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要　

旨

　
「
言
葉
と
は
何
か
」
と
問
わ
れ
て
、
返
答
に
窮
し
て
黙
り
こ
く
っ
て
し
ま
う
人
は
そ
う
い
な
い
。
こ
の
種
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
だ
れ
も
が
自
分
流
の
切
り
口
を
持
っ
て
い
る
も
の
だ
。
だ
が
そ
ん
な
時
、
突
然
、「
あ
な
た
が
今
話
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ

は
言
葉
そ
の
も
の
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。」
と
言
わ
れ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
は
っ
と
し
て
振
り
返
る
と
、
自
分
の
言
っ
て

い
た
こ
と
が
な
に
も
言
葉
に
限
っ
た
話
し
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
言
葉
と
同
じ
用
途
、
性
質
、
役
割
を
も
っ
た
も
の
な
ど

他
に
い
く
ら
で
も
あ
る
も
の
だ
と
思
い
至
る
。

　

言
語
学
が
得
意
と
し
て
き
た
の
は
実
は
こ
う
し
た
譬
え
話
で
あ
る
。「
言
葉
の
よ
う
に
見
え
て
、
ほ
ん
と
う
は
言
葉
で
な
い
も

の
」
は
「
言
葉
そ
の
も
の
」
よ
り
も
よ
っ
ぽ
ど
扱
う
に
易
し
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
「
言
葉
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
」
が
、
言
語
学
に
も
た
ら
し
た
功
罪
を
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ

は
言
語
学
に
と
っ
て
毒
に
も
薬
に
も
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
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序　

言
葉
に
と
っ
て
の
古
き
良
き
時
代

　

言
葉
が
私
た
ち
の
思
念
を
言
い
尽
く
す
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
言
い
た
い
こ
と
は
山

ほ
ど
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
伝
え
る
言
葉
は
ど
れ
も
し
っ
く
り
こ
な
い
。
な
に
か
肝
心

な
こ
と
が
こ
ぼ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
こ
で
や
む
を
え
ず
多
言
を
弄
す
る
。
描
写
を

重
ね
、
表
現
を
練
り
込
む
こ
と
で
、
少
し
は
そ
こ

0

0

に
近
づ
け
る
と
思
う
か
ら
だ
。
だ

が
、
実
際
は
、
虚
し
さ
の
あ
ま
り
、
そ
う
で
も
し
な
け
れ
ば
や
っ
て
い
ら
れ
な
い
と

い
う
の
が
本
音
な
の
だ
。
あ
り
の
ま
ま
の
思
い
を
こ
ち
ら
に
た
ぐ
り
寄
せ
る
に
は
ど

う
し
た
ら
よ
い
も
の
か
。

　

こ
こ
最
近
の
言
語
学
は
、
言
葉
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
さ
れ
る
純
粋
な
意
識

や
観
念
に
つ
い
て
否
定
的
な
言
を
重
ね
て
き
た
。
思
う
と
い
う
こ
と
が
、
言
葉
が
あ

っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
と
い
う
の
は
ま
あ
認
め
て
も
い
い
。
確
か
に
、
思
惟
に

あ
っ
て
言
葉
が
内
側
で
響
い
て
る
と
い
う
実
感
も
あ
る
し
、
ま
た
、
言
葉
に
す
る
こ

と
で
は
じ
め
て
観
念
が
輪
郭
を
帯
び
て
く
る
と
い
う
の
も
事
実
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
言
葉
の
絶
対
権
力
に
服
従
し
つ
つ
も
、
言
葉
の
む
こ
う
に
あ

る
も
の
は
黙
っ
た
ま
ま
で
は
い
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
決
し
て
抵
抗
を
止
め
ず
、
抗
議

の
サ
イ
ン
を
こ
ち
ら
に
ち
ら
つ
か
せ
て
く
る
。
現
状
の
分
析
、
分
節
、
制
度
、
分
類
、

階
層
に
対
し
て
否
と
、
そ
っ
と
首
を
横
に
振
っ
て
い
る
。
真
意
を
問
お
う
と
、
そ
れ

が
発
す
る
不
定
形
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
解
読
に
た
だ
た
だ
躍
起
に
な
る
。
そ
れ
で
も
、

も
ど
か
し
さ
は
一
向
に
晴
れ
よ
う
と
し
な
い
。
い
っ
そ
の
事
あ
き
ら
め
よ
う
か
と
思

う
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
で
得
ら
れ
る
の
が
安
堵
な
ら
ま
だ
い
い
の
だ
が
、
そ
う
は
な

ら
な
い
の
が
現
実
の
よ
う
だ
。

　

ホ
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
著
『
チ
ャ
ン
ド
ス
卿
の
手
紙
』
の
主
人
公
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
チ

ャ
ン
ド
ス
卿
は
自
ら
が
文
学
活
動
を
放
擲
す
る
に
至
っ
た
精
神
状
態
を
次
の
よ
う
に

言
う
。私

の
症
状
と
い
え
ば
、
つ
ま
り
こ
う
な
の
で
す
。
な
に
か
を
別
の
も
の
と
関
連

づ
け
て
考
え
た
り
話
し
た
り
す
る
能
力
が
ま
っ
た
く
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
す
）
1
（

。

　

友
人
が
よ
こ
し
た
手
紙
へ
の
返
事
と
し
て
語
ら
れ
る
チ
ャ
ン
ド
ス
卿
の
精
神
の
ド

ラ
マ
は
、
言
語
へ
の
極
度
の
不
信
か
ら
始
ま
る
。「
あ
る
判
断
を
表
明
す
る
た
め
に
は

い
ず
れ
口
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
抽
象
的
な
言
葉
が
、
腐
れ
茸
の
よ
う
に
口
の
中
で
崩

れ
て
し
ま
う
せ
い
で
し
た
。」
と
い
う
良
く
知
ら
れ
た
一
節
は
、
チ
ャ
ン
ド
ス
卿
固
有

の
精
神
状
態
を
語
る
と
同
時
に
、
作
品
の
枠
組
み
を
越
え
た
普
遍
的
な
テ
ー
マ
で
も

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
多
く
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
ん
で
き
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、

訳
者
の
檜
山
哲
彦
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
チ
ャ
ン
ド
ス
卿
は
こ
う
し
た
言
語
不
信

に
終
始
取
り
憑
か
れ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
言
語
不
信
は
、
そ
れ
と

は
反
対
の
状
態
と
の
比
較
、
対
照
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　

チ
ャ
ン
ド
ス
卿
の
精
神
の
ド
ラ
マ
は
三
つ
の
局
面
を
経
験
す
る
。
順
を
追
っ
て
辿

っ
て
み
る
。

　

⑴
か
つ
て
自
ら
が
「
う
る
わ
し
い
感
激
」、「
あ
る
種
の
陶
酔
の
持
続
」
を
感
じ
て

い
た
頃
を
チ
ャ
ン
ド
ス
卿
は
懐
か
し
む
。
そ
れ
は
「
い
か
な
る
被
造
物
も
他
の
被
造

物
を
理
解
す
る
鍵
で
あ
る
」
と
信
じ
ら
れ
た
日
々
、「
一
は
他
と
同
様
」
で
あ
り
「
存
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在
全
体
が
一
箇
の
大
い
な
る
統
一
体
」
と
見
え
て
い
た
時
で
あ
っ
た
。
当
時
思
い
描

い
て
い
た
「
文
学
上
の
多
く
の
仕
事
」、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
の
治
世
に
つ
い
て
筆
を
執
る

こ
と
、
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
に
な
ら
い
『
箴
言
集
』
を
編
む
こ
と
、
古
代
人
の
寓

話
や
神
話
の
智
慧
を
解
き
明
か
す
こ
と
な
ど
は
、
そ
う
し
た
幸
福
な
精
神
状
態
の
も

と
で
は
す
ぐ
に
で
も
達
成
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　

⑵
そ
れ
が
う
っ
て
変
わ
っ
て
今
の
自
分
は
「
極
端
に
小
心
な
無
力
」
に
襲
わ
れ
る

の
が
常
と
な
っ
て
い
る
。
関
連
し
合
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
も
の
は
ば
ら
ば
ら
に

な
り
、「
す
べ
て
が
部
分
に
、
部
分
は
ま
た
部
分
へ
と
解
体
し
、
も
は
や
ひ
と
つ
の
概

念
で
包
括
し
う
る
も
の
」
は
ど
こ
か
へ
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
個
々
の
言
葉
は
自
ら
の

ま
わ
り
で
浮
遊
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
関
係
づ
け
や
、
比
喩
と
い
っ
た
も

の
は
ど
れ
も
う
さ
ん
く
さ
い
。
そ
ん
な
今
の
自
分
に
と
っ
て
、
か
つ
て
大
胆
な
直
観

に
よ
っ
て
一
気
呵
成
に
書
き
上
げ
た
過
去
の
作
品
は
あ
ま
り
に
よ
そ
よ
そ
し
い
。
そ

の
時
の
自
分
と
今
の
自
分
の
あ
い
だ
に
は
ど
れ
ほ
ど
の
深
淵
が
あ
る
こ
と
か
。

　

⑶
そ
ん
な
今
で
も
「
活
気
あ
る
う
れ
し
い
瞬
間
」
が
時
と
し
て
訪
れ
る
。「
静
か
に

急
速
に
高
ま
っ
て
ゆ
く
神
秘
の
感
情
の
波
」
に
後
押
し
さ
れ
、「
恐
る
べ
き
か
か
わ
り

あ
い
」
が
再
現
さ
れ
る
。
夕
方
、
馬
で
散
歩
に
出
た
と
き
、
目
の
前
に
飛
び
出
し
た

鶉
の
雛
の
群
と
、
か
な
た
に
波
う
つ
畑
の
向
こ
う
へ
沈
ん
で
ゆ
く
大
き
な
夕
日
を
見

た
だ
け
で
、
あ
る
光
景
が
思
い
浮
か
ぶ
。
再
現
さ
れ
た
の
は
、
自
分
が
そ
の
日
の
朝

に
ま
い
た
殺
鼠
剤
に
よ
っ
て
死
に
ゆ
く
鼠
の
群
の
姿
で
あ
っ
た
。「
甘
く
鼻
を
つ
く
毒

薬
の
香
り
に
満
ち
た
、
冷
た
く
息
づ
ま
る
よ
う
な
地
下
室
の
空
気
」、「
黴
く
さ
い
壁

に
あ
た
っ
て
く
だ
け
る
断
末
魔
の
鋭
い
叫
び
」、「
気
を
失
い
絡
み
あ
い
痙
攣
す
る
肉

体
」
な
ど
。
こ
う
し
た
日
常
の
出
来
事
を
「
い
ち
だ
ん
と
高
く
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の

生
命
で
満
た
し
な
が
ら
あ
ら
わ
れ
る
も
の
」
は
、
名
も
な
き
も
の
、
名
づ
け
ら
れ
ぬ

も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
言
葉
よ
り
も
さ
ら
に
直
接
的
、
流
動
的
で
、
白
熱
し
た
素
材

を
も
っ
て
す
る
思
考
」
は
、「
き
わ
め
て
深
い
安
息
」
を
も
た
ら
す
。
そ
れ
は
言
葉
が

支
え
の
な
い
奈
落
へ
自
分
を
突
き
落
と
す
の
と
は
ま
る
で
違
っ
た
安
堵
感
で
あ
る
。

今
の
自
分
が
本
を
書
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、英
語
な
り
ラ
テ
ン
語
な
り
が
、

「
物
言
わ
ぬ
事
物
」が
直
接
に
語
り
か
け
て
く
る
言
葉
と
あ
ま
り
に
か
け
離
れ
て
い
る

か
ら
な
の
だ
。

　

こ
う
し
た
三
つ
の
局
面
そ
れ
ぞ
れ
を
、
少
し
作
品
と
距
離
を
置
き
つ
つ
言
語
表
現

を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
一
般
化
す
る
と
次
の
よ
う
に
言
え
る
。

　

⑴
言
語
と
事
物
の
完
全
な
る
一
致
、
言
語
へ
の
全
幅
の
信
頼
。

　

⑵
言
語
と
事
物
の
乖
離
、
言
語
不
信
。

　

