
密
着
に
お
け
る
乗
り
越
え

︱
︱
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
『パ
ロ
ー
ル
の
問
題

一
九
五
三
︱
一
九
五
四
年

コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義

ノ
ー
ト
』に
つ
い
て
の
一
考
察

加

國

尚

志

は
じ
め
に

モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
の

言
語
学
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
︒
一
九
四
五
年

の
﹃
知
覚
の
現
象
学
﹄
刊
行
後
︑
彼
の
問
題
意
識
が
﹁
行
動
﹂
や
﹁
知
覚
﹂
か
ら

﹁
言
語
﹂
の
問
題
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
時
期
に
︑
彼
は
幾
度
も
ソ
シ
ュ
ー
ル
の

名
前
に
言
及
し
て
い
る(

)
︒
彼
は
︑
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
と
並
ん
で(

)
︑
ソ

1

2

シ
ュ
ー
ル
の
言
語
学
の
哲
学
的
意
義
を
い
ち
早
く
認
め
た
哲
学
者
で
あ
っ
た
こ
と

も
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒﹃
知
覚
の
現
象
学
﹄
以
降
︑﹃
世

界
の
散
文
﹄
や
﹃
真
理
の
起
源
﹄
と
い
っ
た
著
作
を
計
画
し
て
い
た(

)
メ
ル
ロ
＝
ポ

3

ン
テ
ィ
の
思
想
の
歩
み
を
理
解
す
る
の
に
︑
彼
が
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
ど
の
よ
う
に
理

解
し
て
い
た
の
か
︑
と
い
う
点
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
︒

も
ち
ろ
ん
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
解
釈
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま

で
非
常
に
多
く
の
研
究
業
績
が
存
在
し
︑
日
本
語
の
も
の
に
も
す
ぐ
れ
た
も
の
が

多
い(

)
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
学
に
つ
い
て
の
哲
学
的
解
釈

4

を
ど
の
よ
う
に
行
な
っ
て
い
た
か
︑
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
研
究
史

に
は
一
定
の
蓄
積
が
あ
り
︑
何
も
特
別
に
新
し
い
問
題
で
は
な
い
と
言
え
る
︒

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
解
釈
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
も
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
通
り
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
﹁
ラ
ン
グ
︵
langue
言
語
体
系
︶
﹂
と
﹁
パ
ロ
ー

ル
︵
parole
こ
と
ば
︶
﹂
の
﹂
区
別(
)
か
ら
︑﹁
パ
ロ
ー
ル
﹂
を
重
視
す
る
言
語
論
を

5

展
開
し
た
こ
と
︑
ま
た
そ
こ
か
ら
ラ
ン
グ
の
﹁
通
時
態
︵
diachronie
︶
﹂
と
パ

ロ
ー
ル
の
﹁
共
時
態
︵
synchronie︶
﹂
の
区
別
に
お
い
て
︑
両
者
が
不
可
分
に
絡

み
合
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
﹁
共
時
態
﹂
の
概
念
を
重
視
し
た
こ
と
︑

語
の
意
味
を
ラ
ン
グ
の
体
系
内
に
お
け
る
他
の
語
と
の
差
異
︵
différence︶
に
お

け
る
﹁
弁
別
的
︵
diacritique︶
﹂
価
値
と
定
め
︑
そ
こ
か
ら
語
の
意
味
の
﹁
恣
意

的
︵
arbitraire︶
﹂
性
格
を
強
調
し
た
こ
と
︑
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
ま
と
め
て

言
っ
て
し
ま
え
ば
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
解
釈
か
ら
導
か
れ
る
の
は
︑
統
辞
法

や
語
彙
の
規
則
性
や
拘
束
性
よ
り
も
︑
そ
の
変
動
可
能
性
や
偶
然
の
介
入
可
能
性

を
強
調
す
る
︑
発
話
行
為
を
重
視
す
る
言
語
論
で
あ
り
︑
あ
る
言
語
体
系
内
に
お

け
る
語
の
意
味
の
類
縁
性
よ
り
も
恣
意
性
を
強
調
す
る
︑
意
味
の
間
接
性
の
言
語

論
で
あ
る
︒
そ
れ
は
複
数
の
﹁
語
る
主
体
︵
sujet
parlant︶
﹂
に
お
け
る
間
主
観

的
な
了
解
に
基
づ
く
伝
達
可
能
性
に
言
語
の
本
質
を
見
よ
う
と
す
る
言
語
論
で
あ

る
と
言
え
よ
う
︒
こ
の
こ
と
も
︑
す
で
に
多
く
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
こ

と
で
あ
る
︒

他
方
で
︑
こ
う
し
た
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
解
釈
が
言
語
学
者
た

ち
か
ら
は
批
判
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
︑
周
知
の
こ
と
で
あ
り
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究

も
そ
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
︒
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
言
語
学
に
期
待
し
て
い
た
こ
と

を
こ
と
ご
と
く
ひ
っ
く
り
返
す
よ
う
な
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
解
釈
は
︑﹁
誤

読
﹂(

)
と
形
容
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
述
べ
た
こ
と
を
そ
の

6

ま
ま
敷
衍
し
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
を
擁
護
す
る
メ
ル

密
着
に
お
け
る
乗
り
越
え

四
五
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ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
研
究
者
の
側
か
ら
は
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
解
釈
が
︑
字
義
通

り
の
解
釈
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
述
べ
よ
う
と
し
た
こ
と
を
創
造
的

に
取
り
出
し
た
も
の
と
す
る
見
解
が
出
さ
れ
て
も
き
た
︒

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ

は
誤
読
に
よ
る
︑
何
か
思
い
違
い
や
拙
速
に
基
づ
く
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︒
独
善

的
な
解
釈
者
が
行
う
よ
う
に
︑
自
説
に
有
利
に
な
る
見
解
を
勝
手
に
読
み
込
み
︑

自
説
に
有
利
な
概
念
や
用
語
を
引
用
し
︑
自
説
の
根
拠
づ
け
や
権
威
づ
け
に
利
用

し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
と
も
︑
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
行
う
解
釈
者
の

読
解
の
背
景
が
あ
り
︑
そ
の
背
景
を
理
解
す
れ
ば
︑
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
必
然
性

が
見
え
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
︒

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
解
釈
を
論
じ
る
際
に
解
釈
者
の
前
に
存
在

し
た
の
は
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
へ
の
言
及
が
断
片
的
あ
る
い
は

暗
示
的
で
︑
十
分
な
分
量
の
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︑
と
い
う
事
情
で
あ
る
︒

断
片
的
な
短
い
言
及
や
切
り
詰
め
ら
れ
た
要
約
だ
け
を
読
め
ば
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
が
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
誤
読
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
の
も
︑
無
理
は
な

か
っ
た
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
解
釈
の
真
意
を
つ
か
む
た
め
に
︑
他
の
著
作
な

ど
も
含
め
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
全
体
の
文
脈
を
復
元
す
る
こ
と
を
︑

こ
れ
ま
で
の
解
釈
者
た
ち
は
行
っ
て
き
た
の
で
あ
る
︒

二
〇
二
〇
年
に
公
刊
さ
れ
た
﹃
パ
ロ
ー
ル
の
問
題

コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ

ン
ス
講
義

ノ
ー
ト

一
九
五
三
︱
一
九
五
四
﹄(

)
は
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
言

7

語
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
か
を
知
る
上
で
重
要
な
資
料
で
あ

る
︒
こ
の
講
義
で
は
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
の
解
釈
が
行
わ
れ
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
が
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
﹃
一
般
言
語
学
講
義
﹄
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
い
た
の

か
が
わ
か
り
︑
興
味
深
い(

)
︒
他
方
で
︑
こ
の
講
義
は
た
だ
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
解
釈
に

8

当
て
ら
れ
た
の
で
は
な
く
︑
ク
ル
ト
・
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
の
失
語
症
研
究
や
プ

ル
ー
ス
ト
の
文
学
作
品
の
解
釈
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
講
義
の
た

め
の
ノ
ー
ト
は
著
作
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
教
育
活
動
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た
も

の
で
︑
著
作
と
同
等
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
同
時
に
自
身
の
著
作
の
た

め
の
準
備
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
︑
こ
の
講
義
を
丹
念
に
た
ど
れ
ば
︑
メ
ル
ロ

＝
ポ
ン
テ
ィ
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
読
解
の
背
景
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
し
︑

﹃
世
界
の
散
文
﹄
と
い
う
著
作
を
計
画
中
で
あ
っ
た
彼
の
言
語
論
の
中
心
に
あ
っ

た
問
題
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
そ
の
こ
と
は
︑
結
局
は
完

成
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
彼
の
言
語
論
に
つ
い
て
の
理
解
を
豊
富
化
す
る
こ
と
に

つ
な
が
る
に
ち
が
い
な
い
︒

以
上
の
研
究
史
的
観
点
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
枚
数
も
制
限
さ
れ
て
い
る
本
論
文
で

は
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
に
お
け
る
﹁
語
る
主
体
︵
sujet
parlant︶
﹂
の

概
念
の
内
実
に
つ
い
て
︑﹃
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
の
問
題
﹄
講
義
か
ら
可
能
と

な
る
考
察
を
加
え
て
み
た
い
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
が
﹁
語
る
主
体
﹂

の
概
念
を
も
と
に
︑
従
来
の
主
知
主
義
的
な
言
語
論
と
経
験
主
義
的
な
言
語
論
を

批
判
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒﹁
語
る
主
体
﹂
の
概
念

は
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
学
の
中
に
も
登
場
す
る
わ
け
だ
が
︑
そ
の
内
容
を
把
握
す

る
こ
と
が
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
を
理
解
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
︒

｢語
る
主
体
﹂
の
概
念
に
お
い
て
︑
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
﹁
語
る
﹂
と
い
う

こ
と
は
︑
い
っ
た
い
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
︒
ど
の
よ
う
な
事
態
︑
ど
の
よ
う

な
現
象
を
指
し
て
い
る
の
か
︒
主
体
が
語
り
︑
そ
の
主
体
が
﹁
語
る
主
体
﹂
と
呼

ば
れ
る
と
き
︑
そ
の
主
体
は
い
っ
た
い
何
を
経
験
し
︑
そ
の
経
験
が
︑
ひ
と
が

語
っ
た
り
発
話
し
た
り
す
る
可
能
性
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て

な
の
か
︒

お
そ
ら
く
は
一
般
的
な
哲
学
の
問
題
と
も
結
び
つ
く
こ
う
し
た
問
題
を
︑
こ
の

講
義
の
時
期
に
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
︑
ど
の
よ

う
に
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
︑
と
い
う
こ
と
を
︑
本
論
文
で
は
論
じ
て
い
く

こ
と
に
し
た
い
︒
と
り
わ
け
︑
こ
の
講
義
で
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
並
ん
で
論
じ
ら
れ
て

四
六
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い
る
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
に
つ
い
て
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
解
釈
を
見
る
こ
と

で
︑
彼
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
解
釈
の
背
景
と
﹁
語
る
主
体
﹂
の
概
念
に
つ
い
て
明
ら
か

に
し
︑
可
能
な
哲
学
的
問
題
設
定
を
そ
こ
に
素
描
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
︒

一

言
語
学
批
判
と
﹁
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶﹂
へ
の
回
帰

こ
の
講
義
で
は
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
前
に
︑
従
来
の
言
語
学

へ
の
批
判
が
行
わ
れ
る
︒
そ
こ
で
は
あ
る
種
の
客
観
主
義
が
批
判
さ
れ
て
い
る
わ

け
だ
が
︑
そ
れ
は
と
り
わ
け
﹁
論
理
主
義
︵
logicism
e︶
﹂
と
﹁
歴
史
主
義

︵
historicism
e︶
﹂
へ
と
向
け
ら
れ
る(
)
︒
た
と
え
ば
イ
ン
ド
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
に

9

お
け
る
﹁
あ
る
﹂
と
い
う
動
詞
の
構
成
や
主
語
︱
述
語
︱
繫
辞
の
図
式
が
﹁
形
態

素
﹂
と
し
て
文
法
的
な
結
び
つ
き
か
ら
説
明
さ
れ
る
︑
と
い
う
よ
う
な
場
合
で
あ

る
︒ひ

と
は
あ
る
文
化
の
︑
あ
る
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
の
歴
史
の
内
に
閉
じ
込
め

ら
れ
︑
そ
の
構
造
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
は
﹁
密
着
そ
の
も
の
に
お
け
る
乗
り
越
え
︵
dépassem
ent
dans

l’adhérence
m
êm
e︶
﹂(
)
が
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
︒
な
る
ほ
ど
︑
よ
ほ
ど
の
多
言

10

語
使
用
者
で
な
け
れ
ば
︵
あ
る
い
は
︑
多
言
語
使
用
者
で
あ
っ
て
も
︶
︑
母
語
と
し
て

習
得
し
使
用
し
て
い
る
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
の
統
辞
法
の
形
式
や
構
造
か
ら
離

れ
て
は
言
語
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
し
︑
そ
の
か
ぎ
り
で
は
︑
そ

の
人
の
意
識
や
思
考
は
そ
の
人
の
属
し
て
い
る
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
の
枠
内
に

と
ど
ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒
イ
ン
ド
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
に
お
け
る
主
語
︱
述
語

︱
繫
辞
︵﹁
あ
る
﹂︶
の
図
式
は
︑
そ
の
図
式
を
有
す
る
言
語
を
使
用
す
る
人
の
論

理
的
思
考
の
枠
を
決
定
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
だ
ろ
う
︒

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
こ
の
よ
う
な
﹁
論
理
主
義
﹂
と
﹁
歴
史
主
義
﹂
を
批
判

す
る
︒﹁
あ
る
特
殊
な
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
を
話
す
﹂
こ
と
と
︑﹁
そ
の
言
語
体

系
︵
ラ
ン
グ
︶
を
通
し
て
存
在
を
目
指
す
﹂
こ
と
と
は
﹁
同
じ
こ
と
﹂
で
あ
る
︑

と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
述
べ
て
い
る(

)
︒
す
な
わ
ち
︑
イ
ン
ド
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語

11

族
に
属
し
て
い
る
人
は
︑
そ
の
言
語
体
系
で
話
す
︑
つ
ま
り
そ
の
言
語
体
系
に
密

着
す
る
︑
と
同
時
に
︑
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
存
在
を
目
指
す
﹂︑
つ
ま
り
﹁
存

在
﹂
を
語
る
ひ
と
つ
の
志
向
を
持
つ
こ
と
と
な
り
︑
特
定
の
言
語
体
系
に
従
属
す

る
だ
け
で
は
な
く
︑
一
般
言
語
学
︵
linguistique
générale︶
の
主
題
と
な
る
よ

う
な
場
面
に
引
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
︒

｢偶
然
的
な
ひ
と
つ
の
言
語
と
の
結
び
つ
き
︵
歴
史
主
義
︶
を
理
由
と
し
て
︑
あ

ら
ゆ
る
思
考
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
か
︑
特
殊
な
も
の
で
あ
る
︑
と
言
う
こ
と
が

重
要
な
の
で
は
な
く
て
︑
各
々
の
言
語
体
系
は
そ
の
起
源
か
ら
汲
ん
で
い
る
の
だ

か
ら
︑
あ
る
意
味
で
は
そ
れ
ら
の
思
考
は
す
べ
て
正
し
い
︑
と
言
う
こ
と
が
重
要

で
あ
る
︒
そ
れ
ら
の
真
理
を
相
互
に
分
節
化
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
な
だ
け
で
あ

り
︑
文
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
し
か
な
い
も
の
を
論
理
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
よ
う
に
課

す
べ
き
で
は
な
い
し
︑
一
般
言
語
学
を
ひ
と
つ
の
文
化
の
偽
の
明
証
に
基
づ
い
て

構
築
す
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
他
の
諸
文
化
の
役
割
は
︑
私
た
ち
の
思
考

