
る
用
語
に
負
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
披
涯
せ
ん
と
す
る
極
め
て
近
代
的
な
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
が

理
解
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
後
略
百
年
に
渡
り
、
こ
の
考
え
は
基
本
的
に
作

歌
の
原
理
の
一
つ
と
し
て
厳
然
た
る
位
置
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
子
規

の
主
張
は
伝
統
的
な
作
歌
方
法
に
対
し
て
、
時
代
の
主
張
と
し
て
在
り
得
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
問
題
は
分
野
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
で
起
こ
っ

て
い
た
。

子
規
の
方
法
は
あ
く
ま
で
作
歌
の
方
法
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
子
規
の

影
響
下
に
あ
っ
た
多
く
の
研
究
者
は
、
歌
の
研
究
に
ま
で
そ
の
方
法
を
拡
大

し
て
し
ま
っ
た
。
言
葉
は
元
々
人
々
の
関
係
の
中
に
在
っ
た
。
と
こ
ろ
が
子

規
の
発
想
に
準
じ
て
考
え
る
と
言
葉
は
歌
の
歌
い
手
の
自
由
に
任
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
う
し
て
「
個
性
と
し
て
の
差
別
性
」
を
探
求
す
る
こ
と
に
重

き
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
歌
の
価
値
は
そ
こ
に
こ
そ
存
在
す
る
と
考

え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
疑
う
こ
と
も
な
く
、
歌
が
基
本
的
に
そ
う
で
あ

る
も
の
と
思
い
込
み
、
「
個
性
と
し
て
の
差
別
性
」
を
追
及
す
る
こ
と
が
近

代
的
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
、
舌
代
の
歌
に
つ
い
て
も
そ
の
存
在
を
捜

し
続
け
て
現
在
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
時
代
を
無
視
し
た
こ
と
に

な
り
、
日
本
で
は
「
近
代
」
が
既
に
古
代
に
存
在
し
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
。
問
題
の
最
も
大
事
な
も
の
の
l
つ
は
こ
こ
に
在
る
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

学
ぶ
べ
き
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
る
。
例
え
ば
第
m
章
の
短
歌
に

関
る
す
べ
て
、
第
Ⅴ
章
構
成
論
の
「
第
Ⅰ
部
　
詩
」
　
の
す
べ
て
等
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
全
て
に
触
れ
る
こ
と
は
と
て
も
で
き
な
い
。
幸
い
こ
れ

ま
で
取
り
上
げ
て
来
た
と
こ
ろ
に
も
、
我
々
の
問
題
に
す
べ
き
こ
と
に
対
す

る
ヒ
ソ
ト
が
幾
つ
も
包
含
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

善
本
の
考
え
方
に
、
正
確
に
言
え
ば
八
第
l
l
の
刷
り
込
み
）
を
経
験
し
た

者
も
、
『
万
葉
集
』
か
ら
舌
代
文
学
研
究
に
入
り
、
先
学
の
研
究
成
果
に
見

え
る
な
か
で
、
少
な
か
ら
ぬ
括
れ
を
も
体
験
し
た
。
考
え
て
み
れ
ば
第
一
の

刷
り
込
み
は
基
本
的
に
近
代
の
価
値
観
で
あ
っ
た
は
ず
だ
し
、
特
に
戦
後
の

価
値
観
だ
っ
た
の
で
、
青
本
の
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、

底
辺
で
、
共
通
の
価
値
観
と
し
て
（
個
性
の
存
在
確
認
こ
そ
探
求
の
日
的
）

と
さ
れ
る
よ
う
な
研
究
成
果
に
遭
遇
し
続
け
た
ら
括
れ
る
の
が
当
た
り
前
で

も
あ
っ
た
。
そ
の
揺
れ
の
中
で
「
相
聞
歌
」
　
の
多
き
に
拘
っ
て
来
た
。
そ
う

し
て
そ
こ
に
こ
そ
文
学
の
起
こ
り
が
あ
る
の
で
ほ
と
考
え
て
来
た
。
理
屈
は

こ
う
で
あ
る
。
《
人
間
が
言
葉
を
持
つ
こ
と
で
自
然
か
ら
分
離
し
、
意
識
の

生
活
に
入
っ
た
と
き
、
異
性
を
も
対
象
化
し
な
か
っ
た
か
。
し
た
と
す
れ
ば
、

人
間
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
克
服
し
て
、
人
類
史
を
永
ら
え
て
来
た
の
か
。

強
姦
を
基
と
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
類
史
で
は
な
い
。
言
葉
は
特