⑶
言
語
の
事
物
と
の
再
接
近
、
特
定
条
件
下
で
の
「
関
係
」
の
復
活
。

　

こ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
言
葉
と
事
物
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
だ
れ
も

が
必
ず
一
度
は
相
手
に
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
系
統
発
生
的
な
視
点
に

立
つ
な
ら
、
そ
れ
ら
は
言
葉
の
学
問
が
経
験
し
て
き
た
発
展
段
階
を
表
し
て
い
る
と

も
言
え
る
。
た
だ
今
回
は
「
⑶
言
語
の
事
物
と
の
再
接
近
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
多

く
を
取
り
上
げ
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
機

会
を
あ
ら
た
め
た
く
思
う
。

　

前
述
の
⑴
、
す
な
わ
ち
言
葉
と
事
物
が
一
体
と
な
り
、
事
物
と
言
葉
と
の
間
に
い

か
な
る
不
一
致
も
な
い
と
い
う
状
況
を
例
に
と
る
な
ら
、
そ
れ
は
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
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コ
ー
が
『
言
葉
と
物
』
の
中
で
古
典
主
義
時
代
の
言
語
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
こ
と

と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

そ
れ
（
＝
古
典
主
義
時
代
が
言
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ

語
に
貸
し
あ
た
え
る
能
力
）
は
、
い
か
な
る
も

の
で
あ
れ
あ
ら
ゆ
る
表
象
に
精
確
な
記シ
ー
ニ
ュ号

を
あ
た
え
、表
象
相
互
の
あ
い
だ
に
、

可
能
な
す
べ
て
の
結
合
関
係
を
設
定
す
る
能
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
言
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ

語
が
あ

ら
ゆ
る
表
象
を
表
象
し
う
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
言
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ

語
は
と
う
ぜ
ん
普
遍
的
な

も
の
の
宿
る
場
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
の
も
つ
語
の
あ
い
だ
に
世
界
全
体
を
収
用

し
う
る
よ
う
な
言
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ

語
が
す
く
な
く
と
も
可
能
な
も
の
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
逆
に
ま
た
、
表
象
さ
れ
う
る
も
の
の
全
体
と
し
て
の
世
界
は
、
そ
の

総
体
に
お
い
て
、
一
個
の
〈
百
科
事
典
〉
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
）
2
（

。

 　

こ
こ
で
は
世
界
（
＝
表
象
さ
れ
た
も
の
）
と
言
葉
（
＝
表
象
す
る
の
も
）
の
間
に

は
過
剰
も
不
足
も
な
い
照
応
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ
は
一
方
に
世
界
、
一
方
に
言

葉
と
い
う
独
立
し
た
二
項
を
設
定
す
る
必
要
が
な
い
ほ
ど
の
完
全
な
一
致
で
あ
る
。

語
は
み
ず
か
ら
の
継
起
の
中
に
世
界
全
体
を
取
り
込
み
、
世
界
全
体
は
、
そ
う
し
た

一
連
の
語
に
よ
る
項
目
化
、
事
象
化
、
不
連
続
化
を
経
て
「
百
科
事
典
」
と
な
り
、

認
識
対
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
。

　

だ
か
ら
と
言
っ
て
こ
の
時
代
に
言
葉
を
対
象
に
し
た
学
問
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ

け
で
は
な
い
と
フ
ー
コ
ー
は
念
を
押
す
。
そ
れ
は
む
し
ろ
積
極
的
に
実
行
さ
れ
た
。

言
語
と
世
界
の
表
象
関
係
が
完
全
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
言
葉
を
知
る
こ
と
は
そ
の

ま
ま
世
界
を
知
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
か
ら
だ
。
文
法
や
統
辞
法
は
単
な
る
言
葉
の
規

則
で
あ
る
に
留
ま
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
世
界
の
秩
序
の
反
映
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
言
語
を
整
備
し
、
精
錬
す
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
学
問
の
対
象
と
な
る
の
も
当
然

な
の
で
あ
る
。「
認
識
と
は
、
一
個
の
言
語
で
あ
り
、
言
語
が
磨
か
れ
ぬ
ま
ま
の
学
問

で
あ
る
の
と
お
な
じ
程
度
に
、
学
問
は
よ
く
で
き
た
言
語
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
す
べ

て
の
言
語
は
つ
く
り
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）

3
（

」

　

こ
う
し
た
環
境
か
ら
は
言
葉
そ
の
も
の
に
対
す
る
不
信
な
り
疑
念
な
り
が
生
じ
る

隙
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
す
ぐ
に
も
転
嫁
さ
れ
、
世
界
の
あ
り
か
た
に
対
す
る
問
い
へ

と
昇
華
す
る
。「
言
語
は
目
に
見
え
ぬ
も
の
、
も
し
く
は
ほ
と
ん
ど
目
に
見
え
ぬ
も

の
）
4
（

」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉
が
世
界
の
究
極
の
像
で
あ
る
こ
と
の
証
で
あ
っ

て
、
そ
こ
に
は
言
葉
の
外
に
あ
る
「
物
」
じ
た
い
な
ど
は
な
い
。
二
〇
世
紀
の
言
語

学
が
、
な
に
か
と
ひ
ど
く
言
い
な
が
ら
も
「
存
在
す
る
も
の
」
と
し
て
措
定
せ
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
あ
の
「
実
質
」
が
生
じ
る
余
地
は
な
い
。
言
語
化
さ
れ
な
い
事
象
が

た
と
え
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
言
語
（
＝
認
識
）
が
未
熟
な
段
階
に
あ
る
た

め
で
あ
っ
て
、
言
語
の
整
備
が
完
成
し
た
暁
に
は
、
現
時
点
で
未
解
決
の
問
題
で
さ

え
も
、
こ
と
ご
と
く
言
語
と
い
う
知
の
編
み
目
に
よ
っ
て
す
く
い
上
げ
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。

　

私
に
は
、
こ
う
し
た
フ
ー
コ
ー
の
「
人
文
科
学
の
考
古
学
」
が
実
際
に
ど
の
程
度

ま
で
正
し
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
仮
説
の
二
義
性
に
と
ま
ど
う
か
ら

で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
こ
こ
で
、
古
典
主
義
時
代
の
言
語
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
、

「
古
典
主
義
時
代
の
言
語
が
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
今
と
違
っ
て
い
た
」
と
言
い
た
い

の
か
、
ま
た
は
、「
言
語
の
本
質
は
同
じ
ま
ま
だ
が
、
言
語
に
対
す
る
見
方
が
違
っ
て
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い
た
」
と
言
い
た
い
の
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
が
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

前
者
の
仮
説
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
言
語
じ
た

い
の
本
質
が
変
わ
る
と
い
う
考
え
方
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
は
で
き
な
い
か
ら
だ
。

一
方
で
後
者
は
、
あ
く
ま
で
も
時
代
が
経
験
し
た
言
語
観
の
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
こ
の
「
言
語
観
」
が
変
わ
る
と
い
う
の
な
ら
か
な
り
の
程
度
ま
で
納
得
は
い
く
。

た
だ
、
そ
の
場
合
、「
言
葉
に
対
す
る
見
方
」
に
過
ぎ
な
い
も
の
を
指
し
て
、
そ
れ
を

そ
の
時
代
の
「
知
の
構
成
」
の
源
泉
で
あ
る
と
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
仮
説

の
大
胆
さ
と
面
白
味
は
随
分
と
そ
ぎ
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

そ
こ
で
な
の
だ
が
、
フ
ー
コ
ー
の
こ
う
し
た
分
析
を
史
的
実
証
性
か
ら
引
き
離
し

て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
れ
ば
、
彼
の
言
う
古
典
主
義
時
代
と
い
う
も
の

が
、
凡
時
的
に
、
言
語
に
と
っ
て
の
「
古
き
良
き
時
代
」
で
あ
る
と
想
定
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。
は
じ
め
は
言
葉
と
世
界
が
一
緒
に
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
完
全
な
対
応

が
あ
っ
た
。言
葉
を
知
る
こ
と
は
世
界
を
知
る
こ
と
と
そ
の
ま
ま
つ
な
が
っ
て
い
た
。

言
葉
で
表
す
こ
と
の
で
き
な
い
世
界
が
あ
る
と
い
う
苦
悩
を
感
じ
る
こ
と
な
ど
あ
る

は
ず
も
な
か
っ
た
。
だ
が
、
や
が
て
、
不
幸
に
も
言
葉
そ
の
も
の
が
、
世
界
か
ら
分

離
し
て
現
れ
て
く
る
。
す
る
と
、
人
は
言
葉
に
疑
問
を
抱
き
、
言
葉
に
よ
る
表
現
に

苦
悩
す
る
。
言
葉
の
向
こ
う
側
に
こ
そ
真
理
が
あ
る
と
い
う
思
い
が
強
い
ほ
ど
苦
し

み
は
一
層
ひ
ど
く
な
る
。
こ
う
し
た
移
行
を
、
言
葉
の
楽
園
と
、
そ
こ
か
ら
の
追
放

と
い
う
失
楽
園
に
も
似
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
喩
え
て
み
た
い
。
追
放
が
も
た
ら
し
た
も

の
は
、
言
葉
に
対
す
る
不
信
や
懐
疑
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
言
語
学
は

存
在
し
な
い
。
こ
の
楽
園
を
言
語
学
は
ど
う
扱
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

言
語
に
つ
い
て
の
理
論
は
数
多
く
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
共
通
し
た
前
提
が
あ
る
よ

う
に
思
う
。
言
葉
を
対
象
と
し
て
思
索
す
る
に
は
、
ま
ず
、
言
語
と
非
言
語
か
ら
成

る
世
界
が
個
々
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
。
次
に
、
言
葉
の
意
味
と
い
う
も
の
が
、

言
葉
そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
程
度
は
存
在
す
る
と
思
う
こ
と
。
後
者
に
お
い
て
、
言

葉
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
も
の
が
、
言
葉
の
内
部
で
完
結
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
は
、

非
言
語
的
な
世
界
と
の
交
渉
を
必
要
と
す
る
の
か
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
大
き
な
問
題

な
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
、
こ
う
し
た
二
重
化
（
言
葉
／
事
物
、
表
象
／
被
表
象
）

を
通
し
て
し
か
こ
の
学
問
は
生
じ
な
い
。
言
語
学
は
根
底
に
お
い
て
い
つ
で
も
、「
な

に
か
」
と
「
な
に
か
」
の
対
応
を
問
う
て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
問
い
を
続
け
る
こ
と

が
、
こ
の
学
問
の
自
律
性
を
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
維
持
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

事
実
、
こ
う
し
た
対
応
関
係
を
築
く
と
い
う
努
力
を
通
し
て
、
言
語
学
自
身
は
多

く
の
原
理
を
獲
得
し
た
。
言
語
学
が
言
語
に
与
え
た
自
律
性
、
内
的
関
係
性
、
不
連

続
性
、
体
系
性
な
ど
は
ど
れ
も
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
、

こ
の
成
果
の
裏
に
は
大
き
な
喪
失
が
あ
る
の
だ
。
支
払
っ
た
代
価
は
決
し
て
見
過
ご

せ
な
い
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
。
で
は
い
っ
た
い
言
語
学
は
、
な
に
を
得
て
、
な
に
を

失
っ
た
と
い
う
の
か
。

一　

言
語
学
が
捨
て
た
も
の

　

言
語
学
が
形
相form

e

と
実
質substance

を
区
別
す
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し

い
。以
来
こ
の
二
つ
の
水
準
を
混
同
す
る
こ
と
は
一
貫
し
て
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
き
た
。

言
語
は
形
相
で
あ
っ
て
実
質
で
は
な
い
、
と
い
う
公
準
か
ら
は
差
異
、
恣
意
性
、
体

系
に
つ
い
て
の
多
く
の
帰
結
が
導
か
れ
る
。
ル
イ
ス
・
プ
リ
エ
ト
は
、
自
然
科
学
と

ATBKIY044T2鈴木隆.indd   13ATBKIY044T2鈴木隆.indd   13 10.3.1   5:34:52 PM10.3.1   5:34:52 PM