の
価
値
を
貶
め
る
こ
と
で
は
な
く
︑
私
た
ち
の
思
考
を
理
解
す
る
た
め
に
私
た
ち

の
思
考
を
拡
散
さ
せ
る
よ
う
に
仕
向
け
る
こ
と
に
あ
る
︒
言
語
学
の
役
割
は
︑
私

た
ち
に
ひ
と
つ
の
哲
学
を
与
え
る
こ
と
で
は
な
く
︑
私
た
ち
が
持
っ
て
い
た
哲
学

の
一
面
性
︵
E
inseitigkeit︶
を
見
さ
せ
な
が
ら
︑
私
た
ち
が
ひ
と
つ
の
哲
学
を
持

つ
こ
と
を
準
備
す
る
こ
と
に
あ
る
︒﹂(

)
12

特
定
の
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
の
研
究
の
言
語
学
は
︑
そ
の
言
語
体
系
内
部
へ

語
り
手
の
帰
属
性
や
被
拘
束
性
を
強
調
す
る
傾
向
を
ど
う
し
て
も
持
っ
て
し
ま
う

が
︑
言
語
を
文
法
や
語
彙
か
ら
見
る
の
で
は
な
く
︑
ひ
と
が
﹁
話
す
﹂
場
面
で
起

密
着
に
お
け
る
乗
り
越
え
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こ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
る
な
ら
︑
あ
る
文
化
や
言
語
体
系
の
歴
史
的
な
枠
組
み

も
﹁
運
命
﹂
で
は
な
く
︑﹁
動
機
︵
m
otivation
︶
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
言
語
体
系
の

内
部
で
は
言
わ
れ
ず
︑
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
異
議
を
唱
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
そ
こ
に
は
文
化
や
言
語
体
系
に

よ
る
基
礎
づ
け
と
同
時
に
︑
そ
の
動
揺
も
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
メ
ル
ロ

＝
ポ
ン
テ
ィ
が
﹁
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
﹂︑
つ
ま
り
﹁
話
す
﹂
と
い
う
行
為
に
お

け
る
言
語
使
用
へ
の
回
帰
を
主
張
す
る
の
は
︑
ま
ず
は
歴
史
主
義
か
ら
の
脱
出
の

試
み
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒

｢私
た
ち
は
︑
語
︵
m
ot︶
や
記
号
︵
signe︶
で
は
な
く
︑
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル

parole︶
に
密
着
し
た
思
考
を
行
う
こ
と
で
歴
史
主
義
か
ら
離
れ
て
い
く
︒
私
た

ち
は
偽
の
明
証
に
対
抗
し
て
︑
お
そ
ら
く
は
絶
対
的
思
考
で
は
な
く
︑
問
い
か
け

る
能
力
︑
無
制
限
な
も
の
︵
non-lim
itation
︶
を
呼
び
出
す
の
で
あ
る
︒﹂(
)
13

つ
い
で
︑
論
理
主
義
が
批
判
さ
れ
る
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
る
と
︑
そ
れ

は
﹁
素
朴
な
言
語
学
的
意
識
﹂(

)
で
あ
り
︑
自
分
た
ち
の
言
語
体
系
を
絶
対
化
す
る

14

歴
史
主
義
と
変
わ
ら
な
い
︒
論
理
実
証
主
義
の
立
場
を
と
る
﹁
ウ
ィ
ー
ン
学
派
﹂

や
﹁
ワ
ル
シ
ャ
ワ
学
派
﹂
の
出
発
点
は
︑
論
理
学
が
﹁
言
語
と
し
て
の
科
学
理

論
﹂
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
︑
そ
こ
で
の
言
語
は
︑﹁
命
題
の
形
成
と
変

形
の
普
遍
的
規
則
か
ら
で
き
た
純
粋
統
辞
法
﹂
に
基
づ
い
て
い
る
︑
と
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
指
摘
す
る
︒

﹁
明
晰
性
と
演
繹
的
展
開
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
命
題
は
す
べ
て
分
析
的
で
あ

り
︑
そ
の
内
容
が
何
で
あ
れ
真
で
あ
り
︑
そ
れ
は
経
験
的
命
題
の
︿
操
作
の
道

具
﹀
で
あ
る
︒
こ
れ
が
カ
ル
ナ
ッ
プ
の
出
発
点
で
あ
る
︒﹂(

)
15

そ
れ
に
対
し
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
︑
次
の
よ
う
に
批
判
を
加
え
て
い
る
︒

｢明
晰
な
も
の
は
分
析
的
で
は
な
い
︑
あ
る
い
は
ま
ず
も
っ
て
一
貫
し
た
も
の

な
の
で
は
な
い
︒
こ
の
明
晰
さ
は
語
の
明
晰
さ
︑
語
の
定
義
で
あ
っ
て
︑
言
わ
れ

た
こ
と
︵
choses
dites︶
の
明
晰
さ
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
︒
分
析
的
明
晰
さ

は
必
要
条
件
で
は
な
く
︵
意
味
は
そ
の
向
こ
う
側
に
あ
る
︶
︑
十
分
条
件
で
は
な
い

︵
実
の
と
こ
ろ
︑
こ
の
明
晰
さ
は
︑
あ
ら
ゆ
る
内
容
の
外
部
に
あ
る
の
だ
か
ら
︑
意
味

︵
sens︶
を
持
た
な
い
︶
︒﹂(

)
16

そ
れ
で
は
︑
論
理
主
義
が
歴
史
主
義
と
同
断
で
あ
る
︑
と
い
う
判
断
は
ど
こ
か

ら
出
て
き
た
の
か
︒
論
理
主
義
は
︑
歴
史
主
義
の
よ
う
に
経
験
的
・
事
実
的
な
言

語
な
ど
問
題
に
せ
ず
︑
純
粋
に
普
遍
的
な
形
式
と
し
て
の
言
語
を
扱
っ
て
い
る
と

一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
メ
ル
ロ

＝
ポ
ン
テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
︒

｢ま
さ
に
︵
い
わ
ゆ
る
︶
論
理
的
な
明
晰
さ
は
そ
の
光
を
事
実
的
状
況
か
ら
引
き

出
す
し
か
な
い
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
ら
の
論
理
学
者
た
ち
が
イ
ン
ド
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

語
の
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
を
話
す
と
い
う
事
実
で
あ
る
︒
こ
の
明
晰
さ
が
説
得

力
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
な
ら
︑
そ
れ
は
あ
る
タ
イ
プ
の
語
る
こ
と
の
沈
澱
で

あ
り
︑
そ
れ
と
い
う
の
も
こ
の
明
晰
さ
は
語
る
主
体
と
考
え
る
主
体
の
現
実
的
生

活
に
は
明
ら
か
に
不
適
合
だ
か
ら
で
あ
る
︒
あ
ら
ゆ
る
論
理
主
義
は
︑
こ
の
経
験

に
無
知
で
あ
る
の
と
同
じ
く
︑
こ
の
経
験
の
形
式
の
ひ
と
つ
︑
こ
の
経
験
の
結
果

の
ひ
と
つ
で
し
か
な
い
︒﹂(

)
17

論
理
主
義
︵
論
理
実
証
主
義
︶
に
対
し
て
︑
厳
し
い
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
が
︑

た
し
か
に
︑﹁
言
語
の
限
界
が
世
界
の
限
界
で
あ
る
﹂
と
言
わ
れ
て
も
︑
そ
の
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﹁
言
語
﹂
は
︑
ド
イ
ツ
語
な
の
か
︑
英
語
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
︑
い
か
な
る
言
語

に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
の
か
︑
よ
く
わ
か
ら
な
い
︒﹁
ド
イ
ツ
語
の
︵
あ
る
い

は
イ
ン
ド
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
︶
限
界
が
世
界
の
限
界
で
あ
る
﹂
と
誰
か
に
言
わ
れ

れ
ば
︑
私
た
ち
は
顔
を
見
合
わ
せ
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
経
験
的
で
自
然
的
な
特
定
の

言
語
を
還
元
し
て
︑
ア
プ
リ
オ
リ
に
純
粋
な
形
式
と
し
て
記
号
相
互
の
関
数
関
係

に
ま
で
還
元
さ
れ
た
命
題
の
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
な
ら
︑
そ
れ
は
﹁
言
語
の

限
界
﹂
で
は
な
く
︑
要
素
間
の
関
数
的
対
応
関
係
の
限
界
で
は
な
い
か
︒
そ
れ
は

﹁
言
語
﹂
の
限
界
そ
の
も
の
と
同
値
な
の
か
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
﹁
素
朴
﹂

と
批
判
的
に
形
容
し
て
い
る
の
は
︑
論
理
主
義
が
︑
そ
の
よ
う
な
論
理
形
式
が
可

能
に
な
る
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
に
歴
史
的
に
内
属
し
な
が
ら
発
話
す
る
︵
命
題

を
語
る
︶
と
い
う
こ
と
の
内
実
を
通
過
し
て
し
ま
う
︑
こ
う
し
た
思
い
込
み
︑
あ

る
い
は
無
反
省
の
こ
と
で
あ
る
︒

で
は
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
何
に
着
目
す
る
よ
う
に
う
な
が
す
の
だ
ろ
う

か
︒
論
理
主
義
へ
の
批
判
的
対
立
と
し
て
﹁
無
意
味
﹂
を
称
揚
す
る
の
で
は
な

く
︑﹁
意
味
の
出
現
︵
apparition
des
sens︶
の
諸
条
件
そ
の
も
の
﹂(

)
を
重
視
す
る

18

こ
と
を
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
主
張
す
る
︒
私
た
ち
は
︑
あ
る
言
語
体
系
と
そ
の

統
辞
法
︵
syntaxe︶
に
従
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
︑
意
味
の
あ
る
こ
と
を
語

る
こ
と
も
思
考
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
が
︑
ま
さ
に
そ
の
統
辞
法
に
従
属
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
統
辞
法
を
超
え
る
何
ご
と
か
を
語
り
︑
思
考
す
る
こ
と
も
で

き
る
︒
ま
さ
に
﹁
密
着
に
お
け
る
乗
り
越
え
﹂
と
形
容
で
き
る
よ
う
な
機
能
を
メ

ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
﹁
語
る
﹂
こ
と
の
内
に
︑
す
な
わ
ち
﹁
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー

ル
︶
﹂
の
中
に
見
出
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
﹁
歴
史
主
義
﹂
と
﹁
論
理
主
義
﹂
へ
の
批
判
は
︑
最
終
的
に
は
︑

言
語
を
外
的
に
観
察
し
︑
言
語
の
﹁
内
面
﹂
を
考
慮
し
な
い
態
度
に
対
し
て
向
け

ら
れ
て
い
く
︵
そ
れ
は
︑
ま
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
後
継
者
へ
の
批
判
と
い
う
別
の
文
脈
で

は
︑
言
語
を
﹁
情
報
﹂
と
し
て
物
の
よ
う
に
対
象
化
す
る
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ク
ス(
)

に
対
し
て

19

も
︑
文
法
的
行
動
に
還
元
す
る
﹁
機
能
主
義
﹂(
)

に
対
し
て
も
︑﹁
構
造
﹂
と
し
て
同
様
に

20

対
象
化
す
る
イ
エ
ム
ス
レ
ウ
ら
の
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
学
派(
)

に
も
︑
ロ
ー
マ
ン
・
ヤ
ー
コ
ブ

21

ソ
ン(
)

に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
︶
︒﹁
歴
史
主
義
﹂
と
﹁
論
理
主
義
﹂
に
よ
る
言
語
の
科

22

学
の
客
観
化
は
︑
言
語
体
系
を
内
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
︑
外
的
に
比

較
す
る
し
か
な
い
と
決
め
つ
け
る
﹁
懐
疑
論
﹂
に
陥
る
か
︑
自
分
の
所
属
す
る

︵
あ
る
い
は
特
定
の
︶
言
語
体
系
の
特
性
を
絶
対
視
す
る
﹁
独
断
論
﹂
に
陥
る
こ
と

に
な
る(

)
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
主
張
す
る
の
は
︑
﹁
間
主
観
性
﹂
の
観
念
に
立

23

ち
返
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
﹁
言
語
体
系
﹂
の
複
数
性
を
認
め
つ
つ
︑
そ
の
そ
れ
ぞ

れ
が
一
人
称
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
︑
つ
ま
り
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
で
理
解
す

る
こ
と
︑
つ
ま
り
﹁
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
﹂
に
立
ち
返
り
︑
諸
言
語
体
系
︵
ラ
ン

グ
︶
の
複
数
性
と
相
互
性
を
比
較
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
一
般
言
語

学
の
試
み
が
可
能
に
す
る
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
﹂
へ
の
回

帰
に
よ
る
一
般
的
な
言
語
現
象
の
解
明
な
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
読
解
が
︑
文
法

や
語
彙
の
研
究
を
も
っ
て
言
語
の
科
学
的
研
究
の
本
旨
と
す
る
言
語
学
者
や
︑
言

語
を
音
素
や
形
態
素
な
ど
の
要
素
に
還
元
し
て
分
析
す
る
こ
と
を
旨
と
す
る
構
造

主
義
者
か
ら
﹁
誤
読
﹂
と
批
判
さ
れ
た
の
も
︑
む
し
ろ
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
と
し

て
は
意
図
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
︒
そ
も
そ
も
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
解
釈
に
先
立
っ
て
そ
の
よ
う
な
言
語
科
学
的
思
考
に
対
し
て

批
判
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
り
︑
こ
の
よ
う
な
批
判
的
視
点
か
ら
︑
言
語
科
学
の

独
断
へ
の
批
判
者
と
し
て
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
評
価
し
て
い
た
の
だ
か
ら
で
あ
る(

)
︒
24

二

言
語
の
内
面
と
し
て
の
パ
ロ
ー
ル
と
﹁
語
る
主
体
﹂

こ
の
﹁
論
理
主
義
﹂
と
﹁
歴
史
主
義
﹂
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
﹃
一
般
言
語
学
講
義
﹄
を
解
釈
し
て
い
く
︒
も
ち
ろ
ん
︑

密
着
に
お
け
る
乗
り
越
え

四
九
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ソ
シ
ュ
ー
ル
は
外
的
に
観
察
さ
れ
た
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
を
認
め
て
い
る
が
︑

も
う
一
方
で
﹁
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
が
現
在
に
お
い
て
結
び
つ
け
て
い
る
語
る

主
体
た
ち
に
と
っ
て
の
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
﹂(
)
と
い
う
側
面
を
認
め
て
い
た
︒

25

当
初
は
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
﹁
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
﹂
を
狭
い
意
味
で
︑
つ
ま
り
︑

社
会
制
度
的
な
規
則
と
し
て
の
ラ
ン
グ
と
対
立
す
る
個
人
的
な
実
践
と
し
て
と
ら

え
て
い
た
︒
し
か
し
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︑
と
メ

ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
解
釈
し
︑﹁
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
の
力
は
言
語
体
系
︵
ラ
ン

グ
︶
と
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
の
関
係
が
原
因
と
結
果
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
意

味
し
な
い
﹂(

)
と
し
て
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
か
ら
次
の
よ
う
に
引
用
し
て
い
る
︒

26

｢言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
は
実
体
︵
entité︶
で
は
な
く
︑
語
る
主
体
た
ち
に
お

い
て
し
か
存
在
し
な
い
︒﹂(

)
27

｢根
本
の
と
こ
ろ
で
︑
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
に
お
い
て
は
す
べ
て
は
心
理
学

的
で
あ
り
︑
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
の
物
理
的
︑
機
械
的
現
出
は
そ
こ
に
含
ま
れ

て
い
る
︒﹂(

)
28

｢言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
を
進
化
さ
せ
る
の
は
︑
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
で
あ

る
︒﹂(

)
29

｢言
語
学
的
対
象
は
書
か
れ
た
語
と
話
さ
れ
た
語
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て