に
異
性
に
の
み
関
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
言
葉
を
持
っ
て
し
か
関

れ
な
い
と
し
た
ら
、
人
間
は
そ
の
名
に
お
い
て
、
何
か
を
し
た
の
で
は
な
い

か
。
言
葉
l
般
の
中
に
、
異
性
に
関
る
方
法
を
考
案
し
た
。
そ
の
一
つ
が
言

葉
一
般
と
は
異
な
っ
た
リ
ズ
ム
の
あ
る
言
葉
だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か

と
》
。
人
間
の
死
を
巡
る
歌
に
関
し
て
も
、
な
ぜ
言
葉
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
を
死
に
か
ら
め
て
摘
め
そ
う
に
思
え
た
。
し
か
し
な

が
ら
膏
本
は
既
に
そ
う
し
た
具
体
的
な
も
の
か
ら
の
考
察
の
限
界
を
指
摘
し

て
い
た
。
今
正
に
現
象
面
に
固
執
し
「
相
聞
歌
か
ら
見
れ
ば
」
と
か
、
「
死

に
関
わ
る
歌
か
ら
見
れ
ば
」
と
か
の
個
別
的
な
こ
と
に
付
き
過
ぎ
た
こ
と
が

よ
く
見
え
る
。
文
学
の
感
情
起
源
説
の
不
合
理
性
を
越
え
て
信
仰
起
源
説
を

唱
え
た
折
口
信
夫
の
考
え
さ
え
相
対
化
さ
れ
か
ね
な
い
。
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り

信
仰
だ
か
ら
だ
。

そ
れ
で
は
止
ま
る
べ
き
か
。
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
学
問
と
は
試
行
錯

誤
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
て
よ
い
と
考
え
る
か
ら
だ
。
真
実
に
近
づ
く
こ
と
が

目
的
な
の
だ
か
ら
。
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確
か
だ
と
思
え
た
こ
と
が
そ
う
で
も
な
か
っ
た
と
知
る
こ
と
は
厳
し
い
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
確
か
で
な
い
も
の
を
確
か
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
こ
と

は
つ
ま
ら
な
い
こ
と
な
の
に
違
い
な
い
。
様
々
な
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
よ

い
。
そ
う
し
て
一
番
確
か
な
と
こ
ろ
に
達
す
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
は
だ
れ
の
力

で
あ
っ
て
も
よ
い
の
だ
。

今
道
友
信
は
　
『
美
に
つ
い
て
』
　
の
中
で
、
こ
望
一
一
日
葉
の
史
的
後
づ
け
を
し

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
元
々
は
農
業
用
語
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
果
樹
を
絞

り
出
す
と
言
う
意
味
か
ら
文
学
用
語
に
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
、
ゲ
ー
テ
の
こ

ろ
を
境
に
し
て
、
人
間
の
内
面
を
表
す
意
味
に
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

当
然
「
（
性
）
行
為
」
も
具
体
的
な
例
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
「
累
積
」
と
い
う
言
葉
に
着
目
す
る
と
き
、
言
葉
が
自
由
に
使
え
る

と
い
う
こ
と
の
意
味
を
、
も
う
一
度
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

『
子
規
全
集
』
一
一
巻
三
七
～
三
入
貢
。

『
子
規
全
集
』
　
八
巻
〓
ハ
貢
。

『
子
親
全
集
』
八
巻
三
六
三
貫
。
「
時
鳥
」
に
対
し
て
『
新
盤
詩
』
冒
頭
で

は
「
カ
ツ
ク
ー
」
と
訓
を
施
し
て
い
る
の
で
今
日
に
言
う
郭
公
を
指
し
て
い

る
と
も
取
れ
る
が
、
「
あ
る
暗
室
過
ぎ
な
り
け
ん
キ
ヨ
キ
ヨ
と
い
ふ
声
聞
え

て
」
と
記
し
て
い
る
の
と
、
右
の
句
の
訓
と
し
て
「
カ
ツ
ク
ー
」
で
は
合
わ

ず
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
と
し
か
訓
み
え
な
い
。

『
子
規
全
集
』
七
巻
二
三
貢
。

『
子
規
全
集
』
七
巻
三
七
頁
。

善
本
が
そ
の
著
書
三
七
～
三
八
貢
で
い
う
「
作
者
が
優
れ
て
い
る
か
凡
庸

で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
な
い
」
と
い
う
所
も
、
印
象
批
評
の
克
服
と
い
う
観

点
で
注
目
し
た
い
。

恒長倉横