14

跡見学園女子大学文学部紀要　第 44 号　2010

言
語
学
の
原
理
の
違
い
を
強
調
す
る
。
自
然
科
学
は
物
的
現
実
に
対
し
て
の
新
た
な

認
識
が
、
古
い
認
識
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
を
学
の
旨
と
す
る
が
、
言
語
学
と
い
う

人
間
科
学
で
は
、
最
初
に
あ
っ
た
認
識
が
他
の
認
識
と
交
替
す
る
こ
と
は
な
い
と
言

う
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
こ
の
学
問
領
域
の
対
象
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
物
的
現
実

で
は
な
く
、
物
的
現
実
の
捉
え
方
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
を
検
討
す
る
視
点

と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
同
一
性
だ
か
ら
で
あ
る
。）

5
（

」

　

こ
う
し
て
「
物
的
現
実
」
に
投
射
さ
れ
る
視
点
は
、
事
物
を
切
り
分
け
、
分
節
し
、

形
相
を
生
み
だ
す
と
い
う
力
を
持
つ
が
ゆ
え
に
神
聖
化
さ
れ
る
。
例
え
ば
、「
言
語
学

で
は
あ
る
事
物
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
語
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
事
物
を
存
在
さ
せ
る
の
は
視
点
の
方
だ
か
ら
で
あ
る
。）

6
（

」
と
い
う
ソ
シ
ュ

ー
ル
の
一
節
も
こ
う
し
た
文
脈
で
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
言
語
学
が
物
的
現
実
を
外
側

に
置
き
、
み
ず
か
ら
の
内
的
自
律
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
こ
う
し
た
視
点
と
物
的

現
実
の
二
分
法
が
ま
ず
は
必
要
だ
っ
た
。
言
葉
を
「
も
の
の
見
方
」
と
す
る
こ
と
で
、

は
じ
め
て
言
葉
の
外
に
「
見
ら
れ
る
も
の
」
と
し
て
の
物
的
現
実
を
想
定
で
き
る
か

ら
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
一
方
に
「
も
の
の
見
方
」
と
し
て
の
形
相
が
あ
り
、
一
方
に
「
物
的

現
実
」
と
し
て
の
実
質
が
あ
る
と
す
る
二
分
法
は
、
常
に
望
ま
し
い
状
態
と
し
て
遵

守
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
視
野
を
史
的
に
広
げ
れ
ば
、
こ
う
し
た
現
実
の
二

重
化
を
言
語
思
想
は
そ
う
簡
単
に
は
受
け
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ジ
ェ
ラ

ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
『
ミ
モ
ロ
ジ
ッ
ク
）
7
（

』
の
中
で
、
現
代
の
言
語
学
な
ら
ば
、
形

相
と
実
質
を
分
離
す
る
論
理
の
も
と
に
簡
単
に
切
り
捨
て
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
プ
ラ

ト
ン
（『
ク
ラ
チ
ュ
ロ
ス
』）
か
ら
二
〇
世
紀
に
至
る
ま
で
の
一
連
の
「
ク
ラ
チ
ュ
ロ

ス
主
義
」
の
著
作
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
一
貫
し
て
呈
し
て
い
る
の
は
、
言

語
と
そ
れ
が
表
す
「
事
物
」、「
観
念
」、「
意
味
」
と
の
間
に
は
な
ん
ら
か
の
必
然
性

が
あ
る
と
す
る
考
え
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
恣
意
性
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
実
体
論
（
言
語
は
物
の
名
前
で
あ
る
）、
差
異
の
否
定
（
記
号
は
そ
れ
じ
し
ん

で
意
味
を
持
つ
）、
動
機
づ
け
（
恣
意
性
の
否
定
）
と
い
っ
た
、
後
の
言
語
学
が
異
端

と
す
る
思
想
が
溢
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
子
音
よ
り
も
母
音
、
男
性
形
よ
り
も
女
性

形
、
あ
る
言
語
よ
り
も
他
の
言
語
の
方
が
「
好
ま
し
い
」
と
感
じ
る
感
性
は
、
言
語

外
の
秩
序
に
そ
の
根
拠
を
置
き
、
言
語
を
「
現
実
の
類
似
物
」
で
あ
る
と
見
な
す
限

り
に
お
い
て
恣
意
性
の
否
定
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

た
だ
、
こ
う
し
た
模ミ
モ
ロ
ジ
ッ
ク

倣
的
な
言
語
の
性
質
に
つ
い
て
の
探
求
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
を

始
め
と
す
る
近
代
の
言
語
学
の
出
現
と
と
も
に
急
に
勢
い
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
そ
の
理
由
を
こ
う
説
明
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
恣
意
性
へ
の
ア

ン
チ
テ
ー
ゼ
が
相
手
に
し
て
き
た
の
は
、
言
葉
と
事
物
の
間
の
関
係
で
あ
っ
て
、
二

〇
世
紀
の
は
じ
め
に
言
語
学
が
事
物
を
実
質
と
し
て
言
葉
の
外
に
追
い
や
っ
て
か
ら

は
、
議
論
の
中
心
は
記
号
内
部
の
シ
ニ
フ
ィ
エ
・
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
い
う
形
相
の
水

準
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
。
結
果
、
言
葉
の
模
倣
的
性
格
（
＝
実
質
の
レ
ベ
ル
で
の
反

恣
意
性
）
に
つ
い
て
の
希
望
的
見
方
は
す
っ
か
り
下
火
に
な
り
、
そ
し
て
こ
の
事
実

を
も
っ
て
、
近
代
言
語
学
の
は
じ
ま
り
と
す
る
の
が
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
下
し
た
結
論
で

あ
る
。

　

確
か
に
二
〇
世
紀
の
言
語
学
と
は
、「
体
系
」、「
恣
意
性
」、「
差
異
」、「
価
値
」
な

ど
形
相
の
水
準
で
は
じ
め
て
真
価
を
発
揮
す
る
概
念
が
、
言
語
記
号
の
即
自
的
価
値

の
否
定
を
唱
え
る
徹
底
し
た
関
係
論
で
あ
る
と
い
え
る
。
事
象
は
言
語
の
網
を
投
げ
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か
け
ら
れ
る
こ
と
で
存
在
し
、
そ
の
一
方
で
、
言
語
以
前
の
事
物
は
非
定
形
の
実
質

と
な
り
言
語
の
側
か
ら
の
分
節
化
を
待
つ
だ
け
の
も
の
に
な
る
。

　

し
か
し
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
こ
う
し
た
種
明
か
し
に
も
似
た
結
論
に
は
肩
透
か
し
を

く
っ
た
感
が
ど
こ
か
あ
る
。
そ
う
簡
単
に
言
い
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。
本

当
に
、
二
〇
世
紀
の
言
語
学
は
、
記
号
内
部
の
原
理
の
追
求
だ
け
で
や
っ
て
こ
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。
や
や
先
回
り
し
て
本
音
を
言
え
ば
、
形
相
と
実
質
は
明
確
に
区
別
さ

れ
る
ど
こ
ろ
か
、
実
は
、
多
く
の
原
理
を
交
換
し
合
い
、
排
除
さ
れ
た
と
さ
れ
る
実

質
こ
そ
が
実
は
構
造
主
義
に
至
る
言
語
学
の
発
展
を
培
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

そ
こ
で
ま
ず
は
、
言
語
学
史
上
、
形
相
と
実
質
が
明
確
に
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
を

確
認
し
て
み
た
い
。
プ
ラ
ハ
学
派
の
ト
ゥ
ル
ベ
ツ
コ
イ
は
音
素
を
定
義
す
る
に
あ
た

っ
て
こ
う
言
っ
て
い
る
。

発
声
行
為
の
過
程
で
産
出
、
知
覚
さ
れ
る
個
々
の
音
に
は
、
音
韻
論
上
の
示
差

的
な
個
性
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
多
く
の
個
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
う
し
た
音
が
音
素
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
た
だ
、
そ
う
し
た
音
の
ひ
と
つ

が
、
特
定
の
一
音
素
の
音
韻
的
特
徴
す
べ
て
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
に
お

い
て
、
そ
れ
は
、
音
素
の
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
発
声
行
為
に
よ

っ
て
生
じ
た
言
語
の
音
そ
れ
じ
た
い
が
音
素
に
な
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
音

素
と
い
う
も
の
は
音
韻
論
上
示
差
的
な
特
徴
以
外
の
い
か
な
る
も
の
も
含
ま
な

い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
発
さ
れ
た
言
語
の
音
に
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
言
え
な

い
。
言
語
中
に
現
れ
る
具
体
的
な
音
の
方
こ
そ
が
、
む
し
ろ
音
素
の
単
な
る
物

質
的
象
徴
と
言
う
べ
き
だ
）
8
（

。

　

こ
こ
で
は
音
韻
論
の
常
識
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
音
素
と
は
「
音
韻
的
特
徴
」
の

み
か
ら
構
成
さ
れ
た
単
位
で
あ
る
。
ト
ゥ
ル
ベ
ツ
コ
イ
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
現
実

の
音
が
そ
の
ま
ま
音
素
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
そ
う
し
た
音
は
音
韻
的
特
徴
以
外
の

特
徴
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
語
の
識
別
に
は
参
与
し
な
い
音
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
音
韻
論
は
物
質
的
実
体
、
す
な
わ
ち
実
質
と
み
な
し
て
排
除
す
る
。
し
た

が
っ
て
音
素
は
形
相
の
水
準
に
あ
る
。
言
語
が
「
も
の
の
見
方
」
な
ら
、
音
素
と
は

「
音
の
聞
き
方
」
を
強
制
す
る
装
置
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
音
韻
論
の
体
系
に
と
っ

て
実
在
す
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
音
素
の
方
で
あ
る
。
現
実
の
音
こ
そ
が
、
そ
の
実
現

で
あ
り
象
徴
な
の
で
あ
る
。

　

バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
は
、
音
韻
論
が
音
素
を
得
る
た
め
の
操
作
と
し
て
分
割

segm
entation

と
代
入substitution

を
あ
げ
て
い
る
。「
分
析
の
手
続
き
全
体
は
、

要
素
を
結
合
さ
せ
て
い
る
関
係
を
通
し
て
要
素
を
画
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し

た
分
析
は
、
相
互
依
存
す
る
二
つ
の
操
作
か
ら
成
っ
て
お
り
、
他
の
操
作
す
べ
て
も

こ
れ
ら
に
依
存
し
て
い
る
。）

9
（

」こ
こ
で
分
割
に
よ
っ
て
言
語
単
位
は
そ
れ
以
上
還
元
で

き
な
い
要
素
に
ま
で
分
割
さ
れ
、
そ
の
分
割
の
正
当
性
は
代
入
操
作
に
よ
っ
て
検
証

さ
れ
る
。
音
素
は
ま
だ
終
極
の
単
位
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
音
素
は
さ
ら
に
そ
の

中
に
複
数
の
弁
別
特
徴traits distinctifs

が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
／
ｐ
／

の
中

に
は
「
閉
鎖
性
」、「
両
唇
性
」、「
無
声
性
」
と
い
う
弁
別
特
徴
が
同
時
に
存
在
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
語
や
音
素
と
違
っ
て
連
辞
関
係
を
形
成
し
な
い
が
、
他
の
弁
別
特

徴
を
そ
こ
に
代
入
す
る
こ
と
な
ら
で
き
る
。「
無
声
性
」
の
か
わ
り
に
「
非
無
声
性
」
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（
つ
ま
り
は
「
有
声
性
」）
を
代
入
す
れ
ば
、
音
素
／

ｂ
／

が
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

音
素
／ｐ
／

と
し
て
認
識
さ
れ
る
現
実
の
音
に
は
い
う
ま
で
も
な
く
無
数
の
ヴ
ァ
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
こ
れ
は
／

ｂ
／

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実

に
は
／ｐ
／

と
／

ｂ
／

の
ど
ち
ら
と
も
と
れ
る
音
を
発
声
す
る
こ
と
が
で
き
る
。し
か
し
、

／ｐ
／

・
／

ｂ
／

の
対
立
が
相
手
に
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
生
の
現
実
で
は
な
く
、
形
相

の
網
に
よ
っ
て
掬
わ
れ
た
同
一
性
で
あ
る
。

　