定
義
さ
れ
る
の
で
は
な
い
︒
後
者
︵
話
さ
れ
た
語
︶
の
み
が
こ
の
対
象
を
構
成
す

る
︒﹂(

)
30

こ
の
よ
う
な
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
文
言
か
ら
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
﹁
言
語
体
系

︵
ラ
ン
グ
︶
の
内
面
︵
un
intérieur
de
la
langue︶
﹂
の
存
在
を
指
摘
し
︑
そ
れ
が

﹁
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
﹂
で
あ
る(

)
︑
と
し
て
い
る
︒
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
は
そ
れ

31

を
﹁
話
し
︑
よ
み
が
え
ら
せ
る
︵
réanim
er︶
﹂
主
体
に
と
っ
て
の
み
意
味
を
も

つ(
)
︒
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
は
有
機
体
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
な
す
の
で
あ
り
︑

32そ
れ
は
む
し
ろ
﹁
交
響
楽
﹂
に
比
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
交
響
楽
が
そ
の
部
分
の

ど
れ
か
ひ
と
つ
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
︑
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
は
こ
と

ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
で
は
な
い
が
︑
交
響
楽
が
そ
の
部
分
の
演
奏
が
な
け
れ
ば
存
在

し
な
い
か
︑
別
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
︑
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
は
話

さ
れ
な
く
て
は
︑
つ
ま
り
︑
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
に
よ
る
の
で
な
く
て
は
︑
存

在
し
な
い
︒

そ
こ
か
ら
﹁
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
と
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
の
統
合
︵
une

intégration
langue-parole︶
﹂(

)
が
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
う
ち
に
は
見
出
さ
れ
︑
言
語
体

33

系
︵
ラ
ン
グ
︶
＝
通
時
態
︑
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
＝
共
時
態
と
い
う
単
純
な
対
立

で
は
な
く
︑﹁
汎
時
態
︵
panchronie︶
﹂
を
否
定
し
て
︑
語
る
主
体
を
言
語
体
系

︵
ラ
ン
グ
︶
に
お
け
る
﹁
状
況
︵
situation
︶
﹂
に
置
い
て
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
こ
と
に
な
る(

)
︒
そ
し
て
︑
そ
こ
で
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
お
け
る
﹁
構
造

34

︵
structure︶
﹂(

)
の
意
義
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

35

｢論
理
主
義
と
外
的
な
説
明
と
を
乗
り
越
え
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
肯
定
的
な

現
象
と
は
︑
構﹅

造﹅

︵
構
造
言
語
学
︶
の
概
念
で
あ
っ
て
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
そ
れ
を

一
方
で
は
言
語
学
的
法
則
と
客
観
主
義
の
発
想
に
対
立
さ
せ
︑
他
方
で
は
論
理
主

義
と
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
の
理
想
化
と
に
対
立
さ
せ
て
い
る
︒
構
造
と
は
︑
全

体
︵
ensem
ble︶
︑
シ
ス
テ
ム
︵
systèm
e︶
で
あ
り
︑
そ
の
原
理
が
ス
タ
イ
ル
あ

る
い
は
一
貫
し
た
変
形
と
し
て
し
か
︑
あ
る
不
在
と
し
て
し
か
明
ら
か
と
な
ら

ず
︑
現
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
︒
歴
史
や
言
語
学
に
適
用
す
る
な
ら
︑
こ

れ
は
︑
物
と
精
神
の
間
で
︑
外
面
性
︵
複
数
性
あ
る
い
は
不
透
明
な
事
実
︶
と
内
面

性
︵
概
念
の
明
晰
さ
︶
の
間
の
媒
介
と
な
る
の
で
あ
る
︒﹂(

)
36

五
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し
た
が
っ
て
構
造
は
︑﹁
語
る
主
体
に
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
が
現
れ
る
し
か

た
﹂(

)
で
あ
り
︑﹁
発
話
行
為
︵
actes
de
parole︶
の
相
関
者
﹂(
)
︑﹁
発
話
行
為
と
理

37

38

解
︵
com
préhension
︶
の
媒
介
︵
m
edium
︶
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
シ
ス
テ
ム
﹂(

)
で

39

あ
る
こ
と
に
な
る
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
﹁
構
造
﹂
概
念
を
理

解
し
て
い
る
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
で
あ
り
︑
そ
れ
は
あ
く
ま
で

﹁
語
る
主
体
﹂
の
発
話
行
為
と
の
相
関
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
お
り
︑
発
話
の
決

定
因
や
形
式
的
な
法
則
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
︒

そ
し
て
語
の
意
味
に
関
し
て
︑
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
内
で
そ
の
語
が
持
つ
示

差
的
な
位
置
︑
つ
ま
り
他
の
語
と
の
差
異
が
そ
の
語
の
価
値
︵
valeur︶
で
あ
る
︑

と
す
る
︑
意
味
論
的
な
議
論
に
関
し
て
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
の

次
の
よ
う
な
文
を
引
用
し
て
い
る
︒

｢同
じ
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
の
内
部
に
お
い
て
︑
近
接
す
る
観
念
を
表
現
す

る
す
べ
て
の
語
は
︑
た
が
い
に
限
定
し
合
う
︒﹂(

)
40

｢そ
れ
ゆ
え
︑
ど
ん
な
場
合
も
︑
私
た
ち
は
︑
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
た
観
念
の

代
わ
り
に
︑
シ
ス
テ
ム
か
ら
発
出
す
る
価
値
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
る
︒﹂(

)
41

｢そ
れ
ら
︵
価
値
︶
が
概
念
に
対
応
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
と
き
に
︑
概
念
は

た
だ
示
差
的
︵
différentiel︶
で
あ
り
︑
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
積
極
的
に
定
義
さ

れ
る
の
で
は
な
く
︑
シ
ス
テ
ム
の
他
の
諸
項
と
の
関
係
に
よ
っ
て
消
極
的
に
定
義

さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
そ
の
も
っ
と
も
正
確
な
特
徴
と
は
︑
そ
れ
が
他
の
諸
項
が
そ

れ
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹂(

)
42

｢語
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
︑
そ
れ
は
音
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑
そ
の
音
を
他

の
あ
ら
ゆ
る
音
か
ら
区
別
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
音
声
的
差
異
で
あ
っ
て
︑
な

ぜ
な
ら
意
味
作
用
︵
signification
︶
を
も
た
ら
す
の
は
こ
の
差
異
だ
か
ら
で
あ

る
︒﹂(

)
43

こ
の
よ
う
に
ソ
シ
ュ
ー
ル
か
ら
の
引
用
を
積
み
上
げ
な
が
ら
︑
す
で
に
知
ら
れ

て

い

る

と

お

り
︑
メ

ル

ロ

＝

ポ

ン

テ
ィ

は

記

号
︵
signes︶
が

対

立

的

︵
oppositives︶
︑
相
関
的
︵
relatives︶
︑
消
極
的
︵
négatives︶
な
存
在
で
あ
り
︑

﹁
そ
の
他
の
も
の
と
の
不
一
致
﹂(

)
に
よ
っ
て
し
か
働
か
な
い
こ
と
を
導
き
出
し
︑

44

そ
れ
を
﹁
隔
た
り
︵
écart︶
﹂(

)
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
差
異
﹂
の
考

45

え
方
か
ら
︑
記
号
の
﹁
恣
意
性
︵
arbitraire︶
﹂
と
﹁
動
機
づ
け
︵
m
otivation
︶
﹂(
)
46

を
導
き
出
す
の
で
あ
る
︒

こ
の
﹁
恣
意
性
﹂
の
概
念
を
語
る
に
際
し
て
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
﹁
伝
統

︵
tradition
︶
﹂
の
概
念
を
援
用
し
て
く
る
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
自
身
が
︑
フ
ッ

サ
ー
ル
﹃
幾
何
学
の
起
源
﹄
で
の
﹁
伝
統
は
起
源
の
忘
却
で
あ
る
﹂(

)
と
い
う
言
葉

47

を
好
ん
で
引
用
し
︑
こ
こ
で
も
同
じ
表
現
が
援
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
︑
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
こ
こ
で
も
︑
次
の
よ
う
な
ソ
シ
ュ
ー
ル
自
身
の
表
現
か
ら
引
用

す
る
こ
と
を
怠
っ
て
い
な
い
︒

｢記
号
が
恣
意
的
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
そ
れ
は
伝
統
よ
り
他
の
法
則
を
知
ら
な

い
の
で
あ
り
︑
記
号
が
恣
意
的
で
あ
り
う
る
の
は
︑
そ
れ
が
伝
統
に
基
づ
い
て
い

る
か
ら
で
あ
る
︒﹂(

)
48

こ
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
葉
と
︑
現
象
学
に
お
け
る
﹁
制
度
化
︵
institution
︑
あ

る
い
は
創
設

Stiftung
︶
﹂
の
理
論
が
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
中
で
結
び
つ
い
て

い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
︑
こ
れ
ま
で
研
究
者
た
ち
も
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
て

き
て
い
る(

)
︒﹁
個
人
と
制
度
の
関
係
﹂(
)
と
い
う
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
大
き
な

49

50

問
題
設
定
の
内
部
で
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
発
生
的
な
受
動
的
総
合
の

密
着
に
お
け
る
乗
り
越
え
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理
論
と
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
お
け
る
記
号
の
恣
意
性
と
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
に
お
け

る
語
の
意
味
の
理
論
が
連
結
さ
れ
る
可
能
性
が
︑
こ
こ
か
ら
展
望
さ
れ
よ
う
︒
ま

さ
に
﹁
論
理
主
義
﹂
と
﹁
歴
史
主
義
﹂
を
素
朴
な
態
度
と
し
て
排
し
︑
経
験
の
本

質
へ
の
回
帰
を
主
張
す
る
こ
と
は
︑﹁
話
す
﹂
と
い
う
言
語
の
現
象
へ
と
回
帰
す

る
こ
と
で
あ
り
︑
し
た
が
っ
て
事
実
学
と
し
て
の
﹁
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
﹂
の

言
語
学
か
ら
︑﹁
話
す
﹂
と
い
う
現
象
の
本
質
を
反
省
記
述
的
に
把
握
す
る
言
語

の
現
象
学
へ
︑
と
い
う
道
筋
も
こ
こ
か
ら
は
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
は
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
か
ら
少
し
離
れ
て
︑
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
﹁
デ
ル
フ
ォ
イ
の

巫
女
﹂
を
暗
示
し
な
が
ら
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
も
い
る
︒

﹁
誰
か
が
話
す
と
き
︑
他
の
こ
と
が
起
こ
る
︒
そ
の
と
き
に
︑
音
が
意
味
し
始

め
︑
意
味
が
音
の
中
で
生
き
始
め
る
の
で
あ
り
︑
言
語
︵
langage︶
が
お
の
ず
と

作
り
直
さ
れ
︑
真
理
の
現
象
が
存
在
す
る
︒
記
号
は
︑
意
味
を
手
に
し
な
が
ら
︑

そ
れ
で
も
そ
れ
を
口
に
出
し
た
人
の
彼
方
を
指
し
示
し
︑
そ
れ
に
つ
い
て
語
ら
れ

て
い
る
も
の
の
声
そ
の
も
の
と
し
て
姿
を
現
す
の
で
あ
る
︒﹂(

)
51

こ
う
し
て
︑﹃
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
の
問
題
﹄
講
義
は
︑﹁
歴
史
主
義
﹂
及
び

﹁
論
理
主
義
﹂
と
し
て
の
言
語
科
学
を
批
判
し
な
が
ら
︑﹁
語
る
主
体
﹂
が
話
す
と

き
に
生
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
分
析
を
主
題
化
し
よ
う
と
す
る
︒
言
語
学
的
分
析

は
﹁
発
話
行
為
︵
acte
de
parole︶
﹂
の
内
面
に
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︑
と
メ

ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
述
べ
て
い
る(

)
︒﹁
語
る
主
体
﹂
が
﹁
語
る
﹂
と
き
に
そ
の
内

52

部
で
生
じ
て
い
る
こ
と
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
﹁
心
理
学
的
﹂
と
形
容
し
な
が
ら
︑
そ

れ
以
上
の
分
析
を
施
す
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
の
事
態
に
迫
る
た
め
に
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
は
︑
こ
の
講
義
で
︑
ク
ル
ト
・
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
の
失
語
症
研
究
と
ヘ

レ
ン
・
ケ
ラ
ー
の
自
伝
︵﹃
わ
が
生
涯
﹂︶
に
見
ら
れ
る
事
例
の
解
釈
を
行
な
っ
て

い
る(

)
︒
機
能
主
義
や
構
造
主
義
が
早
々
に
放
棄
し
た
﹁
語
る
主
体
﹂
の
内
部
の
現

53

象
と
い
う
困
難
に
︑
語
る
こ
と
の
で
き
な
い
主
体
︑
ま
た
︑
語
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
が
︑
語
り
は
じ
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
主
体
の
事
例
か
ら
向

か
お
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
す
で
に
こ
の
講
義
に
先
立
っ
て
ソ
ル
ボ

ン
ヌ
大
学
で
の
講
義
で
扱
わ
れ
て
い
た
﹁
言
語
の
習
得
﹂
の
問
題
が
︑
こ
こ
で

﹁
語
る
主
体
﹂
の
生
成
の
考
察
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る(

)
︒
こ
れ
は
︑
あ
る
意

54

味
で
は
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
や
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
に
つ
い
て
の
考
察
は
一
九
四
九
︱

一
九
五
〇
年
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
で
の
﹁
意
識
と
言
語
の
獲
得
﹂
講
義(

)
の
内
容
の
取

55

り
上
げ
直
し
で
あ
る
と
も
言
え
る
が
︑
や
は
り
︑﹃
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
の
問

題
﹄
講
義
録
で
︑
詳
細
が
つ
か
め
る
よ
う
に
な
っ
た
箇
所
も
あ
る
︒

三

内
的
発
話
形
式
と
間
主
観
性
の
先
取
り

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
に
と
っ
て
ク
ル
ト
・
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
の

影
響
は
非
常
に
大
き
な
も
の
が
あ
る
︒﹃
行
動
の
構
造
﹄
や
﹃
知
覚
の
現
象
学
﹄

の
議
論
の
多
く
の
も
の
が
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
の
著
書
や
論
文
か
ら
示
唆
を
受
け

て
お
り
︑
失
行
症
や
失
認
症
な
ど
の
事
例
の
多
く
を
そ
こ
か
ら
引
用
し
て
い
る
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
端
的
に
言
え
ば
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
﹁
構
造

︵
structure︶
﹂
と
い
う
語
を
用
い
る
と
き
に
︑
そ
こ
に
は
多
分
に
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ

イ
ン
の
﹁
形
態
化
︵
G
estaltung
︶
﹂
が
含
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
︑
音
素
分
析

に
お
け
る
構
造
主
義
と
い
う
構
造
言
語
学
に
先
立
っ
て
︑
有
機
体
に
お
け
る
﹁
ゲ

シ
ュ
タ
ル
ト
︵
形
態

G
estalt︶
﹂
と
い
う
意
味
で
の
構
造
概
念
を
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
は
使
用
し
て
い
た(

)
︒
56

『パ
ロ
ー
ル
の
問
題
﹄
講
義
で
は
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
続
い
て
︑
ロ
ー
マ
ン
・

ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
へ
の
批
判
の
後
︑
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
の
一
九
四
八
年
の
論
文

﹁
言
語
と
言
語
障
害
︵
L
anguage
and
L
anguage
D
isturbances︶
﹂
が
取
り
上
げ
ら

れ
︑
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
と
の
比
較
に
お
い
て
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
︒

五
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音
素
分
析
の
構
造
主
義
の
立
場
か
ら
失
語
症
を
研
究
し
た
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
に
対

し
て
︑
そ
の
二
元
論
的
態
度
を
批
判
し
な
が
ら
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
ゴ
ー
ル