こ
し
た
一
連
の
操
作
を
通
し
て
音
韻
論
は
音
素
の
体
系
を
築
く
。
分
割
と
代
入
と

い
う
代
数
的
操
作
に
よ
っ
て
、
音
素
と
い
う
同
質
的
な
単
位
を
画
定
す
る
こ
と
で
、

音
素
の
体
系
は
内
的
均
質
性
と
完
結
性
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。と
こ
ろ
で
、

こ
う
し
た
操
作
過
程
に
お
い
て
、
音
韻
論
の
体
系
が
体
系
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
た
め

に
は
ど
ん
な
認
識
上
の
操
作
が
あ
っ
た
の
か
。
以
下
で
は
音
韻
論
の
後
継
者
達
の
業

績
を
見
る
こ
と
で
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二　

記
号
学
の
例
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
考
察
若
干

　

音
韻
論
の
原
理
は
、
ひ
と
た
び
軌
道
に
乗
れ
ば
多
く
の
成
果
を
も
た
ら
す
。
関
係

性
の
み
を
基
盤
と
す
る
体
系
は
、
な
に
も
音
素
に
限
っ
た
話
し
で
は
な
い
、
と
い
う

の
が
そ
の
言
い
分
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
講
演
集
に
寄

せ
た
序
文
は
、
そ
う
し
た
展
開
を
示
唆
し
て
い
る
。

構
造
言
語
学
が
私
に
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
多
様
な
諸
項
に
ま
ど
わ
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
そ
れ
ら
諸
項
を
結
び
合
わ
せ
て
い
る
、
よ
り
単
純
な
、
よ
り
理
解
し

や
す
い
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。[

…]

今
日
、
歳
月
の
経
過
と
と
も
に
、
私
に
は
、
き
わ
め
て
強
い
感
銘
を
受
け
た
こ

れ
ら
の
講
義
の
主
題
が
か
つ
て
な
い
ほ
ど
よ
く
わ
か
る
。
音
素
、
近
親
婚
の
禁

止
と
い
っ
た
概
念
が
ど
れ
ほ
ど
混
質
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
私
が
後
者
に
つ

い
て
い
だ
く
よ
う
に
な
っ
た
考
え
方
は
、
言
語
学
者
が
前
者
（
＝
音
素
）
に
与

え
た
役
割
か
ら
着
想
を
得
て
い
る

）
10
（

。

　
「
言
語
学
者
が
音
素
に
与
え
た
役
割
」
に
よ
っ
て
、
音
素
の
原
理
は
言
語
学
の
領
域

か
ら
解
き
放
た
れ
る
。
混
質
的
な
事
象
の
中
に
、
体
系
化
さ
れ
た
も
の
を
見
極
め
よ

う
と
す
る
意
志
に
と
っ
て
こ
れ
ほ
ど
利
用
し
や
す
い
原
理
は
な
い
。
音
素
に
と
っ
て

の
弁
別
特
徴
が
あ
る
よ
う
に
、
他
の
体
系
に
も
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
が
あ
る
は
ず

だ
と
推
察
す
る
こ
と
は
そ
う
突
飛
な
発
想
で
は
な
い
は
ず
だ
。

　

近
親
婚
の
禁
止
が
人
類
に
と
っ
て
か
な
り
の
程
度
ま
で
普
遍
的
な
の
は
、
そ
こ
に

親
族
の
関
係
性
に
基
づ
く
普
遍
的
な
原
理
が
あ
る
は
ず
だ
。
そ
う
考
え
た
レ
ヴ
ィ
＝

ス
ト
ロ
ー
ス
は
親
族
関
係
を
婚
姻
と
い
う
視
点
か
ら
再
構
成
す
る
。
そ
れ
ま
で
言
わ

れ
て
き
た
よ
う
な
風
俗
、
モ
ラ
ル
、
遺
伝
へ
の
懸
念
な
ど
は
ど
れ
も
共
同
体
ご
と
の

多
様
性
、
個
別
性
に
振
り
回
さ
れ
て
ば
か
り
で
普
遍
的
な
説
明
原
理
と
は
な
ら
な
か

っ
た
。
つ
ま
り
、
共
同
体
が
婚
姻
に
つ
い
て
呈
す
る
文
化
的
、
社
会
的
多
様
性
は
、

音
韻
論
が
切
り
捨
て
て
み
せ
る
「
実
質
」
で
し
か
な
い
。
婚
姻
関
係
の
普
遍
的
規
則

を
構
造
か
ら
演
繹
し
た
い
と
望
む
な
ら
、現
実
の
音
か
ら
実
質
を
排
除
す
る
よ
う
に
、

共
同
体
か
ら
「
実
質
」
を
捨
て
て
、
婚
姻
の
是
非
を
司
る
「
単
純
な
基
準
」
を
見
つ

け
る
必
要
が
あ
る
。
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そ
こ
で
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
「
女
性
交
換
の
有
無
」
と
い
う
二
項
対
立
の
基

準
を
見
い
だ
し
た
。
こ
れ
は
婚
姻
と
い
う
混
質
的
事
象
を
「
弁
別
特
徴
」
に
ま
で
還

元
し
た
と
言
え
よ
う
。
女
性
を
外
か
ら
も
ら
う
か
わ
り
に
、
そ
の
代
償
と
し
て
、
身

内
の
女
性
は
外
に
嫁
が
せ
る
。
交
換
さ
れ
る
も
の
は
、
交
換
さ
れ
て
は
じ
め
て
価
値

を
生
じ
る
。
交
換
を
伴
わ
な
い
近
親
婚
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
忌
避
さ
れ
る
と
い
う

の
が
こ
の
規
則
の
根
底
に
あ
る
「
交
換
価
値
」
の
原
理
で
あ
る
。
こ
れ
は
構
造
主
義

の
成
功
例
の
最
た
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
あ
る
が
ま
ま
の
親
族
関
係
は
、
切
り
分
け

ら
れ
切
り
捨
て
ら
れ
る
こ
と
で
、婚
姻
に
と
っ
て
関
与
的
特
徴
の
み
を
露
わ
に
す
る
。

　

さ
て
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
発
見
し
た
規
則
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
間
違
い
で

あ
る
と
弾
劾
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
実
を
言
う
と
そ
の
余
地
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て

い
な
い
。
た
だ
し
そ
れ
は
こ
の
理
論
が
普
遍
的
に
正
し
い
か
ら
で
は
な
く
、「
ど
ん
な

子
供
も
男
が
連
れ
て
き
た
女
か
ら
生
ま
れ
る
」と
い
う
彼
の
前
提
に
立
っ
た
時
点
で
、

も
う
こ
の
結
果
は
見
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
音
素
／ｐ
／

と
／

ｂ
／

の
対

立
の
分
析
を
は
じ
め
る
時
点
で
、
す
で
に
こ
の
二
つ
の
音
が
最
小
の
違
い
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
の
と
同
じ
し
か
け
が
施
さ
れ
て
い
る
。
音
素

の
対
照
（
＝
前
提
）
と
対
立
（
＝
結
論
）
は
弁
証
法
的
プ
ロ
セ
ス
で
は
な
く
、
双
方

が
お
た
が
い
を
冗
長
的
に
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
修
辞
的
操
作
に
よ
っ
て
前
提
と
結

果
に
分
離
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
女
性
の
交
換
」
と
い
う
弁
別
特
徴
は
先
の
前

提
の
な
か
に
す
で
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
自
己
完
結
性
こ
そ

が
こ
の
体
系
が
体
系
的
で
あ
る
こ
と
を
支
え
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
の
例
と
し
て
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
『
モ
ー
ド
の
体
系
』
を
あ
げ
る
。
副

題
に
「
そ
の
言
語
表
現
に
よ
る
記
号
学
的
分
析
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
バ
ル
ト

は
、「
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
記
号
学
と
い
う
名
称
に
よ
っ
て
め
ざ
し
て
い
た
記
号
に
つ
い
て

の
一
般
科
学

）
11
（

」
か
ら
着
想
を
得
て
、
モ
ー
ド
雑
誌
中
に
あ
る
言
語
、
す
な
わ
ち
モ
ー

ド
事
象
を
語
る
言
述
の
分
析
を
試
み
る
。「
こ
の
ロ
ン
グ
カ
ー
デ
ィ
ガ
ン
は
、
裏
地
な

し
な
ら
大
人
び
て
見
え
ま
す
が
、
リ
ヴ
ァ
ー
シ
ブ
ル
な
ら
コ
ミ
カ
ル
な
印
象
に
な
り

ま
す
。」
と
い
う
モ
ー
ド
言
述
中
の
語
彙
は
、
先
に
示
し
た
音
韻
論
上
の
操
作
（
分

割
・
代
入
・
置
換

）
12
（

）
を
施
し
う
る
単
位
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。「
裏
地
な

し
」「
リ
ヴ
ァ
ー
シ
ブ
ル
」
と
い
う
服
の
形
状
を
表
す
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
置
換
可
能

な
単
位
で
あ
る
と
同
時
に
、「
大
人
び
た
」、「
コ
ミ
カ
ル
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い

る
。
こ
の
時
点
で
「
裏
地
な
し
／
大
人
び
た
」
は
一
つ
の
記
号
（
シ
ー
ニ
ュ
）
と
し

て
の
資
格
を
得
る
。
片
方
に
は
、
形
態
、
物
質
、
色
と
い
っ
た
衣
服
に
関
す
る
特
徴
、

も
う
一
方
に
は
「
大
人
び
た
」、「
コ
ミ
カ
ル
」
と
い
っ
た
性
格
的
な
特
徴
の
他
に
「
週

末
」、「
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
」
な
ど
、
状
況
、
職
業
、
気
分
な
ど
が
入
る
。
そ
こ
で
前
者

を
記
号
表
現
（
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
）、
後
者
を
記
号
内
容
（
シ
ニ
フ
ィ
エ
）
と
見
な
す
な

ら
、
そ
れ
は
ま
さ
に
記シ
ー
ニ
ュ号

で
あ
り
、
こ
の
記
号
が
集
合
す
る
場
こ
そ
が
モ
ー
ド
の
体

系
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

モ
ー
ド
言
述
は
モ
ー
ド
独
自
の
文
法
に
従
う
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
現
実
の
服
装
か

ら
の
統
辞
的
制
約
で
あ
る
。
帽
子
を
同
時
に
二
つ
は
被
れ
な
い
し
、
ポ
ケ
ッ
ト
の
あ

る
マ
フ
ラ
ー
も
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
そ
こ
に
は
決
定
的
な

「
弁
別
特
徴
」
が
恒
常
的
に
存
在
す
る
。
そ
れ
は
特
定
の
モ
ー
ド
言
述
が
「
モ
ー
ド
で

あ
る
か
否
か
」、
つ
ま
り
は
、
そ
こ
で
言
葉
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
服
装
が
現
実
に

「
流
行
っ
て
い
る
か
否
か
」
と
い
う
二
項
対
立
の
原
理
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
特
定
の
モ

ー
ド
の
表
現
単
位
を
「
モ
ー
ド
で
あ
る
か
否
か
」
と
い
う
弁
別
特
徴
の
ふ
る
い
に
か
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け
、
そ
こ
を
通
過
す
る
言
語
表
現
の
み
を
相
手
に
し
て
い
る
。
モ
ー
ド
の
体
系
と
は

こ
う
し
た
共
通
の
「
モ
ー
ド
」
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
持
つ
成
員
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
。

　

も
ち
ろ
ん
モ
ー
ド
言
述
は
そ
れ
が
文
法
的
に
ど
う
あ
ろ
う
と
も
言
語
と
し
て
の
要

件
を
満
た
し
て
お
り
、
こ
れ
が
言
語
の
体
系
の
一
部
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な

い
。
た
だ
、
モ
ー
ド
体
系
＝
言
語
体
系
と
い
う
こ
の
時
点
で
分
析
を
止
め
て
し
ま
う

と
、
モ
ー
ド
体
系
は
少
し
も
体
系
的
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
言
語
は
モ
ー
ド
に

比
べ
れ
ば
は
る
か
に
体
系
的
で
は
な
い
か
ら
だ
。
そ
も
そ
も
言
語
体
系
と
そ
っ
く
り

そ
の
ま
ま
重
な
る
よ
う
な
記
号
体
系
を
想
定
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
バ
ル
ト
に
と
っ