ト
シ
ュ
タ
イ
ン
を
﹁
言
語
の
シ
ス
テ
ム
と
音
素
的
シ
ス
テ
ム
を
世
界
や
他
者
と
の

関
係
に
置
き
戻
す
﹂(

)
と
し
て
評
価
し
て
い
る
︒
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
は
初
発
的
に
簡
単

57

な
音
素
か
ら
複
雑
な
音
素
へ
と
階
層
的
に
構
造
化
さ
れ
る
音
素
獲
得
の
シ
ス
テ
ム

の
法
則
と
し
て
﹁
基
づ
け
︵
F
undierung
︶
﹂(
)
の
概
念
を
重
視
し
た
が
︑
メ
ル
ロ

58

＝
ポ
ン
テ
ィ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
概
念
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
は
﹁
基
づ
け
る
も

の
﹂
と
﹁
基
づ
け
ら
れ
る
も
の
﹂
が
相
互
依
存
的
で
双
方
向
的
な
全
体
的
シ
ス
テ

ム
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
の
そ
れ
は
﹁
依
存
﹂
の
側
面
し
か
見
て

い
な
い
こ
と
が
批
判
さ
れ
る(

)
︒
59

む
し
ろ
︑
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
に
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
読
み
取
っ
て
い
る
の

は
︑
そ
う
し
た
音
素
の
構
造
が
﹁
有
機
体
﹂
に
と
っ
て
水
準
づ
け
ら
れ
て
い
る
︑

と
い
う
指
摘
で
あ
り
︑﹁
構
造
化
︵
structuration
︶
﹂
は
﹁
世
界
と
の
関
係
﹂(
)
で
60

あ
り
︑﹁
依
存
の
順
序
は
︑
音
素
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
︑

そ
れ
ら
の
音
素
が
入
っ
て
い
く
形
態
化
︵
G
estaltung
︶
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

る
﹂(

)
の
で
あ
っ
て
﹁
何
ら
か
の
差
異
化
︵
différenciations︶
が
可
能
で
あ
る
の

61

は
︑
す
で
に
な
さ
れ
た
他
の
差
異
化
の
枠
内
で
の
み
で
あ
る
︒﹂(
)
62

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
音
素
が
示
す
差
異
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
ラ
ン
グ
と
い
う
着
想

は
︑
有
機
体
と
世
界
の
関
係
か
ら
生
じ
て
く
る
﹁
形
態
化
﹂﹁
構
造
化
﹂
と
比
さ

れ
る
も
の
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
︑
こ
の
点
で
︑
ゴ
ル

ト
シ
ュ
タ
イ
ン
が
援
用
さ
れ
る
︒
人
間
が
言
葉
を
話
す
︑
と
か
︑
幼
児
が
音
素
を

獲
得
す
る
︑
と
い
う
の
は
︑
た
だ
音
素
の
複
雑
性
が
構
造
的
に
漸
次
獲
得
さ
れ
て

い
る
過
程
で
あ
る
の
で
は
な
く
︑
有
機
体
と
し
て
の
︑
し
た
が
っ
て
身
体
と
し
て

の
人
間
が
︑
そ
の
環
境
と
の
関
係
や
他
者
と
の
関
係
の
中
で
行
動
の
志
向
を
獲
得

し
て
い
く
過
程
に
比
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
﹁
い
ず
れ
に
せ
よ
順
序
は
︑
簡
単
な
も

の
か
ら
難
し
い
も
の
自
体
へ
︑
で
は
な
く
︑
特
定
の
瞬
間
に
︑
そ
の
世
界
と
他
者

と
の
関
係
の
様
相
に
対
す
る
有
機
体
の
課
題
へ
の
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒﹂(

)
63

し
た
が
っ
て
︑
音
素
の
獲
得
過
程
に
先
立
っ
て
︑
有
機
体
︵
身
体
︶
の
︑
環
境

や
他
者
と
の
関
係
性
が
先
に
あ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
う
し
た
点
で
︑
エ
ミ
ー
ル
・

バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の
論
文
﹁
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
語
彙
に
お
け
る
贈
与
と

交
換
﹂
が
言
及
さ
れ
︑
金
銭
な
ど
の
﹁
交
換
︵
échange︶
﹂
の
構
造
が
人
間
の
世

界
に
固
有
な
法
則
と
し
て
︑
他
者
と
の
根
本
的
な
関
係
で
あ
る
こ
と
が
触
れ
ら
れ

る(
)

︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
︑
言
語
の
獲
得
を
︑
音
素
の
獲
得
の
構
造
的
複
雑
化

64と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
︑
世
界
や
他
者
と
の
交
換
的
な
関
係
の
中
で
︑
構

造
化
︑
す
な
わ
ち
差
異
化
と
そ
の
相
関
か
ら
な
る
全
体
化
の
過
程
か
ら
見
よ
う
と

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

｢話
す
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
と
は
︑
絶
体
的
に
区
別
さ
れ
正
反
対
で
さ
え
あ
る
よ

う
な
意
味
づ
け
を
獲
得
す
る
こ
と
で
は
な
く
︑
差
異
化
︵
différenciation
︶
︑
弁

別
化
︵
discrim
ination
︶
の
原
理
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
︒﹂(
)
65

こ
う
し
て
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
を
弁
別
的
記
号
か
ら
な
る
シ
ス
テ
ム
と
と
ら

え
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
︑
失
語
症
を
構
造
化
の
解
体
︑
差
異
化
の
解
消
と
し
て
有
機

体
の
全
体
構
造
の
中
で
把
握
し
よ
う
と
し
た
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
が
並
べ
て
称
さ

れ
る
︒

｢結
論
と
し
て
︑
話
す
こ
と
は
︑
概
念
の
た
め
の
記
号
を
持
つ
こ
と
で
は
な
く
︑

概
念
や
記
号
以
前
に
世
界
を
分
節
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
︒
各
々
の

言
語
に
お
い
て
︑
言
語
と
思
考
を
同
時
に
秩
序
づ
け
て
い
る
分
節
化

︵
articulation
︶
の
原
理
を
把
握
す
る
こ
と
︒﹂(
)
66

こ
の
﹁
分
節
化
︵
articulation
︶
﹂
の
原
理
と
は
﹁
差
異
化
﹂
の
原
理
に
他
な
ら

密
着
に
お
け
る
乗
り
越
え
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ず
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
の
体
系
内
で
の
音
素
の
弁
別
的
価
値

の
次
元
で
論
じ
た
﹁
言
語
学
的
な
層
﹂
の
事
柄
を
︑
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
は
﹁
前

言
語
学
的
な
層
﹂
へ
と
置
き
換
え
︑
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶

を
﹁
世
界
内
存
在
︵
l’être
au
m
onde︶
﹂
に
挿
入
す
る
︑
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

は
述
べ
て
い
る(

)
︒﹁
世
界
内
存
在
﹂
と
は
︑
彼
の
哲
学
に
お
い
て
は
︑﹁
世
界
﹂
や

67

﹁
他
者
﹂
へ
の
関
係
の
媒
介
と
し
て
の
身
体
に
他
な
ら
な
い
︒
つ
ま
り
︑
一
般
的

に
言
語
学
者
に
よ
っ
て
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
比
較
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
神

経
生
理
学
者
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
が
疾
病
を
説
明
す
る
際
に
用
い
る
﹁
差
異
化

︵
différenciation
︶
︱
︱
脱
差
異
化
︵
dédifférenciation
︶
﹂
の
構
造
概
念
︑
ま
た

こ
の
﹁
差
異
化
﹂
の
原
理
を
有
機
体
的
な
﹁
形
態
化
﹂﹁
構
造
化
﹂
と
し
て
と
ら

え
た
考
え
方
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
学
に
お
け
る

﹁
差
異
﹂
の
概
念
を
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
﹁
世
界
内
存
在
﹂
の
概
念
︑
つ
ま
り

﹁
現
象
的
身
体
﹂
の
概
念
と
接
合
す
る
道
が
開
け
て
く
る
の
で
あ
る
︒
別
の
言
い

方
を
す
れ
ば
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
﹁
語
る
主
体
﹂
を
︑
た
だ
言
語
学
に
お
け
る
音
素

的
差
異
を
発
声
す
る
主
体
︑
発
声
の
器
官
と
し
て
の
口
蓋
や
咽
喉
︑
そ
の
調
節
に

必
要
な
解
剖
学
的
装
置
を
備
え
た
身
体
と
し
て
で
は
な
く
︑
他
者
と
の
関
係
の
内

に
あ
る
世
界
内
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
﹁
語
る
主
体
﹂
と
し
て
の
﹁
語
る
身

体
﹂
と
い
う
次
元
に
置
き
直
す
こ
と
で
︑﹁
話
す
﹂﹁
語
る
﹂
と
い
う
こ
と
の
本
質

に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒

そ
し
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
︑
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
が
フ
ン
ボ
ル
ト
の
﹁
内

的
言
語
形
式
︵
innere
Sprachform
︶
﹂
を
援
用
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る(
)
︒
68

﹁
内
的
言
語
形
式
﹂
と
は
︑
フ
ン
ボ
ル
ト
が
ジ
ャ
ワ
の
ガ
ヴ
ィ
語
の
研
究
か
ら
導

き
出
し
た
概
念
で
あ
り
︑
言
語
共
同
体
内
部
で
そ
の
各
成
員
間
の
言
語
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
に
す
る
︑
各
成
員
に
共
通
の
言
語
の
創
造
的
形
式
の
こ
と
で

あ
る
︒
そ
の
内
容
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
︑
共
同
体
の
文
化

伝
統
の
一
形
式
で
あ
る
言
語
を
︑
そ
の
言
語
を
話
す
主
体
と
結
び
つ
け
︑
そ
の
話

す
主
体
の
内
部
で
言
語
を
創
造
的
に
生
産
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
あ

る
形
式
の
こ
と
で
あ
る
︒
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
は
︑
お
そ
ら
く
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の

フ
ン
ボ
ル
ト
解
釈(

)
か
ら
も
影
響
を
受
け
つ
つ
︑
こ
の
﹁
内
的
言
語
形
式
﹂
を
﹁
世

69

界
へ
の
視
点
﹂(
)
と
規
定
し
な
が
ら
︑
彼
が
か
つ
て
提
出
し
た
﹁
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
態

70

度
﹂
概
念
の
さ
ら
に
根
本
で
働
く
も
の
と
し
て
想
定
し
て
い
く
の
だ
が
︑
メ
ル
ロ

＝
ポ
ン
テ
ィ
は
そ
れ
を
評
価
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
こ
れ
は
危
険
な
逆
行
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
批
判
も
予
想
さ
れ
る
︒

フ
ン
ボ
ル
ト
は
︑
特
定
の
民
族
の
言
語
に
優
位
を
認
め
る
こ
と
は
控
え
て
い
た
と

し
て
も
︑
こ
の
よ
う
な
内
的
言
語
形
式
を
﹁
民
族
精
神
﹂
と
結
び
つ
け
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か(

)
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
︑
構
造
主
義
的
な
言
語
学
を
批
判

71

す
る
あ
ま
り
︑
ロ
マ
ン
主
義
的
な
言
語
学
へ
と
回
帰
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
︒
こ
の
よ
う
な
懸
念
が
浮
か
ぶ
わ
け
で
あ
る
が
︑
さ
す
が
に
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
は
︑
こ
の
内
的
言
語
形
式
を
﹁
民
族
精
神
﹂
の
よ
う
な
も
の
と
結
び
つ
け

る
こ
と
を
警
戒
し
て
お
り
︑
す
で
に
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
際
に
そ

の
こ
と
は
示
さ
れ
て
い
た
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
︑
次
の
よ
う
に
︑
ソ
シ
ュ
ー

ル
を
ロ
マ
ン
主
義
的
な
言
語
観
と
批
判
的
に
対
置
し
て
い
る
︒

｢言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
を
外
的
精
神
に
よ
っ
て
生
気
づ
け
ら
れ
た
主
体
に
し

て
し
ま
う
哲
学
者
た
ち
︵
た
と
え
ば
シ
ェ
リ
ン
グ
︱
︱
フ
ン
ボ
ル
ト
︶
と
の
対
照
に

よ
っ
て
見
え
る
よ
う
に
な
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
独
創
性
﹂(

)
72

結
局
は
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
お
う
と
す
る
語

る
主
体
た
ち
の
間
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
︑
何
か
言
語
の
外
部
に
存
在
し
て
そ
れ
を

駆
動
す
る
﹁
精
神
﹂
な
る
も
の
を
想
定
す
る
に
は
及
ば
な
い
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
は
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
を
︑
あ
く
ま
で
﹁
他
者
﹂
と
﹁
世
界
﹂
へ
の
関
係

と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
︒

五
四

354



話
を
元
に
戻
す
と
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
﹁
差
異
﹂
の
原

理
を
﹁
差
異
化
﹂
と
と
ら
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
失
語
症
の
よ
う
な
疾
病
を

﹁
脱
差
異
化
﹂
と
し
て
と
ら
え
た
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
に
結
び
つ
け
な
が
ら(

)
︑
言

73

語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
内
の
音
素
の
差
異
か
ら
︑
そ
れ
を
実
際
に
語
る
主
体
に
お
け

る
差
異
化
と
形
態
化
に
結
び
つ
け
︑
語
る
主
体
が
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
と
他

者
と
の
関
係
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
︑
言
語
学
的
次
元
で
の
差
異
と
差
異

化
を
め
ぐ
る
議
論
を
︑
前
言
語
学
的
な
︑
身
体
的
・
知
覚
的
次
元
で
の
差
異
と
差

異
化
の
議
論
と
に
接
合
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
は
︑
次
の
よ
う
に
課
題
を
整
理
し
て
い
る
︒

｢後
に
残
さ
れ
る
の
は
︑
内
的
言
語
形
式
の
身
分
を
正
確
に
す
る
こ
と
︑
感
じ

ら
れ
る
意
識
そ
の
も
の
︵
隔
た
り
に
よ
る
意
識
︶
の
理
論
を
作
り
直
し
︑
こ
と
ば

︵
パ
ロ
ー
ル
︶
に
よ
る
意
味
作
用
の
解
放
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

そ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
︑
思
考
と
言
語
あ
る
い
は
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
の

同
一
性
で
は
な
く
︑
思
考
と
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
の
︑
つ
ま
り
そ
の
前
言
語
学

的
領
野
︵
cham
p
prélinguistique︶
を
と
も
な
っ
た
言
語
学
的
行
為
の
同
一
性
で

あ
る
︒
外
的
言
語
︑
発
音
さ
れ
た
︑
あ
る
い
は
内
面
的
な
語
︑
想
像
の
中
で
言
わ

れ
た
語
︱
︱
そ
こ
に
あ
る
の
は
真
の
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
の
十
分
条
件
で
は
な

い
︱
︱
と
い
う
意
味
で
は
な
い
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
︑
つ
ま
り
そ
れ
ら
の
内
的
組

織
化
と
い
う
意
味
で
の
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
で
あ
る
︒
こ
の
組
織
化
は
自
分
の

も
の
と
な
っ
た
身
体
︵
corps
appproprié︶
に
お
い
て
し
か
実
現
さ
れ
な
い
︑
と

い
う
こ
と
は
本
当
で
あ
る
︒﹂(

)
74

こ
う
し
て
﹃
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
の
問
題
﹄
講
義
で
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
言
及
は
︑

ソ
シ
ュ
ー
ル
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
概
念
使
用
を
検
討
し
な
が
ら
︑
最
終
的
に
は

﹁
語
る
主
体
﹂
と
﹁
世
界
﹂
や
﹁
他
者
﹂
の
関
係
に
お
け
る
︑﹁
前
言
語
学
的
領
野

を
と
も
な
っ
た
言
語
学
的
行
為
﹂
と
し
て
の
﹁
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
﹂
へ
と
︑
そ