て
は
な
ん
の
面
白
味
も
な
い
。
モ
ー
ド
体
系
が
、
言
語
体
系
以
上
に
体
系
的
に
見
え

る
の
は
、
こ
れ
が
現
実
の
服
装
か
ら
の
制
約
、
制
限
に
よ
っ
て
、
言
語
の
上
に
乗
っ

か
っ
た
、
非
常
に
限
ら
れ
た
数
の
項
か
ら
な
る
疑
似
体
系
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
項
ど
う
し
の
関
係
性
が
極
め
て
直
接
的
、
相
互
的
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

音
韻
体
系
の
性
質
を
根
幹
に
す
え
る
構
造
言
語
学
の
原
理
を
、
差
異
、
価
値
、
体

系
を
扱
う
さ
ま
ざ
ま
な
他
の
記
号
体
系
に
応
用
で
き
る
こ
と
は
わ
か
っ
た
。
た
だ
、

こ
こ
で
改
め
て
問
い
た
い
の
だ
が
、
こ
う
し
て
拡
大
す
る
記
号
論
理
が
も
た
ら
し
た

所
産
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
多
く
の
事
象
が
、
実
は
、
言
語
の
よ
う
な

0

0

0

0

0

0

価
値
体
系

を
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
確
か
に
、
音
素
、
婚
姻
、
モ
ー
ド
言
述
は
一

見
そ
う
振
る
舞
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
実
際
、
こ
う
し
た
記
号
論
理
を
他

の
様
々
な
体
系
に
適
応
す
る
だ
け
の
無
難
な
記
号
論
は
い
く
ら
で
も
あ
っ
た
。
こ
の

辺
で
そ
ろ
そ
ろ
気
づ
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
た
ら
さ
れ
た
成
果
が
あ
ま

り
に
膨
れ
あ
が
っ
た
後
で
は
遅
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
見
て
き
た
記
号
論

の
ひ
と
つ
と
し
て
、
そ
の
中
心
に
あ
る
は
ず
の
言
語
の
性
質
に
つ
い
て
問
う
て
い
た

も
の
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
言
語
と
記
号
一
般
の
隠
喩
関
係
は
そ
れ
ほ
ど
ま
に
押
し

進
め
ら
れ
、
ほ
と
ん
ど
忘
れ
さ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
忘
却
の
プ
ロ
セ
ス
の

出
発
点
に
は
言
語
と
音
韻
論
の
た
だ
な
ら
ぬ
接
近
が
あ
る
。
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
は

次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

記
号
の
総
体
は
、
こ
れ
を
分
析
に
服
せ
し
め
る
た
め
に
は
、
一
つ
の
完
結
な
体

系
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
音
韻
論
の
水
準
に
お
い
て

は
明
ら
か
で
あ
る
。
音
韻
論
と
は
、
一
定
の
言
語
の
も
つ
種
々
の
音
素
の
有
限

的
な
目
録
を
作
成
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
語

彙
の
水
準
に
お
い
て
も
真
実
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
一
言
語
的
辞
書
が
示
し

て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
水
準
は
な
る
ほ
ど
広
大
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
無
限
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る

）
13
（

。

　

関
係
し
合
う
諸
項
か
ら
な
る
体
系
は
「
無
限
で
は
な
い
」
限
り
に
お
い
て
「
閉
じ

て
い
る
」
と
見
な
さ
れ
る
。「
完
結
な
体
系
」
と
は
、
そ
こ
で
は
全
成
員
の
関
係
が
、

そ
の
気
に
な
れ
ば
ご
く
単
純
な
対
立
に
還
元
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
い

る
。
純
粋
性
、
均
質
性
、
客
観
性
と
い
う
言
葉
で
こ
の
体
系
を
形
容
し
た
く
な
る
の

も
、
そ
こ
で
は
諸
項
の
存
在
じ
た
い
の
個
性
は
捨
て
ら
れ
、
体
系
全
体
を
律
す
る
単

純
な
基
準
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
は
演
繹
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
構
造
言
語
学
が
理
想
と

し
た
の
は
、
み
ず
か
ら
の
記
号
論
理
を
正
当
化
し
、
よ
り
強
固
に
す
る
こ
う
し
た
言

語
で
あ
っ
た
。
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後
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ム
の
立
場
か
ら
は
こ
う
し
た
言
語
観
は
到
底
我
慢
で
き
る

も
の
で
は
な
い
。
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
は
『
千
の
プ
ラ

ト
ー
』
の
中
で
、
構
造
言
語
学
が
措
定
す
る
体
系
の
内
的
均
質
性
を
批
判
し
て
次
の

よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

言
語
学
が
、
音
韻
論
、
形
態
論
、
構
文
的
定
数
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
限
り
、
そ

れ
は
言
表
を
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
、
言
表
行
為
を
主
体
に
結
び
つ
け
、
ア
レ
ン
ジ

メ
ン
ト
を
と
ら
え
そ
こ
ね
、
状
況
を
外
部
に
追
い
出
し
、
言
語
を
そ
れ
自
身
に

閉
じ
こ
め
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
を
残
滓
に
し
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
う
で
は
な

く
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
は
、
外
的
状
況
だ
け
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
、
言
語
が
自
身
に
閉
じ
こ
も
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
内
的
理
由
と
な
る
よ
う

な
、
表
現
や
言
表
行
為
の
変
数
を
出
現
さ
せ
る
の
だ
。
バ
フ
チ
ン
の
言
う
よ
う

に
、
言
語
学
が
定
数
を
抽
出
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
一
つ
の
単
語
が
い
か

に
し
て
完
全
な
言
表
行
為
を
形
成
す
る
か
を
決
し
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
）
14
（

。

　

こ
こ
で
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
が
支
持
す
る
バ
フ
チ
ン
の
言
語
哲
学）

15
（

の
基
本
原
理

を
バ
フ
チ
ン
の
著
作
を
参
照
し
つ
つ
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
い
え
る
。
⑴
意
識
は

ど
れ
ほ
ど
内
的
な
も
の
で
あ
れ
、
記
号
と
し
て
し
か
表
現
さ
れ
な
い
。
⑵
記
号
の
意

味
は
常
に
自
分
と
他
者
と
の
あ
い
だ
で
決
ま
る
。
⑶
し
た
が
っ
て
、
意
識
＝
記
号
と

は
、
ど
れ
ほ
ど
個
人
の
中
に
あ
る
よ
う
に
見
え
て
も
社
会
的
な
所
産
で
あ
る
。
こ
れ

は
記
号
の
体
系
内
価
値
を
絶
対
視
す
る
考
え
方
に
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
思
想
で
あ

る
。
バ
フ
チ
ン
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
ラ
ン
グ
を
西
洋
の
抽
象
的
客
観
的
言
語
論
の
到

達
点
と
し
て
批
判
す
る
。
言
語
は
均
質
的
体
系
内
に
留
ま
っ
て
い
る
限
り
な
に
も
意

味
し
な
い
。
意
味
が
決
定
さ
れ
る
の
は
、
社
会
と
の
「
交
通
」
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
、
自
分
と
は
違
う
や
り
方
で
そ
の
言
語
を
用
い
る
他
者
と
の
偏
差
、
バ
フ
チ

ン
自
身
の
言
葉
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
階
級
闘
争
」
の
中
で
決
ま
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
両
者
の
言
語
哲
学
の
優
劣
に
つ
い
て
言
及
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
、

こ
う
し
た
言
語
観
の
違
い
を
、
い
わ
ゆ
る
構
造
主
義
か
ら
ポ
ス
ト
構
造
主
義
へ
の
移

行
と
解
し
て
は
話
し
が
つ
ま
ら
な
く
な
る
。問
い
た
い
こ
と
は
そ
れ
と
は
別
に
あ
る
。

い
っ
た
い
、
彼
ら
が
構
造
言
語
学
を
指
し
て
言
う
と
こ
ろ
の
「
言
語
を
そ
れ
自
身
に

閉
じ
こ
め
る
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。
構
造
主
義
の
言
語
観
を
批
判
す
る
に

あ
た
っ
て
、
そ
れ
と
対
極
に
あ
る
言
語
哲
学
を
ぶ
つ
け
た
と
こ
ろ
で
ど
う
に
も
な
ら

な
い
。
必
要
な
の
は
、
そ
も
そ
も
構
造
主
義
の
こ
う
し
た
言
語
思
想
の
源
を
つ
き
と

め
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
構
造
言
語
学
が
自
ら
の
言
語
思
想
を
作
り
上
げ

る
に
際
し
て
、
言
語
じ
た
い
を
見
つ
め
ず
に
他
の
思
考
の
様
式
に
言
語
を
準
え
て
い

る
こ
と
は
、
ど
う
や
ら
間
違
い
が
な
い
か
ら
だ
。
彼
ら
の
言
語
観
は
自
前
の
も
の
で

は
な
い
の
だ
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
向
け
た
批
判
も
「
言
葉
で
は
な
い
も
の
」
を

相
手
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
実
質
／
形
相
の
対
立
概
念
を
巧
み
に
利
用
し

て
、
緊
密
な
関
係
性
か
ら
成
る
音
韻
体
系
を
作
り
あ
げ
る
原
理
を
提
供
し
て
い
る
知

の
様
式
を
問
う
必
要
が
あ
る
。

　

で
は
、
構
造
言
語
学
の
出
発
点
と
な
っ
た
音
素
の
抽
出
を
支
え
る
原
理
は
ど
こ
か

ら
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
ず
言
え
る
こ
と
は
、
そ
の
基
軸
と
な
っ
た
二
項
対
立
の
原

理
は
、
言
語
に
内
在
す
る
原
理
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
音
素
ど
う
し
が
対
立
す
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る
の
と
同
じ
よ
う
に
対
立
し
合
う
特
定
の
二
語
な
ど
、
ど
ん
な
言
語
の
中
に
も
あ
り

は
し
な
い
。
モ
ー
ド
の
語
彙
が
そ
う
見
え
る
の
は
、
こ
れ
が
狭
い
モ
ー
ド
体
系
の
中

で
窒
息
し
た
語
彙
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
言
語
と
は
異
質
の
数
理
的

原
理
で
括
ら
れ
る
思
考
様
式
で
あ
る
。
構
造
言
語
学
か
ら
始
ま
る
記
号
学
を
支
え
た

の
は
、
分
離
、
抽
出
、
分
析
、
抽
象
を
得
手
と
す
る
非
言
語
的
、
さ
ら
に
言
え
ば
記

号
的
な
も
の
の
見
方
な
の
で
あ
る
。
言
語
そ
の
も
の
か
ら
は
、
こ
う
し
た
発
想
が
出

て
く
る
余
地
は
な
い
。

　

先
の
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
結
論
が
つ
ま
ら
な
い
と
感
じ
た
本
当
の
理
由
は
こ
こ
に
あ

る
。
彼
の
言
う
こ
と
に
反
し
て
、
近
代
の
言
語
思
想
は
、「
実
質
」
を
捨
て
き
れ
て
い

な
い
。
確
か
に
言
語
学
は
言
語
を
形
相
と
実
質
の
水
準
に
分
け
る
こ
と
で
関
係
し
合

う
諸
項
が
共
存
す
る
体
系
を
得
た
。
そ
こ
ま
で
は
い
い
。
し
か
し
こ
の
均
質
的
体
系

こ
そ
が
、
言
語
に
の
し
か
か
る
新
た
な
実
質
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
ど
ん
な

に
言
語
に
似
て
い
て
も
言
語
と
は
違
う
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
ら
が
排
除
す
べ
き

だ
と
一
貫
し
て
主
張
し
た
実
質
の
真
っ
直
中
に
い
る
。
そ
こ
で
言
語
の
こ
と
を
す
っ

か
り
忘
れ
て
、
彼
ら
の
実
質
が
提
供
す
る
記
号
論
理
に
よ
っ
て
、
せ
っ
せ
と
記
号
学

を
育
ん
で
い
る
。

　

や
が
て
音
韻
論
の
所
産
は
言
語
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

で
導
き
入
れ
た
原
理
は
、
言
語
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、
言
語
そ
の
も