し
て
そ
の
﹁
語
る
主
体
﹂
の
身
体
の
問
題
へ
と
帰
着
し
て
い
く
︒
こ
の
意
味
で

は
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
学
へ
と
言
及
し
な
が
ら
︑
当

初
か
ら
の
︑
つ
ま
り
﹃
行
動
の
構
造
﹄
や
﹃
知
覚
の
現
象
学
﹄
の
自
分
の
問
題
設

定
を
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
﹁
差
異
﹂
の
概
念
に
よ
っ
て
磨
き
上
げ
て
い
こ
う
と
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒﹃
知
覚
の
現
象
学
﹄
で
は
︑
た
と
え
ば
︑
空
か
ら
降
っ
て

き
た
﹁
あ
ら
れ
﹂
に
初
め
て
触
れ
た
と
き
の
感
覚
と
驚
き
か
ら
そ
の
語
を
理
解
す

る
と
き
の
例
が
挙
げ
ら
れ
︑
知
覚
の
分
節
化
と
言
語
の
分
節
化
の
接
触
の
場
面
︑

そ
し
て
言
語
の
分
節
化
に
よ
る
知
覚
の
分
節
化
の
場
面
が
語
ら
れ
て
い
た
︒
﹁
語

る
主
体
﹂
へ
の
回
帰
は
︑﹁
語
る
主
体
﹂
が
語
り
始
め
る
と
き
︑
語
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
﹁
語
る
主
体
﹂
の
内
部
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
問

題
と
す
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
る
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
︑
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
の

自
伝
を
も
と
に
︑
そ
の
点
に
つ
い
て
簡
単
に
考
察
を
加
え
て
い
る
︒

四

最
初
の
こ
と
ば
の
問
題

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
﹃
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
の
問
題
﹄
講
義
に
先
立
つ
一

九
四
九
年
︱
一
九
五
〇
年
の
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
講
義
﹁
意
識
と
言
語
の
習
得
﹂

で
︑
簡
単
に
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
の
例
に
触
れ
て
い
る
︒
そ
の
例
と
は
︑
の
ち
の
映

画
﹃
奇
跡
の
人
﹄(

)
の
一
場
面
と
し
て
も
有
名
な
︑
水
に
触
れ
て
い
る
ヘ
レ
ン
・
ケ

75

ラ
ー
の
手
に
︑
サ
リ
バ
ン
女
史
が
﹁
水

w
-a-t-e-r﹂
と
綴
り
︑
ヘ
レ
ン
・
ケ

ラ
ー
が
こ
と
ば
を
習
得
す
る
︑
と
い
う
例
で
あ
る
︒

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
そ
の
著
書
﹃
人
間
﹄(

)
で
︑
人
間
が
﹁
シ
ン
ボ
ル
的
機
能
﹂
を

76

獲
得
す
る
劇
的
な
場
面
と
し
て
紹
介
し
た
こ
の
逸
話
を
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
で
の
講
義
で
取
り
上
げ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
ま
ず
主
知
主
義
的

な
言
語
観
の
好
む
例
と
し
て
︑
批
判
的
・
懐
疑
的
に
語
ら
れ
て
い
る
︒

密
着
に
お
け
る
乗
り
越
え

五
五
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メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
主
知
主
義
︵
知
性
主
義
︶
的
な
言
語
観
と
は
︑

記
号
が
意
味
に
な
る
の
は
︑
そ
れ
が
﹁
心
的
記
号
︵
signe
m
ental︶
﹂
あ
る
い
は

﹁
語
詞
映
像
︵
im
age
verbale︶
﹂
と
結
び
つ
く
場
合
で
あ
る
と
す
る
言
語
観
で
あ

る(
)
︒﹁
記
号
﹂
と
﹁
意
味
さ
れ
た
も
の
﹂
と
の
結
び
つ
き
が
突
然
獲
得
さ
れ
る
例

77と
し
て
︑
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
の
例
が
主
知
主
義
的
な
言
語
観
に
援
用
さ
れ
る
点

に
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
ま
ず
懐
疑
的
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
主

知
主
義
的
な
言
語
観
に
お
け
る
︑
言
語
以
前
の
自
然
的
で
感
覚
的
な
混
沌
と
し
た

沈
黙
の
生
と
︑
そ
の
よ
う
な
沈
黙
の
生
活
と
ま
っ
た
く
区
別
さ
れ
る
︑
記
号
的
な

過
程
と
し
て
の
言
語
を
獲
得
し
た
意
識
の
生
あ
る
い
は
知
性
の
生
と
の
二
者
択
一

的
な
考
え
方
に
と
っ
て
︑
こ
の
例
は
好
都
合
な
も
の
と
し
て
利
用
さ
れ
が
ち
な
の

で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
︑
言
語
が
あ
る
か
︑
な
い
か
︑
と
い

う
二
者
択
一
で
あ
り
︑
言
語
の
な
い
混
乱
し
た
沈
黙
の
生
か
︑
言
語
を
自
由
に
利

用
す
る
精
神
あ
る
い
は
知
性
の
生
か
︑
と
い
う
二
者
択
一
の
観
点
か
ら
︑
言
語
以

前
の
生
と
言
語
獲
得
後
の
生
と
を
非
連
続
的
に
と
ら
え
る
考
え
方
で
あ
る
︒

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
で
の
講
義
で
は
︑
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
の
例
は
そ
れ
以
上
問
題

と
は
さ
れ
ず
︑
ピ
ア
ジ
ェ
な
ど
を
批
判
し
な
が
ら
発
達
的
な
言
語
獲
得
の
過
程
が

検
討
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
︑﹃
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
の
問
題
﹄
講
義
で
は
︑
ヘ
レ

ン
・
ケ
ラ
ー
の
例
に
つ
い
て
︑
主
知
主
義
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
︑
も
う
少
し
検

討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
︒

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
︑
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
が
言
語
を
獲
得
す
る
以
前
の
﹁
沈

黙
﹂
と
﹁
不
透
明
さ
﹂
の
中
の
生
活
に
お
け
る
﹁
怒
り
﹂
に
注
目
す
る(

)
︒
こ
の

78

﹁
怒
り
﹂
は
﹁
意
思
伝
達
の
失
敗
﹂(
)
に
対
す
る
怒
り
で
あ
り
︑
あ
る
い
は
﹁
目
的

79

の
直
接
的
な
視
野
﹂
は
あ
る
が
﹁
そ
こ
に
到
達
す
る
手
段
が
な
い
﹂
こ
と
へ
の
怒

り
で
あ
る(

)
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
︑
こ
の
﹁
怒
り
﹂
が
向
け
ら
れ
る
他
者
の
存

80

在
を
指
摘
す
る
︒﹁
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
に
よ
る
伝
達
︵
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
︶
の
︑
分
節
化
さ
れ
て
い
な
い
先
取
り
︵
anticipation
︶
﹂(

)
が
そ
こ
に
は
あ
る
︒

81

今
日
の
認
知
言
語
学
者
が
﹁
共
同
注
視
﹂
な
ど
を
取
り
上
げ
な
が
ら
︑
幼
児
の
言

語
獲
得
の
社
会
的
機
能
の
側
面
を
指
摘
す
る
よ
う
に(

)
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
︑

82

主
知
主
義
的
な
言
語
観
が
﹁
心
的
記
号
﹂
と
﹁
意
味
さ
れ
た
も
の
﹂
の
結
合
が
一

挙
に
獲
得
さ
れ
る
の
を
重
視
す
る
の
に
反
対
し
て
︑
ま
た
音
韻
論
︑
形
態
論
的
な

言
語
学
が
音
素
の
獲
得
を
重
視
す
る
の
に
反
対
し
て
︑
言
語
獲
得
に
先
立
つ
身
体

レ
ベ
ル
で
の
他
者
へ
の
志
向
の
存
在
︑
た
と
え
ば
幼
児
に
と
っ
て
の
母
親
の
身
体

の
存
在
の
意
義
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
︒

｢身
体
の
言
語
︵
langage
du
corps︶
が
︑
そ
の
す
べ
て
の
重
み
を
か
け
て
︑

本
来
の
意
味
で
の
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
を
呼
び
も
と
め
る
こ
と
︑
母
親
の
周
囲

に
集
中
し
た
感
じ
る
こ
と
︵
sentir︶
の
塊
そ
の
も
の
が
︑
感
じ
る
こ
と
が
そ
こ

で
意
味
︵
sens︶
へ
と
移
り
ゆ
く
く
ぼ
み
︵
creux
︶
の
到
来
と
い
う
意
味
で
重
み

を
も
つ
こ
と
︑
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
一
種
の
引
き
金
︵
détente︶
を
見
出
す

も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
く
て
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
母
親
の
こ
と
ば

︵
パ
ロ
ー
ル
︶
は
～
へ
向
け
て
ひ
と
つ
の
意
味
を
導
き
入
れ
る
︒
音
声
的
音
楽
的
シ

ス
テ
ム
は
こ
の
情
動
的
再
認
識
の
道
具
で
し
か
な
い
︒
感
じ
る
こ
と
の
な
か
に

諸
々
の
布
置
︵
configurations︶
が
あ
る
こ
と
︑
身
ぶ
り
の
な
か
に
全
体
の
暗
黙

の
先
取
り
が
あ
る
こ
と
︑
知
覚
さ
れ
た
世
界
の
ロ
ゴ
ス
が
あ
る
こ
と
︑
し
た
が
っ

て
︑
主
体
は
⁝
.へ
の
開
け
︵
ouverture︶
で
あ
る
こ
と
︑
こ
の
根
源
的
な
視
点

は
︑
な
る
ほ
ど
分
節
化
さ
れ
︑
作
り
直
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
︑
ま
ず
誕
生

︵
naissance︶
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
︑
そ
れ
に
つ
づ
い
て
︑︿
君
が
話
す
の
に
つ
れ

て
︑
私
は
聴
く
﹀
︵
ク
ロ
ー
デ
ル
︶
こ
と
だ
け
が
証
明
さ
れ
る
︒﹂

ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
の
﹁
怒
り
﹂
は
﹁
沈
黙
し
た
間
主
観
性
の
情
動
︵
la
passion

de
l’intersubjectivité
m
uette︶
﹂(
)
を
示
し
て
お
り
︑
彼
女
は
言
語
が
欠
け
て
い
る

84

状
況
に
あ
る
と
は
い
え
︑
他
者
が
欠
け
て
い
る
状
況
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
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を
示
し
て
い
る
︒﹁
心
的
記
号
﹂
と
﹁
意
味
さ
れ
た
も
の
﹂
の
結
合
以
前
に
た
だ

混
沌
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
︑﹁
感
じ
る
こ
と
︵
sentir︶
﹂
が
﹁
意
味
︵
sens︶
﹂

へ
と
移
っ
て
い
く
よ
う
な
︑
身
体
的
に
他
者
と
関
わ
っ
て
い
る
状
況
に
お
け
る
ゲ

シ
ュ
タ
ル
ト
形
成
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒

だ
が
︑
そ
れ
で
も
︑
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
は
︑
手
に
触
れ
る
冷
た
い
も
の
と
﹁
水

︵
w
ater︶
﹂
と
綴
ら
れ
た
こ
と
ば
を
結
び
つ
け
た
後
︑
す
べ
て
の
物
に
名
前
が
あ

る
こ
と
を
理
解
し
︑
そ
の
日
の
う
ち
に
三
十
も
の
こ
と
ば
を
覚
え
︑
彼
女
の
前

に
︑
一
挙
に
言
語
的
世
界
と
意
味
の
開
放
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
も
た
し
か
で
あ

る
︒﹁
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
﹂
と
と
も
に
︑﹁
私
の
触
れ
て
い
た
す
べ
て
の
も
の

は
︑
い
の
ち
で
震
え
て
い
た
﹂(

)
と
い
う
彼
女
の
こ
と
ば
を
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

85

は
書
き
留
め
て
い
る
︒
彼
女
は
︑
知
覚
的
・
感
性
的
世
界
の
﹁
沈
黙
し
た
間
主
観

性
﹂
の
世
界
か
ら
︑﹁
語
る
主
体
﹂
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
な
る
言

語
と
表
現
の
間
主
観
性
の
世
界
へ
と
移
行
し
た
の
で
あ
り
︑
彼
女
も
は
っ
き
り
そ

れ
を
認
識
し
て
い
る
︒

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
も
そ
の
こ
と
を
認
め
て
い
る
︒﹁
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
﹂

の
導
入
は
︑
知
覚
さ
れ
た
世
界
を
変
え
︑
他
者
と
の
関
係
を
変
え
る
︒
こ
と
ば
の

獲
得
と
と
も
に
︑
自
己
中
心
性
か
ら
脱
し
て
相
互
性
が
獲
得
さ
れ
︑﹁
他
者
は
内

面
性
を
存
在
し
て
お
り
︑
も
は
や
外
面
的
な
極
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
︒﹂(

)
86

だ
と
す
る
と
︑
こ
こ
で
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
は
︑﹁
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
﹂

を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
世
界
と
他
者
が
獲
得
し
直
さ
れ
る
︑
と
い
う
こ
と

で
あ
り
︑
か
つ
同
時
に
︑
そ
の
﹁
こ
と
ば
﹂
を
獲
得
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
︑

﹁
こ
と
ば
﹂
に
先
立
つ
世
界
と
他
者
と
の
関
係
が
﹁
こ
と
ば
﹂
に
よ
っ
て
生
き
直

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
︑
そ
の
論
理
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
ろ

う
︒こ

こ
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
﹁
同
一
性
に
対
す
る
差
異
の
は
た
ら
き
﹂
が

﹁
媒
介
﹂
を
可
能
に
す
る
︑
と
述
べ
︑
そ
れ
を
﹁
想
起
︵
rem
inissence︶
﹂(

)
と
し

87

て
︑
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
の
こ
と
ば
を
書
き
留
め
て
い
る
︒

｢私
に
︑
と
つ
ぜ
ん
︑
長
い
こ
と
忘
れ
ら
れ
て
い
た
何
か
に
つ
い
て
の
ふ
た
し

か
な
思
い
出
が
や
っ
て
き
た
︒﹂(

)
88

ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
は
︑
こ
と
ば
を
習
得
す
る
前
に
︑
た
だ
暗
闇
と
混
沌
を
生
き

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒﹁
何
か
﹂
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑
こ
と
ば
を
習
得
し
て

み
る
と
︑
そ
れ
は
﹁
長
い
こ
と
忘
れ
ら
れ
て
い
た
﹂
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
︑
こ

と
ば
の
習
得
と
と
も
に
︑
そ
れ
を
名
指
し
︑
他
者
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
と
︑﹁
ふ
た
し
か
な
思
い
出
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
︒

感
覚
的
・
知
覚
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
﹁
何
か
﹂︑
言
語
で
他
者
に
伝
達
す
る

こ
と
の
で
き
る
形
に
ま
で
は
至
ら
な
い
が
︑
す
で
に
あ
る
種
の
﹁
構
造
化
﹂
あ
る

い
は
﹁
形
態
化
﹂
が
な
さ
れ
て
い
る
﹁
何
か
﹂
が
︑
こ
と
ば
の
習
得
と
と
も
に
︑

言
語
体
系
に
お
け
る
弁
別
的
な
記
号
相
互
の
差
異
に
基
づ
く
意
味
の
構
造
の
な
か

に
組
み
入
れ
ら
れ
︑
言
語
と
し
て
の
意
味
を
獲
得
し
︑
語
る
主
体
の
経
験
を
再
構

造
化
︑
あ
る
い
は
再
形
態
化
す
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
無
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
は