の
を
浸
食
し
は
じ
め
た
。
そ
れ
は
す
ぐ
に
も
言
語
体
系
を
乗
っ
取
り
、
言
語
そ
の
も

の
に
対
す
る
思
索
を
根
絶
や
し
に
し
た
。
あ
と
に
残
る
の
は
、
音
韻
論
の
豊
か
な
地

盤
の
上
に
無
造
作
に
茂
っ
た
記
号
学
ば
か
り
で
あ
る
。
構
造
言
語
学
が
体
系
的
で
あ

ろ
う
と
す
る
努
力
は
、
そ
の
努
力
じ
た
い
に
よ
っ
て
、
構
造
言
語
学
み
ず
か
ら
を
言

語
そ
の
も
の
に
対
す
る
思
索
の
外
側
に
置
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
言
葉
に
と
っ
て
の
実
質
（
＝
内
的
で
は
な
い
も
の
）
に
は
次
の
二
つ
が

あ
る
。

　

実
質
一　

カ
オ
ス
、
事
物
そ
の
も
の
（
で
あ
る
よ
う
な
認
識
）、
純
粋
観
念
。　

　

実
質
二　

数
理
的
秩
序
、
体
系
の
均
質
性
・
客
観
性
、
二
項
対
立
。

　

こ
う
し
た
「
言
語
で
は
な
い
も
の
」
と
言
語
と
の
間
に
は
、
憧
憬
、
嫌
悪
、
交
渉
、

妥
協
、
利
用
、
排
除
と
い
う
様
々
な
関
係
が
生
じ
て
き
た
。
チ
ャ
ン
ド
ス
卿
の
憧
憬

と
と
も
に
あ
っ
た
の
は
実
質
一
で
あ
り
、
こ
れ
を
言
語
学
は
実
質
の
名
の
下
に
排
除

し
た
。
一
方
、
私
た
ち
が
今
対
峙
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
言
語
学
が
作
っ
て
し
ま
っ

た
実
質
二
の
方
で
あ
る
。

三　

記
号
論
理
に
よ
っ
て
「
意
味
」
は
と
ら
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か

　

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
と
バ
ル
ト
が
、
記
号
論
理
の
発
展
を
言
語
で
は
な
い
場
に

求
め
た
の
に
対
し
て
、
グ
レ
マ
ス
は
そ
れ
を
言
語
内
部
の
謎
を
解
く
た
め
に
用
い
よ

う
と
し
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
言
語
学
に
と
っ
て
「
意
味
」
は
い
つ
も
後
回
し
に
さ

れ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
言
語
の
本
質
に
近
い
が
ゆ
え
に
そ
れ
だ
け
厄

介
で
敬
遠
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
問
題
に
ま
で
、
構
造
言
語
学
は
み
ず
か
ら
の
記
号
論

理
を
振
り
か
ざ
し
て
挑
ん
だ
。
グ
レ
マ
ス
の
『
構
造
意
味
論

）
16
（

』
は
、
そ
の
中
で
も
極

め
て
野
心
的
な
試
み
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
今
ま
で
同
様
に
、
音
素
の
対
立
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原
理
を
援
用
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。
音
素
に
と
っ
て
の
弁
別
特
徴
に
相
当
す

る
も
の
を
意
味
に
つ
い
て
も
探
そ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。意
味
の「
基
本
構
造
は
ｓ
vs 

非
ｓ
と
い
う
二
つ
の
意
味
素sèm

e

に
分
節
さ
れ
る
。）

17
（

」
／ｐ
／

・
／

ｂ
／

が
「
有
声
性
」

に
お
い
て
対
立
す
る
の
な
ら
、garçon

「
少
年
」・fi lle

「
少
女
」
は
、「
女
性
性
」
の

意
味
素
の
有
無
に
よ
っ
て
対
立
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
「
表
意
作
用
は
関
係
の
存
在

を
前
提
と
し
て
い
る

）
18
（

」
の
だ
か
ら
、
こ
の
意
味
の
弁
別
特
徴
を
画
定
す
る
作
業
を
続

け
て
い
け
ば
や
が
て
は
「
意
味
の
体
系
」
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
試
み
は
対
立
語
彙
が
比
較
的
単
純
な
う
ち
は
い
い
が
、
そ
れ
ら
の
意
味

を
言
述
中
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
た
ち
ま
ち
困
難
に
直
面
す
る
。
例
え
ば
、

hom
m

e

「
人
間
」・anim

al

「
動
物
」
と
い
う
語
彙
が
「
人
間
性
」
と
い
う
弁
別
特

徴
の
有
無
で
対
立
し
て
い
る
と
し
よ
う
。
そ
こ
でL’hom

m
e n’est pas un ani-

m
al.

「
人
間
は
動
物
で
は
な
い
。」
と
い
う
文
は
、
確
か
に
こ
の
弁
別
特
徴
を
支
持
す

る
か
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、
こ
の
対
立
し
て
い
る
二
語
が
等
式
で

結
ば
れ
る
文
も
ま
た
簡
単
に
成
立
す
る
。L’hom

m
e est un anim

al.
）
19
（

「
人
間
は
動

物
で
あ
る
」
と
い
う
文
は
実
際
ど
こ
も
お
か
し
く
は
な
い
。
も
っ
と
も
こ
れ
を
「
人

間
も
そ
も
そ
も
は
動
物
な
の
だ
よ
」
と
ま
っ
と
う
に
解
し
て
も
い
い
が
、
も
う
少
し

気
を
利
か
せ
て
「
男
っ
て
け
だ
も
の
ね
」
や
「
オ
ト
コ
は
オ
オ
カ
ミ
な
の
よ
」
と
受

け
取
っ
て
も
面
白
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
文
は
、
語
彙
の
レ
ベ
ル
で
は
対
立
す

る
弁
別
特
徴
を
解
消
し
て
し
ま
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
と
、

比
喩
的
意
味
を
持
ち
出
し
た
詭
弁
で
あ
る
、
と
抗
弁
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し

か
し
、hom

m
e

の
意
味
に
つ
い
て
、「
人
間
」
よ
り
も
「
男
」
を
比
喩
的
な
い
し
派

生
的
で
あ
る
と
す
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
を
求
め
よ
う
と
す
る
な
ら
使

用
頻
度
や
語
源
解
釈
に
苦
し
紛
れ
な
が
ら
も
委
ね
る
し
か
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
う

し
た
非
体
系
的
な
要
素
は
、
そ
も
そ
も
構
造
言
語
学
自
ら
が
見
向
き
も
せ
ず
切
り
捨

て
て
き
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

　

他
の
記
号
的
媒
体
で
成
功
を
収
め
た
記
号
論
理
を
も
っ
て
、
言
葉
の
内
部
に
立
ち

入
ろ
う
と
す
る
と
途
端
に
こ
う
し
た
手
痛
い
し
っ
ぺ
返
し
を
く
う
。
も
ち
ろ
ん
、
理

論
に
手
直
し
を
加
え
な
が
ら
当
初
の
試
み
を
続
け
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
そ
ん
な
無
理
を
す
る
よ
り
は
、
そ
も
そ
も
の
前
提
、
す
な
わ
ち
語
の
中
に
意

味
素
が
存
在
し
、
こ
れ
が
他
の
語
の
意
味
素
と
対
立
す
る
、
と
い
う
考
え
方
を
改
め

る
方
が
よ
ほ
ど
傷
は
浅
く
済
む
。
音
素
の
弁
別
特
徴
の
個
々
が
束
に
な
っ
て
当
該
の

音
素
の
同
一
性
を
確
立
す
る
の
と
違
っ
て
、
語
の
意
味
の
中
に
あ
る
と
し
た
意
味
素

が
「
個
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
は
辞
書
な
ど
の
静
的
分
析
環
境
を
お
い
て
他
に
な

い
。
そ
れ
を
も
っ
て
語
の
同
一
性
と
い
う
こ
と
な
ど
あ
ま
り
に
無
茶
で
あ
る
。
畢
竟
、

こ
う
し
た
一
連
の
意
味
を
構
造
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
言
語
を
相
手
に
し
た
と
こ

ろ
で
、「
語
の
意
味
は
文
脈
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
異
な
る
意
味
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
」

と
い
う
従
来
か
ら
の
含
蓄
あ
る
常
識
以
上
の
認
識
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
い
の
で
あ

る
。

四　

記
号
学
と
言
語
学
の
関
係

　

非
言
語
領
域
で
培
わ
れ
た
記
号
論
理
の
言
語
へ
の
進
出
は
、
言
語
を
記
号
一
般
と

同
様
の
も
の
と
見
な
す
こ
と
で
始
ま
っ
た
。
と
は
い
え
、
も
と
を
た
だ
せ
ば
そ
う
し

た
記
号
一
般
は
、
言
語
と
同
様
の
性
質
を
あ
る
程
度
は

0

0

0

0

0

共
有
し
て
い
る
も
の
と
了
解
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さ
れ
る
こ
と
で
記
号
と
し
て
の
生
を
授
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
音
素
は
も
ち

ろ
ん
語
で
は
な
い
。
そ
れ
は
わ
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
音
韻
体
系
が
呈
す
る
言
語

を
は
る
か
に
凌
ぐ
関
係
性
、
均
質
性
、
純
粋
性
を
少
し
で
も
言
語
に
措
定
で
き
る
の

な
ら
、
そ
の
時
私
た
ち
は
言
語
に
つ
い
て
語
る
き
っ
か
け
を
得
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ

う
し
た
論
理
の
循
環
は
、
記
号
学
と
言
語
学
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
相
互

的
包
摂
関
係
を
も
た
ら
す
。

　

⑴
記
号
学
が
言
語
学
を
内
に
含
む
。
言
語
も
記
号
の
一
種
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

⑵
言
語
学
が
記
号
学
を
内
に
含
む
。
記
号
も
言
語
の
一
種
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

記
号
論
は
ひ
と
ま
ず
は
⑵
の
立
場
か
ら
決
意
表
明
を
す
る
。
そ
こ
で
自
分
は
言
語

学
か
ら
着
想
を
得
た
と
は
ば
か
ら
ず
言
っ
て
の
け
る
。
こ
れ
が
記
号
学
の
誕
生
の
瞬

間
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
産
み
落
と
さ
れ
た
記
号
学
は
鬼
子
の
よ
う
に
言
語
学
を

内
側
か
ら
食
い
破
ろ
う
と
す
る
。
成
長
し
た
記
号
学
が
言
語
学
を
圧
倒
す
る
の
に
は

そ
れ
ほ
ど
の
時
間
を
要
し
な
い
。
こ
の
記
号
学
の
勢
い
に
抗
う
言
語
学
と
い
う
も
の

が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
あ
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
ど
ん
な
言
語
学
で
あ
ろ
う
か
。

　

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
記
号
学
は
、
今
ま
で
見
た
構
造
主
義
の
記
号
論
と
同
じ
よ
う
に
始

ま
る
。「
言
語
が
と
に
も
か
く
に
も
記
号
体
系
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
は
っ
き
り
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
な
ら
、
必
要
な
も
の
は
、
記
号
や
そ
の
法
則
が
何
か

を
教
え
て
く
れ
る
よ
う
な
記
号
の
学
問
で
は
な
い
か
。）

20
（

」
た
だ
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
こ
う

言
っ
て
お
き
な
が
ら
も
、「
記
号
の
学
問
」
な
ど
に
真
摯
に
取
り
組
む
素
振
り
す
ら
見

せ
な
い
。
す
る
と
そ
の
矢
先
に
、
彼
の
記
号
学
の
厄
介
な
本
性
が
露
わ
に
な
る
。「
記

号
の
性
質
と
い
う
も
の
は
、
言
語
に
お
い
て
し
か
見
え
て
こ
な
い
し
、
こ
の
性
質
は

誰
も
が
最
も
気
に
か
け
な
い
事
が
ら
で
成
り
た
っ
て
い
る
。）

21
（

」言
語
の
外
で
は
記
号
の

性
質
は
簡
単
に
定
義
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
構
造
言
語
学
は
い
く
ら
で
も
他
の
体
系

に
自
ら
の
記
号
論
理
を
転
嫁
で
き
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
こ
に
あ
る
記
号
と