な
く
︑
生
き
直
さ
れ
︑
と
ら
え
直
さ
れ
た
経
験
で
あ
っ
て
︑﹁
長
い
こ
と
忘
れ
ら

れ
て
い
た
何
か
﹂
は
︑
後
に
な
っ
て
か
ら
捏
造
さ
れ
た
の
で
も
な
け
れ
ば
︑
言
語

に
言
い
表
さ
れ
る
こ
と
で
無
に
帰
し
た
の
で
も
な
い
︒
こ
の
経
験
は
﹁
新
し
い
他

者
︑
新
し
い
自
己
︑
新
し
い
知
覚
さ
れ
る
世
界
の
到
来
﹂(

)
で
あ
り
︑
感
性
的
・
知

89

覚
的
な
志
向
的
関
係
が
言
語
の
志
向
的
関
係
と
し
て
︑
柔
軟
な
︑
自
由
な
も
の
と

な
る
こ
と
で
あ
る
が
︑﹁
知
覚
さ
れ
る
世
界
の
重
み
﹂(

)
は
消
え
去
る
わ
け
で
は
な

90

い
︒﹁
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
﹂
は
︑
あ
る
意
味
で
は
︑﹁
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
に

先
行
す
る
も
の
の
完
成
﹂(

)
な
の
で
あ
る
︒

91

も
ち
ろ
ん
︑
そ
う
は
言
っ
て
も
︑
人
間
が
︑
通
常
は
幼
児
期
に
到
来
す
る
最
初

の
言
語
習
得
の
段
階
の
言
語
使
用
に
と
ど
ま
る
わ
け
で
は
な
い
し
︑
言
語
の
本
質

密
着
に
お
け
る
乗
り
越
え
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を
そ
こ
に
集
約
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
そ
れ
だ
け

で
は
︑
他
者
と
の
間
主
観
的
な
世
界
へ
の
﹁
加
入
︵
initiation
︶
﹂(

)
と
い
う
側
面
で

92

の
言
語
の
本
質
を
示
す
こ
と
は
で
き
て
も
︑
言
語
と
と
も
に
︑
つ
ま
り
語
る
こ
と

と
と
も
に
開
か
れ
て
く
る
世
界
へ
と
︑﹁
世
界
と
私
た
ち
の
前
客
観
的
関
係
の
前

歴
史
的
沈
殿
物
﹂(

)
を
そ
の
外
へ
と
連
れ
出
す
際
に
︑
言
語
が
歴
史
的
︑
伝
統
的
に

93

す
で
に
﹁
優
位
︵
prédom
inance︶
﹂(
)
に
あ
る
︑
と
い
う
側
面
を
示
す
こ
と
は
で

94

き
て
い
な
い
︒﹁
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
﹂
は
﹁
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
﹂
な
し
に
あ

る
わ
け
で
は
な
い
︒
だ
と
す
る
と
︑﹁
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
﹂
が
﹁
言
語
体
系

︵
ラ
ン
グ
︶
﹂
の
内
部
に
あ
り
つ
つ
︑
そ
れ
を
超
え
て
い
く
働
き
を
も
つ
こ
と
に
つ

い
て
記
述
す
る
の
で
な
く
て
は
︑﹁
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
﹂
が
︑
あ
り
き
た
り
の

常
套
句
や
自
動
的
な
反
応
の
よ
う
に
反
復
さ
れ
る
定
型
的
な
表
現
に
お
い
て
経
験

を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
面
の
あ
る
こ
と
が
見
逃
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒

そ
う
し
た
︑﹁
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
﹂
の
創
造
的
な
は
た
ら
き
に
つ
い
て
は
︑
文

学
の
言
語
な
ど
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
︑﹃
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶

の
問
題
﹄
講
義
は
︑
そ
の
最
後
の
部
分
を
プ
ル
ー
ス
ト
に
つ
い
て
の
考
察
に
あ
て

て
い
る
の
だ
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
︒

五

結
論

こ
の
よ
う
に
︑﹃
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
の
問
題
﹄
講
義
の
前
半
部
分
を
検
討
し

て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
私
た
ち
は
︑
当
面
︑
次
の
よ
う
に
結
論
し
て
み
る
こ
と

が
で
き
よ
う
︒

ま
ず
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
の
研
究
史
的
観
点
か
ら
言
う
と
︑
一
九
五
〇

年
代
の
論
考
に
お
け
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
へ
の
言
及
か
ら
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
中
期
﹂
の
言

語
論
的
探
求
が
始
ま
っ
た
︑
と
す
る
解
釈
に
つ
い
て
︑﹃
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
の

問
題
﹄
は
︑
い
く
つ
か
の
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
る(

)
︒
こ
の
講
義
に
お
い
て
︑
ソ

95

シ
ュ
ー
ル
言
語
学
へ
の
言
及
は
︑﹁
歴
史
主
義
﹂
や
﹁
論
理
主
義
﹂
へ
の
批
判
︑

ま
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
後
継
の
諸
言
語
学
派
や
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
へ
の
批
判
︑

﹁
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
﹂
に
対
す
る
﹁
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
﹂
の
優
位
︑﹁
語
る

主
体
﹂
へ
の
回
帰
の
要
請
と
い
う
側
面
か
ら
な
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
が
﹁
制
度
化
﹂

の
問
題
に
お
け
る
﹁
語
る
主
体
﹂
の
位
置
を
問
う
も
の
で
あ
る
こ
と
に
応
じ
て
︑

そ
れ
ま
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
依
拠
し
て
き
た
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
の
失
語
症

研
究
や
言
語
習
得
に
つ
い
て
の
研
究
に
接
続
さ
れ
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
お
け
る
﹁
差

異
化
︵
différenciation
︶
﹂
の
原
理
が
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
と
し
て
の
﹁
形
態
化

︵
G
estaltung
︶
﹂﹁
構
造
化
︵
structuration
︶
﹂
と
並
行
し
て
理
解
さ
れ
︑
﹁
こ
と
ば

︵
パ
ロ
ー
ル
︶
﹂
を
﹁
世
界
や
他
者
と
の
関
係
﹂
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
文
脈
に

置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
つ
ま
り
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
︑
身
体
を
あ

く
ま
で
世
界
や
他
者
と
の
関
係
の
媒
介
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
自
身
の
立
場
を
維

持
し
て
い
た
︑
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
ま
で
の
行
動
や
知
覚
に
つ
い
て

の
考
察
と
の
︑
あ
る
種
の
連
続
性
や
一
貫
性
の
も
と
に
︑
彼
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
解
釈

を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
行
動
や
知
覚
に
お
い
て
︑
身
体
と
し

て
の
世
界
内
存
在
が
環
境
と
取
り
結
ぶ
初
発
的
な
意
味
の
関
係
と
い
う
観
点
を
メ

ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
け
っ
し
て
放
棄
し
て
い
な
い
し
︑
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
初
発

的
な
意
味
の
形
成
の
構
造
に
つ
い
て
の
理
解
抜
き
に
は
︑
﹁
差
異
化
﹂
に
お
け
る

弁
別
的
意
味
の
シ
ス
テ
ム
の
把
握
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒

ま
た
︑
こ
の
よ
う
に
し
て
︑
言
語
を
︑﹁
語
る
主
体
﹂
が
す
で
に
内
属
し
て
い

る
前
客
観
的
な
間
主
観
的
世
界
に
基
づ
け
な
が
ら
︑
言
語
に
お
い
て
︑﹁
語
る
主

体
﹂
が
語
る
際
に
︑
そ
れ
ま
で
は
言
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
︑
既
存
の
言
語
に

お
い
て
は
表
現
さ
れ
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
﹁
何
か
﹂
を
語
る
と
い
う
可
能
性
︑

原
初
的
な
世
界
の
経
験
を
﹁
征
服
す
る
︵
conquérir︶
﹂
と
い
う
創
造
的
言
語
の

側
面(

)
を
と
ら
え
な
が
ら
︑﹁
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
﹂
が
感
性
的
経
験
に
対
し
て
優

96

越
す
る
︑
つ
ま
り
先
立
っ
て
支
配
的
な
位
置
に
あ
る
︑
と
い
う
事
態
も
最
終
的
に
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は
認
め
て
い
る
︒
も
し
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
﹁
中
期
﹂
に
言
語
の
問
題
が
浮
上

し
た
と
す
る
な
ら
︑
そ
れ
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
言
語
学
の
導
入
で
は
な
く
︑﹃
知
覚
の

現
象
学
﹄
で
は
﹁
語
る
こ
と
ば
︵
parole
parlante︶
﹂
と
し
て
だ
け
示
さ
れ
て
い

た
言
語
の
創
造
的
機
能
を
︑﹁
語
る
主
体
﹂
の
制
度
化
に
お
け
る
﹁
世
界
や
他
者

と
の
関
係
﹂
の
下
に
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
な
言
語
の
初
発
的
実
践
の
場

面
と
の
両
義
的
な
関
係
を
維
持
し
つ
つ
把
握
し
よ
う
と
す
る
︑
問
題
設
定
の
移
動

に
よ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
制
度
化
︵
institution
︶
﹂
概
念

の
彫
琢
に
よ
る
︑﹁
語
る
主
体
﹂
に
お
け
る
︑
言
語
と
い
う
歴
史
的
制
度
の
﹁
沈

殿
﹂
と
発
話
行
為
の
実
践
に
お
け
る
﹁
再
活
性
化
﹂
の
受
動
的
総
合
の
循
環
的
構

造
の
内
在
的
考
察
の
必
要
性
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
は
︑
や
が
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

に
よ
っ
て
﹁
肉
︵
chair︶
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
身
体
の
可
逆
的
︑
交
差
配

列
的
な
構
造
に
ま
で
導
か
れ
て
い
く
問
題
設
定
で
も
あ
る(

)
︒

97

言
語
の
初
発
的
実
践
と
創
造
的
機
能
の
こ
の
よ
う
な
関
係
は
︑
ま
る
で
︑
地
上

に
と
ど
ま
り
な
が
ら
地
上
か
ら
飛
び
上
が
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
︑
と
か
︑

茶
碗
か
ら
手
を
離
さ
ず
に
茶
碗
を
手
放
す
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
︑
と
い
っ

た
︑
禅
問
答
の
よ
う
に
も
見
え
て
し
ま
う
が
︑
私
た
ち
が
語
る
と
き
に
︑
語
る
こ

と
の
で
き
な
い
﹁
何
か
﹂
を
保
ち
な
が
ら
︑
そ
の
﹁
何
か
﹂
を
語
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
︑
と
い
う
感
触
を
も
つ
と
き
や
︑
私
た
ち
が
あ
る
種
の
﹁
こ
と
ば
﹂
の
中
に

と
ど
ま
り
な
が
ら
︑
何
か
﹁
こ
と
ば
﹂
の
中
で
済
む
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
語
っ

て
い
て
︑﹁
こ
と
ば
﹂
は
﹁
こ
と
ば
﹂
の
ま
ま
な
の
に
︑﹁
こ
と
ば
﹂
の
中
の
何
か

が
生
ま
れ
変
わ
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
が
た
し
か
に
あ
り
︑
そ
の
と
き
︑
私
た
ち
は

﹁
何
か
を
語
っ
た
﹂︑﹁
何
か
が
語
ら
れ
た
﹂︑
つ
ま
り
﹁
こ
と
ば
﹂
が
機
能
し
た
︑

﹁
こ
と
ば
﹂
が
そ
こ
に
あ
っ
た
︑
と
い
う
感
想
を
も
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か(

)
︒

98

そ
こ
で
は
︑﹁
こ
と
ば
﹂
を
離
れ
ず
に
︑
そ
の
ま
ま
︑
そ
こ
で
﹁
こ
と
ば
﹂
を
離

れ
る
︑
あ
る
い
は
﹁
こ
と
ば
﹂
を
離
れ
て
︑
そ
の
ま
ま
︑
そ
こ
で
﹁
こ
と
ば
﹂
が

実
現
さ
れ
る
︑
と
い
う
︑
矛
盾
律
的
に
は
お
よ
そ
理
解
し
え
な
い
対
立
項
の
交
換

や
可
逆
性
や
移
入
が
︑
知
覚
的
世
界
の
﹁
形
態
化
﹂
の
原
理
と
︑
言
語
の
﹁
差
異

化
﹂
の
原
理
と
に
潜
ん
で
い
る
こ
と
が
感
知
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か(

)
︒
言
語
の
限
界

99

の
こ
の
よ
う
な
超
過
や
移
動
と
い
っ
た
事
態
は
︑
言
語
が
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
︑

変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
︑
こ
の
変
化
そ
の
も
の
と
﹁
語
る
主
体
﹂
が

﹁
語
る
﹂
と
い
う
行
為
と
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
る
こ
と

だ
ろ
う(

)
︒﹁
語
る
﹂
と
い
う
行
為
は
︑
行
為
で
あ
る
と
同
時
に
︑
言
語
の
歴
史
性

100

に
お
い
て
生
じ
る
﹁
出
来
事
﹂
で
も
あ
る
︒

こ
こ
か
ら
︑
た
だ
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
の
研
究
者
し
か
関
心
を
も
た
な

い
よ
う
な
研
究
史
的
観
点
を
離
れ
て
︑
こ
の
﹃
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
の
問
題
﹄

講
義
を
よ
り
広
い
哲
学
的
な
﹁
こ
と
ば
の
問
題
﹂
に
置
き
戻
す
こ
と
が
で
き
よ

う
︒
あ
え
て
言
え
ば
︑
そ
の
問
題
設
定
は
︑
次
の
よ
う
な
も
の
と
言
え
る
だ
ろ

う
︒哲

学
は
真
理
を
語
り
︑
存
在
を
語
ろ
う
と
す
る
言
語
実
践
で
あ
る
が
︑
哲
学
が

言
語
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に
︑
言
語
を
歴
史
主
義
と
論
理
主
義
な
ど

既
存
の
客
観
主
義
的
言
語
観
の
素
朴
な
見
方
に
固
定
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
︑

ま
た
主
観
主
義
的
で
構
成
主
義
的
な
言
語
観
に
安
住
す
る
こ
と
な
く
︑
こ
と
ば
が

話
さ
れ
る
そ
の
現
場
に
差
し
戻
す
こ
と
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
そ
の

際
︑
思
考
と
言
語
と
知
覚
経
験
あ
る
い
は
感
性
的
経
験
と
の
関
係
は
︑
単
純
に
層

の
よ
う
に
積
み
重
ね
ら
れ
る
の
で
は
な
く
︑
ま
さ
し
く
そ
こ
で
生
じ
て
い
る
﹁
交

換
﹂
と
し
て
の
﹁
構
造
﹂
に
貫
か
れ
た
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
な
く
て
は
な
ら

ず
︑
こ
の
﹁
構
造
﹂
と
は
﹁
差
異
化
﹂
で
あ
り
︑
同
一
性
原
理
の
さ
ら
に
根
底
に

あ
る
生
成
の
働
き
で
あ
っ
て
︑
こ
の
生
成
の
働
き
と
し
て
の
﹁
構
造
﹂
に
お
い

て
︑
世
界
や
他
者
と
の
関
係
と
し
て
︑
そ
の
関
係
の
た
だ
中
で
語
り
は
じ
め
る
主

体
の
身
体
性
と
と
も
に
︑
歴
史
的
な
制
度
と
個
人
的
な
行
為
と
の
循
環
的
で
生
成

的
な
﹁
制
度
化
﹂
の
展
望
が
開
か
れ
る
︒
あ
ま
り
に
言
語
を
純
粋
化
し
て
し
ま
う

と
︑
真
理
や
存
在
を
語
る
こ
と
は
不
可
能
に
見
え
る
か
︑
言
語
を
超
え
た
神
秘
的

密
着
に
お
け
る
乗
り
越
え

五
九
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な
精
神
の
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
が
す
で
に
完
成
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た

よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
結
局
哲
学
の
言
語
表
現
も
他
の
言
語
表
現
と