は
、言
語
と
は
ま
る
で
異
質
の
代
数
的
操
作
に
よ
っ
て
演
繹
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
ん
な
記
号
が
属
す
る
体
系
は
、
ど
ん
な
に
要
素
が
多
く
、
ま
た
ど
れ
ほ
ど
関
係
性

が
複
雑
で
あ
っ
た
と
し
て
も
個
の
集
合
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
記
号
が
言
語
と
違

う
こ
と
な
ど
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
と
っ
て
は
当
た
り
前
の
こ
と
だ
っ
た
。
言
語
を
言
語
た

ら
し
め
て
い
る
も
の
は
、構
造
主
義
者
が
大
事
に
し
て
い
る
原
理
の
中
に
な
ど
な
い
。

「
人
は
細
部
に
細
部
を
い
く
ら
で
も
積
み
重
ね
る
こ
と
が
で
き
、体
系
の
重
圧
を
何
ら

肌
身
に
感
じ
る
こ
と
は
な
い
。）

22
（

」
こ
ん
な
も
の
は
言
語
で
は
な
い
の
だ
。

　

多
く
の
言
語
学
者
が
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
記
号
学
と
言
語
学
の
相
互
的
包
摂
関
係
に
と

ま
ど
い
を
感
じ
、
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
こ
と
で
お
茶
を
濁
し
て
き
た
。
し
か
し
、

ど
ち
ら
を
選
ぼ
う
が
そ
の
選
択
じ
た
い
に
は
た
い
し
た
意
味
は
な
い
。
片
方
の
論
理

の
中
に
も
う
一
方
を
組
み
入
れ
て
安
心
し
き
っ
た
と
こ
ろ
で
ど
う
に
な
る
も
の
で
も

な
い
。
活
路
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
言
語
学
・
記
号
学
の
包
摂
関
係
じ
た
い
の
意
味
を

読
み
取
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

私
た
ち
は
言
語
の
周
囲
を
ぐ
る
ぐ
る
ま
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
心

に
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
言
語
の
性
質
と
位
置
を
決
定
す
る
た
め
に
、
基
礎
的

で
本
質
的
な
性
格
を
内
部
か
ら
掘
り
返
し
た
こ
と
は
私
た
ち
に
は
い
っ
ぺ
ん
も

な
い

）
23
（

。
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だ
か
ら
と
言
っ
て
記
号
論
理
と
き
っ
ぱ
り
と
袂
を
分
か
て
ば
い
い
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
そ
う
し
た
「
言
語
の
周
囲
」
に
あ
る
も
の
こ
そ
が
、
言
語
に
つ
い
て
の
形

象
、
イ
メ
ー
ジ
、
比
喩
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
通
し
て
や
っ
と
私
た

ち
は
言
葉
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
最
善
の
手
段
だ
と

言
う
の
で
は
な
い
。「
誰
も
が
最
も
気
に
か
け
な
い
事
が
ら
で
成
り
た
っ
て
い
る
」
も

の
に
近
づ
く
に
は
そ
う
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
私
た
ち
が
や
ろ
う
と
し
て
き
た
こ
と
は
、
言
語
の
性
質
を
あ
き
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
外
的
な
試
み
、
言
語
な
ら
ざ
る
も
の

を
通
す
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
だ
。
言
語
を
記
号
体
系
（
た
と
え
ば
聾
唖
者
の

言
語
）
に
結
び
つ
け
た
り
、
あ
る
い
は
一
般
的
な
記
号
に
、
さ
ら
に
一
般
的
に

は
価
値
に
、
ま
だ
も
っ
と
一
般
的
に
は
社
会
的
所
産
に
結
び
つ
け
た
り
し
た
の

は
、
そ
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い

）
24
（

。

　

し
か
し
実
際
は
、「
記
号
体
系
」、「
一
般
的
記
号
」、「
価
値
」、「
社
会
的
所
産
」
は

あ
ま
り
に
多
く
の
成
果
を
も
た
ら
し
て
し
ま
っ
た
。
成
功
す
る
の
は
い
つ
も
こ
っ
ち

の
方
ば
か
り
で
あ
る
。
体
系
性
、
関
係
性
が
想
定
さ
れ
る
事
象
に
は
こ
れ
ら
は
極
め

て
有
効
な
操
作
概
念
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
言
語
は
ど
う
し
た
も
の
か
。
時
に
そ
う
思

い
だ
し
、
彼
ら
も
言
語
の
問
題
を
省
み
る
こ
と
が
あ
る
。
多
く
の
成
果
を
引
っ
提
げ

て
、
恩
返
し
し
よ
う
と
訪
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
本
気
で
踏
み
込
む
こ
と

は
決
し
て
な
い
。
知
っ
て
い
る
の
だ
。
外
か
ら
眺
め
る
に
と
ど
め
て
お
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
こ
と
を
。「
言
語
学
に
健
全
に
取
り
く
む
に
は
、
外
側
か
ら
い
く
し
か
な

い
。）

25
（

」
そ
こ
で
も
う
一
歩
内
側
に
踏
み
込
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
か
。
そ
れ
を
や
っ
た
記

号
学
者
や
言
語
学
者
は
驚
く
ほ
ど
少
な
い
。

　

記
号
学
・
言
語
学
の
包
摂
関
係
に
つ
い
て
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
考
え
方
に
親
近
感
を

覚
え
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
一
方
で
は
、
従
来
の
記
号
学
が
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
に

思
え
て
く
る
。
彼
の
意
志
を
継
い
だ
と
さ
れ
る
、
音
韻
論
者
、
記
号
論
者
、
構
造
主

義
者
が
呈
す
る
自
ら
の
体
系
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
さ
ま
が
、
信
者
の
憑
依
状
態
に
さ

え
見
え
て
く
る
ほ
ど
だ
。「
言
語
な
ら
ざ
る
も
の
」
は
言
葉
の
学
問
を
可
能
に
し
た
。

た
だ
し
そ
れ
は
、
こ
れ
が
「
言
語
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
」
で
も
あ
っ
た
か
ら
だ
。

そ
の
あ
い
だ
に
は
「
言
語
の
よ
う
に
見
え
て
は
い
て
も
、
ほ
ん
と
う
は
違
う
も
の
」

と
い
う
わ
ず
か
な
隙
間
が
あ
る
。
も
し
、
言
語
じ
た
い
を
見
つ
め
た
い
と
い
う
の
な

ら
、
そ
こ
を
覗
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
語
学
者
に
課
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
う
い

う
仕
事
で
は
な
い
か
。

五　

言
葉
の
学
問
の
可
能
性

　

こ
れ
ま
で
は
、
記
号
一
般
が
言
語
そ
の
も
の
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返

し
見
て
き
た
が
、
と
こ
ろ
で
、
記
号
一
般
の
ど
う
い
う
性
質
が
言
語
と
異
な
る
と
い

う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
ま
で
の
語
彙
で
説
明
す
る
な
ら
、
数
理
性
、
均
質
性
、（
閉
じ

た
）
体
系
性
、（
密
接
な
）
関
係
性
な
ど
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ

こ
で
、
こ
れ
と
対
極
の
性
質
に
あ
る
の
が
言
語
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
う

ま
い
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
な
ぜ
言
語
を
記
号
一
般
と
同
様
の
も
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の
と
し
て
扱
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
、
そ
こ
に
は
な
に
か
不
都
合
が
あ
る
の
か
、
と

い
う
根
本
的
な
問
題
が
問
わ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
こ
の
問
題
を
考

え
る
こ
と
で
本
稿
を
結
び
た
い
と
思
う
。

　

記
号
一
般
の
性
質
を
考
え
る
上
で
、
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
初
期
の
著
作
で
披

露
す
る
言
語
観
は
興
味
深
い
。
た
だ
し
そ
こ
に
は
ち
ょ
っ
と
し
た
留
保
が
必
要
で
あ

り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
の
言
語
の
位
置
づ
け
は
、
私
た
ち
と
根
本
的
に
異
な
る
。

彼
に
は
言
語
と
記
号
一
般
の
区
別
が
な
く
、
言
語
も
記
号
の
一
種
な
の
で
あ
る
。
念

の
た
め
こ
の
対
立
を
図
式
化
し
て
お
く
。

　

私
た
ち　
　
　
　

言
語　
　
　

対　

言
語
以
外
の
記
号
一
般

　

ベ
ル
ク
ソ
ン　
　

心
的
事
象　

対　

言
語
を
含
む
記
号
的
表
象
す
べ
て

　　

そ
れ
で
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
論
述
を
た
ど
っ
て
い
け
ば
、彼
が
批
判
す
る
言
語
と
は
、

こ
れ
ま
で
私
た
ち
が
見
て
き
た
よ
う
な
記
号
一
般
の
こ
と
を
指
す
こ
と
が
す
ぐ
に
わ

か
る
。
そ
こ
で
の
彼
の
言
葉
は
、
私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
言
語
と
記
号
一
般
に
つ
い
て

対
照
的
に
考
え
て
き
た
こ
と
を
あ
ら
た
な
語
彙
で
敷
衍
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら

に
多
く
の
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。

　

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』
の
中
で
、

言
語
が
心
的
事
象
に
つ
い
て
の
思
考
を
妨
げ
る
と
い
う
。「
欲
望
」
と
い
う
心
的
事
象

を
取
り
上
げ
て
彼
は
言
う
。
人
は
欲
望
の
変
化
を
「
強
い
欲
望
」、「
弱
い
欲
望
」
と

言
葉
で
表
現
す
る
が
、
こ
う
し
た
言
い
方
じ
た
い
が
、「
欲
望
に
は
強
度
が
あ
る
」
と

思
い
こ
ま
せ
て
し
ま
う
。「
欲
望
」
と
い
う
も
の
が
、
あ
た
か
も
質
を
変
え
ず
に
強
度

だ
け
が
変
化
す
る
量
的
な
事
象
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
の
だ
。
結
果
、
こ
の

感
情
は
他
の
諸
感
情
と
並
置
さ
れ
、
心
的
領
域
で
同
一
の
場
所
に
と
ど
ま
っ
た
ま
ま

そ
の
強
度
だ
け
を
増
大
さ
せ
う
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

し
か
し
、
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
と
彼
は
反
問
す
る
。
で
は
、
な
ぜ
、
極
度
の
欲

望
に
見
舞
わ
れ
た
人
は
、
欲
望
と
は
別
の

0

0

0

0

0

0

対
象
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ま
で
と
ま
っ
た

く
違
っ
た
印
象
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
か
。
な
ぜ
、
欲
望
だ
け
で
は
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

、
す
べ
て

の
感
覚
、
観
念
が
変
化
し
た
よ
う
に
感
じ
る
の
か
。
な
ぜ
、
心
の
す
べ
て

0

0

0

0

0

が
欲
望
に

占
め
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
感
覚
に
襲
わ
れ
る
の
か
。
こ
う
し
た
矛
盾
を
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
心
的
事
象
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
解
き
明
か
そ
う
と
試
み
る
。
事
実

は
こ
う
だ
。「
欲
望
が
弱
い
」
と
感
じ
る
時
は
、
こ
の
欲
望
の
感
情
が
他
の
心
的
要
素

に
対
し
孤
立
し
て
い
る
。
反
対
に
、
そ
れ
が
強
く
な
る
と
い
う
の
は
、
欲
望
が
他
の

心
的
要
素
に
浸
透
し
、
そ
れ
ら
を
巻
き
込
み
つ
つ
、
そ
こ
で
質
的
な
変
化
が
お
こ
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
多
く
の
感
情
を
巻
き
込
み
つ
つ
変
化
し
て
い
く
欲
望

は
、
ま
さ
に
、「
多
く
の
感
情
を
巻
き
込
み
つ
つ
変
化
し
て
い
く
欲
望
で
あ
る
」
と
い

う
文
字
通
り
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
も
は
や
「
欲
望
」
と
言
い
う
る
も
の
で
は

な
い
。
そ
れ
は
も
は
や
心
の
全
て
に
浸
透
し
つ
つ
あ
る
情
動
と
い
う
し
か
な
い
も
の

で
あ
る
。

　

間
違
い
の
発
端
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
心
的
事
象
を
考
え
る