同
じ
く
︑
世
界
や
他
者
と
の
関
係
の
中
で
の
制
度
的
・
社
会
的
・
歴
史
的
な
行
為

で
あ
り
︑
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
行
為
と
同
じ
く
︑
完
成
に
達
す
る
こ
と
も
︑
無
意

味
に
帰
す
る
こ
と
も
な
く
︑
真
理
や
存
在
を
そ
れ
ら
の
交
換
と
伝
達
の
流
動
的
関

係
の
中
で
表
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
思
考
と
言
語
の
主
体
は
︑
独

り
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
も
︑
独
り
で
い
な
く
な
る
こ
と
も
困
難
な
︑
交
差
配
列

的
で
可
逆
的
な
交
換
と
転
移
の
運
動
に
お
い
て
生
成
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
︒

注(
)
『こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
の
問
題
﹄
の
編
者
が
示
し
て
い
る
と
お
り
︑
彼
が
ソ
シ
ュ
ー
ル

1

に
言
及
し
て
い
る
論
文
と
し
て
︑﹁
人
間
の
内
な
る
形
而
上
学
︵
Le
m
étaphysique

dans
l’hom
m
e︶﹂︵﹃
意
味
と
無
意
味
﹄
所
収
︶︑﹁
言
語
の
現
象
学
に
つ
い
て
︵
Sur
la

phénom
énologie
du
langage︶﹂﹁
間
接
的
言
語
と
沈
黙
の
声
︵
Langage
indirecte

et
la
voix
du
silence︶﹂﹁
モ
ー
ス
か
ら
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
へ
︵
D
e
M
auss
à

Levi-Straus︶﹂︵
い
ず
れ
も
論
文
集
﹃
シ
ー
ニ
ュ
﹄
所
収
︶︑
そ
れ
ら
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ

と
し
て
﹁
科
学
と
表
現
の
経
験
﹂﹁
間
接
的
言
語
﹂︵
い
ず
れ
も
﹃
世
界
の
散
文
﹄
所
収
︶

な
ど
が
あ
る
︒
ま
た
﹃
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
﹄
の
﹁
研
究
ノ
ー
ト
﹂
に
も
散

発
的
に
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
名
前
が
言
及
さ
れ
る
︒

M
aurice
M
erleau-Ponty,Sens
etnon-sens,G
allim
ard,1996.︵
邦
訳
﹃
意
味
と
無

意
味
﹄

木
田
元
・
滝
浦
静
雄
他
訳

み
す
ず
書
房

一
九
八
三
年
︶

M
aurice
M
erleau-Ponty,Signes,G
allim
ard,1960.︵
邦
訳
﹃
シ
ー
ニ
ュ
﹄
１
︑
２

竹
内
芳
郎
監
訳

み
す
ず
書
房

一
九
六
九
年
︑
一
九
七
〇
年
︶

M
aurice
M
erleau-Ponty,L
a
prose
du
m
onde,G
allim
ard,1968.︵
邦
訳
﹃
世
界
の

散
文
﹄

木
田
元
・
滝
浦
静
雄
訳

一
九
七
九
年
︶

M
aurice
M
erleau-Ponty,L
e
visible
et
l’invisible,G
allim
ard,1964.︵
邦
訳
﹃
見

え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
﹄

木
田
元
・
滝
浦
静
雄
訳

み
す
ず
書
房

一
九
八
四

年
︶

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
︑
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
開
講
講
演
﹁
哲
学
を
讃
え
て
﹂

で
も
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
言
及
し
て
い
る
︒

M
aurice
M
erleau-Ponty,É
loge
de
la
philosophie,G
allim
ard,1953.︵
邦
訳
は

﹃
眼
と
精
神
﹄

木
田
元
・
滝
浦
静
雄
訳

み
す
ず
書
房

一
九
六
六
年

所
収
︶

講
義
で
は
︑
一
九
四
九
年
︱
一
九
五
〇
年
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
で
の
講
義
﹁
意
識
と
言
語

の
獲
得
︵
La
conscience
et
l’acquisition
du
langage
︶﹂
で
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

講
義
し
て
い
る
︒

M
aurice
M
erleau-Ponty,
M
erleau-P
onty
à
la
Sorbonne,
résum
é
de
cours

1949-1952,cynara,1988.︵
ま
た
そ
の
再
刊
と
し
て

P
sychologie
et
pédagogie
de

l’enfant,C
oursde
Sorbonne
1949-1952.V
erdier,2001.︶︵
邦
訳

『
意
識
と
言
語

の
獲
得

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義

１
﹄

木
田
元
・
鯨
岡
峻
訳

み
す
ず
書
房

一
九
九

三
年
︶

本
論
文
で
取
り
上
げ
た
﹁
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
の
問
題
﹂
講
義
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
自
身
に
よ
る
要
録
は
︑﹃
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
要
録

一
九
五
二
︱

一
九
六
〇
﹄
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

M
aurice
M
erleau-Ponty,R
ésum
és
de
cours
1952-1960,G
allim
ard,1968.︵
邦

訳
﹃
言
語
と
自
然
﹄

木
田
元
・
滝
浦
静
雄
訳

一
九
七
九
年
︶

(
)
E
rnst
C
assirrer,E
ssay
on
M
an,
A
n
Introduction
to
a
P
hilosophy
of
H
um
an

2

C
ulture,
G
esam
m
elte
W
elke,
B
and
23,
F
elix
M
einer
V
erlag,
2006,
P.133.

(邦
訳

エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー

『
人
間
﹄

宮
城
音
弥
訳

岩
波
文
庫

一

九
九
七
年

二
六
〇
頁
以
下
︶

(
)
M
aurice
M
erleau-Ponty,“U
n
inédit
de
M
erleau-Ponty”
dans
P
arcours
deux,

3

1951-1961,V
erdier,2000.︵
邦
訳
﹁
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
一
未
公
刊
文
書
﹂
前
掲

﹃
言
語
と
自
然
﹄
所
収
︶

(
)
日
本
で
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
研
究
は
非
常
に
多
く
︑
紙
幅
に
限
界
も
あ
る

4

の
で
︑
こ
こ
で
は
言
語
を
主
題
と
し
た
研
究
書
に
限
定
し
て
示
し
て
お
く
︒

加
賀
野
井
秀
一
﹃
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
と
言
語
﹄
世
界
書
院

一
九
八
八
年

長
滝
祥
司
﹃
知
覚
と
こ
と
ば

現
象
学
と
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
誘
い
﹄

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版

一
九
九
九
年

河
野
哲
也
﹃
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
意
味
論
﹄
以
文
社

二
〇
〇
〇
年

宍
戸
通
庸
﹃
言
語
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
向
け
て

ソ
シ
ュ
ー
ル
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
を
中
心
に
﹄
松
柏
社

二
〇
一
三
年

西
口
光
一
﹃
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
言
語
論
の
エ
ッ
セ
ン
ス
﹄
福
村
出
版

二
〇
二
二
年

ま
た
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
全
般
に
つ
い
て
論
じ
た
著
書
で
も
例
外
な
く
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
解
釈
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
︑
こ
こ
で
も
代
表
的
な
も

の
に
限
定
し
て
お
く
︒

木
田
元
﹃
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
思
想
﹄
岩
波
書
店

一
九
八
四
年

加
賀
野
井
秀
一
﹃
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

触
発
す
る
思
想
﹄

白
水
社

二
〇
〇
九
年 六

〇
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な
お
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
研
究
者
の
側
か
ら
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
解
釈
を

積
極
的
に
評
価
し
た
論
考
と
し
て
︑

丸
山
圭
三
郎
﹃
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
思
想
﹄
岩
波
書
店

一
九
八
一
年
︵
の
ち
に
﹃
丸
山
圭

三
郎
著
作
集
第
一
巻
﹄
岩
波
書
店

二
〇
一
四
年
に
収
録
︶

(
)
ソ
シ
ュ
ー
ル
言
語
学
に
お
け
る
有
名
な
区
別
で
あ
り
︑
す
で
に
専
門
用
語
と
し
て
訳
語

5

も
定
着
し
て
い
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
︑
こ
こ
で
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
理
解
や
用

法
に
合
わ
せ
て
︑
一
応
の
訳
語
と
し
て
﹁
ラ
ン
グ
︵
langue︶﹂
を
﹁
言
語
体
系
﹂︑﹁
パ

ロ
ー
ル
︵
parole︶﹂
を
﹁
こ
と
ば
﹂
と
訳
し
︑
丸
括
弧
内
に
カ
タ
カ
ナ
で
そ
の
原
語
を

指
示
す
る
こ
と
に
す
る
︒
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
学
の
文
脈
で
考
え
れ
ば
︑﹁
発
話
﹂﹁
発

話
行
為
﹂
と
訳
す
こ
と
も
で
き
よ
う
が
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
﹁
パ
ロ
ー
ル

︵
parole︶﹂
と
言
う
と
き
に
は
︑
か
な
り
広
範
囲
な
言
語
の
場
面
が
考
え
ら
れ
て
お
り
︑

こ
こ
で
は
﹁
こ
と
ば
﹂
と
訳
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
︒﹁
パ
ロ
ー
ル
﹂
が
ソ
シ
ュ
ー
ル
の

﹁
ラ
ン
グ
﹂
と
の
対
で
意
味
を
持
た
さ
れ
て
い
る
場
合
と
︑
フ
ラ
ン
ス
語
の
一
般
的
な
使

用
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る
場
合
と
の
区
別
が
困
難
だ
か
ら
で
も
あ
る
︒

(
)
河
野
哲
也

前
掲
書

一
〇
〇
頁
以
下
参
照
︒
河
野
氏
は
︑
こ
の
点
だ
け
を
取
り
上
げ

6

た
わ
け
で
は
な
く
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
解
釈
の
背
景
に
考
察
を
加
え

て
お
り
︑
構
造
主
義
言
語
学
へ
の
批
判
を
読
み
取
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
﹁
こ
と
ば
︵
パ

ロ
ー
ル
︶
の
問
題
﹂
講
義
を
取
り
上
げ
る
本
論
文
の
視
点
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
︒

(
)
M
aurice
M
erleau-Ponty,L
e
problèm
e
de
la
parole,C
oursau
C
ollège
de
France

7

N
otes,
1953-1954,M
etis
Presses,2020.

(
)
言
う
ま
で
も
な
く
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
取
り
上
げ
て
い
た
の
は
バ
イ
イ
と
セ
シ
ュ

8

エ
の
編
集
に
よ
る
﹃
一
般
言
語
学
講
義
﹄︵
F
erdinand
de
Saussure,
C
ours
de

linguistique
générale,
publié
par
C
harles
B
ally
et
A
lbert
Sechaye,
Payot,

1971.︶
で
あ
り
︑
ゴ
デ
ル
︑
エ
ン
グ
ラ
ー
︑
ト
ゥ
リ
オ
・
デ
・
マ
ウ
ロ
の
校
訂
版
や
原

資
料
が
出
て
い
る
今
日
で
は
︑
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
批
判
的
考
察
も
必
要
か
と
思

わ
れ
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
引
用
を
そ
の
ま

ま
用
い
る
こ
と
に
す
る
︒﹃
一
般
言
語
学
講
義
﹄
の
資
料
を
め
ぐ
る
変
遷
は
︑
加
賀
野
井

秀
一
﹃
ソ
シ
ュ
ー
ル
﹄

講
談
社
選
書
メ
チ
エ

二
〇
〇
四
年

六
二
頁
以
下
参
照
︒

(
)
L
e
problèm
e
de
la
parole,p.50.

9(
)
Ibid.,p.49.

10(
)
Ibid.

11(
)
Ibid.

12(
)
Ibid.,p.50.

13(
)
Ibid.

14(
)
Ibid.

15

(
)
Ibid.,p.51.
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
論
理
実
証
主
義
に
つ
い
て
は
︑
厳
し
い
評
価
を
下

16

し
て
い
た
︒
た
と
え
ば
︑
彼
が
編
纂
し
た
哲
学
辞
典
﹃
著
名
な
哲
学
者
た
ち

︵
P
hilosophes
célèberes︶
﹂
の
序
文
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
﹁
ど
こ
に
も
あ
り
︑
ど
こ
に

も
な
い
︵
partpoutetnulle
part︶﹂
で
は
︑
二
〇
世
紀
の
哲
学
の
傾
向
を
﹁
具
体
的
な

哲
学
﹂
と
し
た
上
で
︑
論
理
実
証
主
義
だ
け
は
そ
の
外
に
あ
る
︑
と
し
︑﹁
具
体
的
な
哲

学
﹂
へ
の
﹁
最
後
の
︑
そ
し
て
最
も
精
力
的
な
︿
抵
抗
﹀
﹂
で
あ
る
と
皮
肉
っ
て
い
る

︵
Signes,
pp.198-199.︶
︒

他
方
で
︑
一
九
五
八
年
の
夏
に
開
催
さ
れ
た
コ
ロ
ッ
ク
で
の
ギ
ル
バ
ー
ト
・
ラ
イ
ル
へ

の
質
問
で
は
︑
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
名
前
も
挙
げ
な
が
ら
︑
ラ
イ
ル
が
言
語
の

概
念
分
析
の
不
十
分
さ
を
指
摘
し
た
こ
と
を
評
価
し
︑﹁
イ
ギ
リ
ス
の
分
析
哲
学
の
枠
組

と
し
て
彼
が
私
た
ち
に
紹
介
し
た
枠
組
﹂
を
ラ
イ
ル
が
拡
張
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
し

て
︑
ラ
イ
ル
に
︑
﹁
言
語
の
使
用
価
値
︑
つ
ま
り
単
な
る
概
念
的
定
義
に
還
元
で
き
な
い

使
用
価
値
を
前
に
し
て
︑
ラ
イ
ル
氏
は
︑
そ
れ
を
規
定
す
る
た
め
に
︑
私
た
ち
が
た
だ

分
析
哲
学
の
反
省
だ
け
で
は
な
く
︑
言
語
科
学
の
あ
る
部
分
が
そ
の
素
描
と
な
る
よ
う

な
言
語
学
的
現
象
の
内
在
的
研
究
を
あ
て
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
︑
と
い
う
こ
と
を
認

め

ら

れ

る

で

し
ょ

う

か
﹂
と

質

問

し

て

い

る
︒
M
aurice
M
erleau-Ponty,

Intervention
à
propos
de
〈La
phénom
énologie
contre
T
he
C
oncept
ofM
ind〉

de
G
.R
yle.in
C
hiasim
i
20,M
im
esis
international,2018,
PP.249-253.
こ
の
よ

う
な
意
味
で
は
︑
言
語
の
概
念
的
定
義
や
指
示
さ
れ
た
対
象
の
記
述
の
言
語
の
限
界
を

超
え
て
︑
言
語
を
そ
の
使
用
の
側
面
か
ら
考
察
す
る
後
期
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
や

日
常
言
語
学
派
の
よ
う
な
試
み
に
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
一
定
の
理
解
を
示
し
て
い
た

し
︑
言
語
の
現
象
の
研
究
と
い
う
自
身
の
テ
ー
マ
と
つ
な
が
る
可
能
性
も
視
野
に
入
れ

て
い
た
と
言
え
る
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
と
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
を
考
察
し
た

論
考
と
し
て
︑
野
家
啓
一
﹁
言
語
・
身
体
・
意
味
︱
︱
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
メ

ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
︱
︱
﹂﹃
言
語
行
為
の
哲
学
﹄
勁
草
書
房

一
九
九
三
年

八
一
頁
以

下
参
照
︒

(
)
Ibid.

17(
)
Ibid.

18(
)
Ibid.,,p.90.サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
の
批
判
は
︑
﹃
自
然
﹄
講
義
で
も
述
べ
ら

19

れ
て
い
る
︒
M
aurice
M
erleau-Ponty,L
a
N
ature,Seuil,1995,pp.210-219.︵
邦
訳

﹃
自
然

コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
ノ
ー
ト
﹄

松
葉
祥
一
・
加
國
尚
志
訳

み
す
ず
書
房

二
〇
二
〇
年

二
一
六
頁
︱
二
二
七
頁
︶

(
)
Ibid.,p.89.

20(
)
Ibid.,p.74.

21(
)
Ibid.,pp.91-96.

22

密
着
に
お
け
る
乗
り
越
え

六
一
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(
)
Ibid.,p.57.

23(
)
こ
う
し
た
点
で
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
学
を
字
義
通
り
﹁
言
語
︵
ラ
ン
グ
︶﹂
の
研
究
と

24

し
て
受
け
取
り
︑
言
語
を
﹁
も
の
﹂
に
し
て
し
ま
い
︑﹁
こ
と
﹂
と
し
て
と
ら
え
て
い
な

い
︑
と
批
判
す
る
時
枝
誠
記
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
批
判
と
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
ソ

シ
ュ
ー
ル
評
価
は
対
照
的
で
あ
る
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
よ
う
に
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
の

な
か
に
﹁
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶﹂
へ
の
回
帰
を
読
み
取
る
な
ら
︑
時
枝
の
批
判
は
ソ

シ
ュ
ー
ル
の
後
継
者
に
は
妥
当
し
て
も
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
当
人
の
思
想
に
は
妥
当
し
な
い

こ
と
に
な
ろ
う
︒
時
枝
誠
記
﹃
国
語
学
原
論
︵
上
︶﹄
岩
波
文
庫

二
〇
〇
七
年

七
四

頁
以
下
参
照
︒

(
)
Ibid.,p.59.

25(
)
Ibid.,p.60.

26(
)
Ibid.
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
引
用
し
て
い
る
バ
イ
イ
・
セ
シ
ュ
エ
編
ソ
シ
ュ
ー
ル

27

﹃
一
般
言
語
学
講
義
﹄
の
現
在
入
手
可
能
な
版
で
の
ペ
ー
ジ
を
併
記
す
る
︒
F
erdinand.

de.Saussure,C
ours
de
linguistique
générale,texte
établipar
C
harles
B
ally
et

A
lbert
Sechehaye,Payot,1972,p.19.

(
)
Ibid.
Saussure,op.cit.,p.21.

28(
)
Ibid.
Saussure,op.cit.,p.37.

29(
)
Ibid.
Saussure,op.cit.,p.45.

30(
)
Ibid.

31(
)
Ibid.

32(
)
Ibid.,p.63.

33(
)
Ibid.

34(
)
Ibid.,p.64.

35(
)
Ibid.

36(
)
Ibid.

37(
)
Ibid.

38(
)
Ibid.

39(
)
Ibid.,pp.66-67.Saussure,op.cit.,p.160.

40(
)
Ibid.,p.67.Saussure,op.cit.,p.162.

41(
)
Ibid.
Saussure,op.cit.,p.162.

42(
)
Ibid.
Saussure,op.cit.,p.163.

43(
)
Ibid.
Saussure,op.cit.,p.164.

44(
)
Ibid.,p.68.

45(
)
Ibid.,p.69.
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
以
下
の
よ
う
な
文
言
を
引
用
し

46

て
い
る
︒﹁
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
の
シ
ス
テ
ム
全
体
は
︑
記
号
の
恣
意
性
と
い
う
不
合

理
な
原
理
に
依
拠
し
て
お
り
︑
こ
の
恣
意
性
は
︑
制
限
な
し
に
適
用
さ
れ
る
と
︑
こ
の

上
も
な
い
複
雑
化
に
行
き
着
く
だ
ろ
う
︒
し
か
し
精
神
は
︑
記
号
群
の
い
く
つ
か
の
部

分
に
秩
序
と
規
則
性
と
の
あ
る
原
理
を
導
入
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
の
で
あ
っ
て
︑
こ

れ
こ
そ
相
対
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
役
割
で
あ
る
︒
﹂
Ibid.,
p.70.

Saussure,op.cit.,p.182.

こ
こ
で
﹁
動
機
づ
け
﹂
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は

フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
借
り
る
形
で
︑
﹃
知
覚
の
現
象
学
﹄
で
も
使
用
し
て
お
り
︑
そ
れ
は
知

覚
や
行
動
に
お
い
て
︑
因
果
性
に
基
づ
く
法
則
性
で
は
な
く
︑
あ
る
種
の
非
決
定
性
を

帯
び
な
が
ら
混
沌
や
無
意
味
で
は
な
く
︑
あ
る
意
味
を
持
っ
た
秩
序
や
形
態
を
組
織
す

る
構
造
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
︒
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
﹁
恣
意
性
﹂
と
い
う
語
を

用
い
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
そ
れ
は
ま
っ
た
く
の
偶
然
的
選
択
可
能
性
で
は
な
く
︑
全
体

へ
の
指
示
を
含
ん
だ
恣
意
性
で
あ
り
︑﹁
動
機
づ
け
﹂
と
い
う
語
も
︑
因
果
法
則
的
な
必

然
性
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
を
含
む
も
の
で
は
な
い
︒
M
aurice
M
erleau-

Ponty,P
hénom
énologie
de
la
perception,G
allim
ard,1945,p.75.

(
)
M
aurice
M
erleau-Ponty,
N
otes
de
cours
sur
L
’origine
de
la
géom
étrie
de

47

H
usserl,
transcription
par
F
ranck
R
obert,
PU
F
,
1998,
p.33.
M
aurice

M
erleau-Ponty,Signes,p.201.

(
)
L
e
problèm
e
de
la
parole,p.70.

48(
)
加
賀
野
井
秀
一
︑
前
掲
書

二
二
九
頁
以
下
参
照
︒

49(
)
L
e
problèm
e
de
la
parole,p.40.

50(
)
Ibid.,p.88.

51(
)
Ibid.,p.89.

52(
)
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
に
お
け
る
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
︑

53

﹁
制
度
化
﹂
概
念
を
踏
ま
え
な
が
ら
考
察
を
加
え
た
論
考
と
し
て
︑
廣
瀬
浩
司
﹁
メ
ル
ロ

＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
︿
制
度
化
す
る
パ
ロ
ー
ル
﹀：
制
度
の
間
文
化
現
象
学
序
説
﹂

﹁
論
叢
現
代
語
・
現
代
文
化
﹄
第

号
︑
筑
波
大
学
人
文
科
学
研
究
科
現
代
語
・
現
代
文

17

化
専
攻
︑
二
〇
一
六
年
︑
五
五
頁
︱
七
〇
頁
を
参
照
︒

(
)
M
aurice
M
erleau-Ponty,
P
sychologie
et
pédagogie
de
l’enfant,
C
ours
de

54

Sorbonne
1949-1952.

(
)
実
際
の
と
こ
ろ
︑
﹁
意
識
と
言
語
の
獲
得
﹂
講
義
と
﹁
こ
と
ば
︵
パ
ロ
ー
ル
︶
の
問
題
﹂

55

講
義
で
は
︑
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
批
判
や
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
の
﹁
内
的
発
話
形
式
﹂
の
解

釈
︑
そ
し
て
ソ
シ
ュ
ー
ル
言
語
学
の
解
釈
な
ど
︑
素
材
と
し
て
は
か
な
り
の
重
な
り
が

見
ら
れ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
︒
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
の
た
め
の
ノ
ー
ト
を
コ
レ
ー

ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
の
た
め
に
転
用
し
た
︑
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
で
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
学
解
釈
に
つ
い
て
の
重
要
な
研
究

六
二
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と
し
て
︑
酒
井
麻
依
子
﹃
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

現
れ
る
他
者
・
消
え
る
他
者

｢子
ど

も
の
心
理
学
・
教
育
学
﹂
講
義
か
ら
﹄
晃
洋
書
房

二
〇
二
〇
年

第
一
部
第
四
章
を

参
照
︒

(
)
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
﹁
構
造
﹂
概
念
に
つ
い
て
は
︑
木
田
元
︑
前
掲
書
︑
及
び
︑
河

56

野
哲
也
︑
前
掲
書
を
参
照
︒

(
)
L
e
problèm
e
de
la
parole,p.117.

57(
)
Ibid.
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
が
﹃
論
理
学
研
究
﹄
以
来
使
用
し
て
き

58

た
こ
の
概
念
を
︑﹃
行
動
の
構
造
﹄
か
ら
一
貫
し
て
使
用
し
て
い
る
︒
ま
た
こ
の
概
念

は
︑
ク
ル
ト
・
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
が
彼
の
病
理
学
研
究
で
の
構
造
概
念
に
用
い
て
い

る
︒

(
)
｢ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
は
︑
そ
の
研
究
の
終
わ
り
に
︑
普
遍
的
な
音
素
獲
得
の
体
系
的
で
不
変

59

の
秩
序
︱
︱
あ
る
い
は
︑
あ
る
言
語
体
系
︵
ラ
ン
グ
︶
に
特
殊
な
音
素
の
獲
得
の
不
変

の
秩
序
︱
︱
が
︑
熱
が
な
け
れ
ば
放
散
も
な
い
︑
と
い
う
よ
う
な
︑
依
存
の
客
観
的
法

則
︑
基
づ
け
︵
F
undierung
︶
の
客
観
的
法
則
と
し
て
受
け
取
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を

示
そ
う
と
し
た
︒
こ
の
基
づ
け
︵
F
undierung
︶
の
関
係
は
︑
そ
の
よ
う
な
現
象
が
︑

他
の
現
象
な
し
に
は
そ
れ
自
体
で
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒﹂
Ibid.

(
)
Ibid.,p.118.
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61(
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62(
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Ibid.
｢構
造
﹂
概
念
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﹁
ゲ
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ュ
タ
ル
ト
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の
概
念
と
結
び
つ
け
る
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点
は
︑
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で
に
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コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
学
派
の
ブ
レ
ン
ナ
ル
に
見
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
ブ
レ
ン
ナ
ル
が
重
視

し
て
い
る
の
は
︑
全
体
に
対
す
る
要
素
の
依
存
の
法
則
性
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒

エ
ミ
ー
ル
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
﹃
一
般
言
語
学
の
諸
問
題
﹄
み
す
ず
書
房

一
〇
三
頁

以
下
参
照
︒

(
)
エ
ミ
ー
ル
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
﹁
印
欧
語
彙
に
お
け
る
贈
与
と
交
換
﹂
前
掲
﹃
一
般
言
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語
学
の
諸
問
題
﹄
所
収
︒
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
と
同
じ
く
︑
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
も
﹁
交

換
﹂
を
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
の
﹃
贈
与
論
﹄
に
関
連
づ
け
︑
そ
れ
を
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト

ロ
ー
ス
の
構
造
概
念
の
考
察
に
援
用
し
て
い
る
︒
M
aurice
M
erleau-Ponty,
D
e

M
auss
à
C
laude
Lévi-Strauss,Signes,p.144.
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L
e
problèm
e
de
la
parole,p.119.
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66(
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Ibid.,p.123.﹁
内
的
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語
形
式
﹂
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つ
い
て
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ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
言
及
に
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目
し
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た
研
究
と
し
て
︑
廣
瀬
前
掲
論
文
︑
河
野
前
掲
書
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
廣
瀬
浩
司
氏
は
︑

本
論
文
と
同
じ
講
義
の
講
義
概
要
を
も
と
に
︑﹁
内
的
言
語
形
式
﹂
を
﹁
パ
ロ
ー
ル
の
ス

タ
イ
ル
﹂
と
規
定
す
る
︵
廣
瀬
︑
前
掲
論
文

六
〇
頁
︶︒
ま
た
河
野
哲
也
氏
は
﹁
内
的

言
語
形
式
﹂
を
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
で
の
ギ
ュ
ス
タ
ヴ
・
ギ
ョ
ー
ム
の
﹁
言
語
下
図
式

︵
Schém
a
sublinguistique
︶
﹂
と
関
連
づ
け
て
論
じ
て
い
る
︵
河
野
︑
前
掲
書

六
二

頁
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下
︶︒
ギ
ュ
ス
タ
ヴ
・
ギ
ョ
ー
ム
の
﹁
言
語
下
図
式
﹂
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
議

論
を
考
察
し
た
も
の
と
し
て
︑
佐
野
泰
之
﹁
︿
語
ら
れ
た
言
葉
﹀
の
問
題
﹂﹃
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
研
究
﹄
第

号

二
〇
一
五
年

一
八
頁
︱
三
二
頁
参
照
︒
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お
︑
本
論
文
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準
備
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と
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き
た
野
々
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伊
純
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頭
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究
発
表
﹁
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界
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す

る
関
係
と
し
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語
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︵
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ル
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テ
ィ
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〇
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二
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九
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三
日
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谷
大
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︶
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は
︑
野
々
村
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ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ

る
﹁
内
的
言
語
︵
inner
speech
︶
﹂
を
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
の
内
的
言
語
理
論
と
関
連
さ
せ

な
が
ら
論
じ
て
い
る
︒
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掲
書
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八
頁
以
下
︶

カ
ッ
シ
ー

69

ラ
ー
は
﹃
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ボ
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巻
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語
﹂
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フ
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ボ
ル
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い
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じ

て
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︒
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der
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F
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ie
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邦
訳
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シ
ン
ボ
ル
形
式
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﹇
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﹈﹄
生
松
敬
三
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木
田
元
訳

岩
波
文
庫

一
九
八
九
年
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七
二
頁
︱
一
八

五
頁
︶
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箇
所
で
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﹁
内
的
発
話
形
式
﹂
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
︒
﹁
内
的
言
語
形

式
﹂
に
つ
い
て
は
︑
遠
藤
龍
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﹁
フ
ン
ボ
ル
ト
の
﹁
内
的
言
語
形
式
﹂
に
つ
い
て
﹂
﹃
図

書
館
情
報
メ
デ
ィ
ア
研
究
﹄
第
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巻
１
号
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〇
〇
五
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一
頁
︱
一
七
頁
参
照
︒
同

論
文
は
︑
フ
ン
ボ
ル
ト
の
﹁
内
的
言
語
形
式
﹂
の
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質
を
﹁
ロ
マ
ン
主
義
的
な
も
の
﹂

と
し
て
い
る
︒
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e
problèm
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de
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話
形
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と
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︑
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語
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︵
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︶
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れ
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︑
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般
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︑
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か
け
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か
た
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あ
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ン
ボ
ル
ト
の
﹁
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﹂
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係
に
つ
い
て
は
︑
互
盛
央
﹃
フ
ェ
ル

71

デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル

〈言
語
学
﹀
の
夢

｢一
般
言
語
学
﹂
の
孤
独
﹄
作
品

社

二
〇
〇
九
年

二
四
頁
︱
二
五
頁
参
照
︒
ま
た
︑
フ
ン
ボ
ル
ト
へ
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
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︑
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書
一
一
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頁
︱
一
一
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頁
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｢ソ
シ
ュ
ー
ル
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弁
別
的
︶
と
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
は
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経
病
理
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概
念
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び
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く
︒
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と
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差
異
化
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る
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が
っ
て
︑
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で
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な
い
︒
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と
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関
し
て
︑
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語
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算
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な
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︒
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次
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能
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︑
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次
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で
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な
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︒
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︑
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︒
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︑
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︵
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瀬
浩
司
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掲
論
文
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い
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義
概
要
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見
ら
れ
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を
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が
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︑
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ュ
ー
ル
と
ゴ
ル
ト
シ
ュ

密
着
に
お
け
る
乗
り
越
え
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司
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︒
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︒
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︶
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︒
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︑
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︱
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︱
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︒
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﹃
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﹂
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︑
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述
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︒
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︑
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︑
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︑
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︒﹂︵
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︑
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︑
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︑
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︑
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︱
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︒
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︑
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﹄
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﹁
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﹂
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︒
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司
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文
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︒
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﹁
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︑
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︑
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︒
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︱
︱
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︱
︱
は
︑
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︑
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︒
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︑
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︒
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︒﹂
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