に
あ
た
っ
て
、
私
た
ち
が
「
欲
望
」
と
い
う
言
葉
か
ら
出
発
し
た
か
ら
で
あ
る
。

言
語
は
、
愛
情
や
憎
悪
や
、
人
の
心
を
動
か
す
無
数
の
感
情
の
、
客
観
的
で
非

個
人
的
な
面
し
か
定
着
で
き
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
小
説
家
の
才
能
を
、
共
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通
の
領
域
か
ら
感
情
な
り
観
念
な
り
を
引
き
出
す
能
力
に
よ
っ
て
評
価
す
る
。

そ
れ
ら
は
言
語
の
せ
い
で
見
え
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
彼
は
そ
れ
ら
の

生
々
し
い
個
性
を
無
数
に
お
よ
ぶ
細
部
の
描
写
を
並
べ
る
こ
と
で
表
そ
う
と
試

み
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
一
つ
の
運
動
体
の
二
つ
の
位
置
の
あ
い
だ
に
無
限

に
点
を
挿
入
し
て
も
決
し
て
そ
れ
が
通
過
し
た
空
間
を
充
た
す
に
至
ら
な
い
の

と
同
様
に
、
わ
れ
わ
れ
が
話
す
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
、
つ
ま
り
、
わ

れ
わ
れ
は
観
念
を
お
互
い
に
連
合
さ
せ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
観
念
が
相
互
浸
透

を
行
う
か
わ
り
に
並
置
さ
れ
る
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
の
た
め
に
、（
わ

れ
わ
れ
は
）
心
が
感
じ
て
い
る
こ
と
を
全
面
的
に
翻
訳
す
る
こ
と
に
は
失
敗
す

る
。
か
く
て
思
考
は
言
語
を
用
い
て
は
通
訳
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
る

）
26
（

。

　

生
成
変
化
し
続
け
る
こ
と
を
本
性
と
す
る
心
的
事
象
を
「
言
語
」
は
表
す
こ
と
が

で
き
な
い
。「
言
語
は
、
そ
の
動
き
（
＝
意
識
上
の
現
象
）
を
固
定
化
す
る
こ
と
な
し

に
は
そ
れ
を
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
な
い

）
27
（

」
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
こ
こ
で
彼
の
い

う
言
語
（
＝
私
た
ち
の
言
う
記
号
一
般
）
は
な
ん
の
た
め
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
な

に
を
扱
う
に
優
れ
た
道
具
な
の
だ
ろ
う
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
答
え
は
こ
う
で
あ
る
。

「
こ
う
し
た
物
質
的
対
象
の
こ
と
を
語
る
場
合
、わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
見
た
り
そ
れ
に

触
れ
た
り
で
き
る
こ
と
を
暗
に
認
め
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
空
間
の
中
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
そ
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
を
数
え
る
の
に
、
記
号
を

つ
く
り
出
し
た
り
記
号
で
あ
ら
わ
し
た
り
す
る
努
力
は
な
ん
ら
必
要
で
は
な
い
。）

28
（

」つ

ま
り
記
号
は
「
物
質
的
対
象
」
を
扱
う
の
に
好
都
合
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
記
号
は
、
音
素
、
親
族
関
係
、
限
定
さ
れ
た
言
述
の
分
析
に
お
い
て
活
躍
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
相
手
が
「
物
」
な
ら
記
号
は
ど
こ
ま
で
で
も
い
け
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
グ
レ
マ
ス
の
例
で
見
た
よ
う
に
、「
意
味
」
の
分
析
で
は
記
号
論
理
は

あ
ま
り
に
無
力
だ
っ
た
。
そ
れ
は
言
葉
の
意
味
と
い
う
も
の
が
、
言
語
の
本
質
に
近

い
心
的
領
域
で
起
こ
っ
て
い
る
現
象
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
言
葉
が
心
の
現
象
で
あ
る

と
い
う
の
は
、
凡
庸
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
決
し
て
忘
れ
て
は
い
け
な
い
常

識
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
語
批
判
を
た
ど
る
こ
と
で
、
言
語
学
が
記
号
一
般
に

期
待
し
て
き
た
役
割
を
か
な
り
の
程
度
ま
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
構
造
言
語

学
が
み
ず
か
ら
の
体
系
を
形
相form

e

と
称
し
、
空
間
的
ひ
ろ
が
り
を
持
つ
「
物
」

の
集
合
と
し
て
定
義
し
た
の
は
、
記
号
が
物
的
対
象
の
分
析
に
役
立
っ
て
欲
し
い
と

い
う
願
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
は
言
語
も
そ
う
で
あ
っ
て
欲

し
い
と
願
っ
た
の
で
あ
る
。結
果
、言
語
は
記
号
同
様「
数
的
性
質
を
持
っ
た
も
の
」、

「
空
間
内
で
常
に
一
定
の
場
所
を
占
め
る
も
の
」、「
不
動
の
も
の
」
と
い
う
物
質
が
持

っ
て
い
る
性
質
を
背
負
い
込
む
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
ほ
ど
顕
著
な
傾
向
を
示
す
思
考
は
構
造
言
語
学
と
と
も
に
降
っ
て
湧
い
た
わ

け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
人
は
「
物
的
対
象
」
を
扱
う
と
き
に
は
ず
っ
と
そ
う
し
て

き
た
の
だ
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
、
言
語
を
批
判
す
る
の
は
、
彼
の
い
う
言
語
が
「
物
」

を
扱
う
に
は
向
い
て
い
る
が
「
心
」
の
現
象
を
と
ら
え
る
に
は
不
向
き
だ
か
ら
で
あ

る
。
無
論
、
言
語
が
不
要
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
少
し
も
な
い
。
そ
れ
は
「
一
般

の
社
会
生
活

）
29
（

」
を
送
る
上
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
認
識
の
道
具
で
あ
る
。
実
際
の
と

こ
ろ
、私
た
ち
に
と
っ
て
記
号
一
般
が
役
に
立
つ
の
は
こ
の
領
域
に
お
い
て
で
あ
る
。

　

最
後
に
一
言
。
こ
の
頃
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
哲
学
に
お
け
る
言
語
の
無
力
さ
を
ひ
た
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す
ら
責
め
て
い
る
が
、
実
を
言
う
と
彼
の
言
語
に
対
す
る
評
価
は
、
そ
の
後
の
著
作

を
追
う
に
し
た
が
っ
て
ず
い
ぶ
ん
と
変
わ
っ
て
く
る
。
言
葉
も
使
い
よ
う
に
よ
っ
て

は
、
心
的
事
象
を
表
現
で
き
る
と
彼
も
や
が
て
言
う
よ
う
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
今
の

私
た
ち
は
知
っ
て
い
る
。「
言
葉
は
あ
な
た
の
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
よ
」
と
、

若
き
日
の
哲
学
者
に
言
っ
て
や
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
時
、
ど
う
言
っ
た
ら
言
葉

嫌
い
の
彼
を
説
得
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
私
た
ち
の
口
を
つ
い
て
出
る
言
葉
こ

そ
、
私
た
ち
が
言
語
に
つ
い
て
考
え
る
の
を
止
め
な
い
本
当
の
理
由
で
あ
る
よ
う
に

思
う
。

注（
1
） 

ホ
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
著
、
檜
山
哲
彦
訳
、『
チ
ャ
ン
ド
ス
卿
の
手
紙
』、
一
九
九
一
年
、
岩

波
文
庫
、
一
〇
二
頁
〜
一
二
一
頁
。
作
品
発
表
は
一
九
〇
二
年
、
原
題
『
手
紙
』。
岩
波
文

庫
版
巻
末
の
檜
山
哲
彦
氏
の
解
説
を
参
照
。

（
2
） 

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
著
、
渡
辺
一
民
・
佐
々
木
明
訳
、『
言
葉
と
物

│
人
文
科
学
の

考
古
学
』、
一
九
七
四
年
、
新
潮
社
、
一
一
〇
頁
。

（
3
） 

同
書
、
一
一
一
頁
。

（
4
） 

同
書
、
一
〇
三
頁
。

（
5
） 

ル
イ
ス
・
プ
リ
エ
ト
著
、
丸
山
圭
三
郎
・
加
賀
野
井
秀
一
訳
、『
実
践
の
記
号
学
』、
一
九

八
四
年
、
岩
波
書
店
、
一
〇
五
頁
。

（
6
） F. de Saussure, E

crits de linguistique générale, texte établi et édité par Sim
one 

B
ouquet, 2002, G

allim
ard, Paris, p.203. (cité par la suite E

LG
)

前
田
英
樹
編
・

訳
・
著
、『
沈
黙
す
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
』、
一
九
八
九
年
、
書
肆
風
の
薔
薇
、
一
六
七
頁
。
同
書

か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
翻
訳
に
一
部
手
を
加
え
た
。

（
7
） G

érard G
enette, M

im
ologiques—

Voyage en C
ratylie, 1976, Seuil, Paris.  

ジ
ェ

ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
著
、
花
輪
光
監
訳
、『
ミ
モ
ロ
ジ
ッ
ク

│
言
語
的
模
倣
論
ま
た
は

ク
ラ
チ
ュ
ロ
ス
の
も
と
へ
の
旅
』、
一
九
九
一
年
、
書
肆
風
の
薔
薇
。

（
8
） N
. S. T

roubetzkoy, Principes de Phonologies, 1938(1976, 1986), K
lincksieck, 

Paris.

（
9
） E

m
ile B

enveniste, Les niveaux de l’analyse linguistique reprit dans Problèm
e 

de linguistique générale, 1, 1962(1992), p.120.　

バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
著
、
岸
本
通
夫

監
訳
、「
言
語
分
析
の
レ
ベ
ル
」、『
一
般
言
語
学
の
諸
問
題
』
収
録
、
み
す
ず
書
房
、
一
九

八
三
年
、
一
二
九
頁
。
引
用
に
際
し
て
は
翻
訳
に
一
部
手
を
加
え
た
。

（
10
） Préface écrite par C

laude Lévi-Strauss in R
om

an Jakobson, Six leçon sur le 

son et le sens, 1976, E
dition de M

inuit. p.8, p.12.  

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
序
文
。

ロ
マ
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
著
、
花
輪
光
訳
、『
音
と
意
味
に
つ
い
て
の
六
章
』、
二
〇
〇
八
年

（
一
九
九
七
年
初
版
）、
み
す
ず
書
房
。
ま
た
、
本
文
中
で
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
に
言
及
す

る
際
に
は
以
下
の
著
書
も
参
照
し
た
。
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
著
、
荒
川
幾

男
・
小
松
敬
三
・
川
田
順
造
・
佐
々
木
明
・
田
島
節
夫
共
訳
、『
構
造
人
類
学
』、一
九
七
二

年
、
み
す
ず
書
房
。
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
著
、
馬
渕
東
一
・
田
島
節
夫
監

訳
、『
親
族
の
基
本
構
造
』、
一
九
七
八
年
、
番
町
書
房
。

（
11
） 

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
著
、
佐
藤
信
夫
訳
、『
モ
ー
ド
の
体
系

│
そ
の
言
語
表
現
に
よ
る
記

号
学
的
分
析
』、
一
九
七
二
年
、
み
す
ず
書
房
、
五
頁
。

（
12
） 

バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
は
括
弧
内
の
前
の
二
つ
、バ
ル
ト
は
後
の
二
つ
の
用
語
を
用
い
た
。こ

こ
で
は
併
せ
て
括
弧
内
で
示
し
た
。

（
13
） 

ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
著
、「
構
造
、
言
葉
、
出
来
事

│
構
造
主
義
と
言
語
学
」、J.=M

.
ド
ム
ナ
ッ
ク
編
、『
構
造
主
義
と
は
何
か
』、
二
〇
〇
四
年
、
平
凡
社
、
二
八
〇
頁
。

（
14
） G

illes D
eleuze &

 Félix G
uattari, M

ille Plateaux, 1980, M
inuit, Paris, p.104.  

ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
、フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
著
、宇
野
邦
一
監
訳
、『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』、

一
九
九
四
年
、
河
出
書
房
新
社
、p.103.　

引
用
に
際
し
て
は
翻
訳
に
一
部
手
を
加
え
た
。
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（
15
） 

ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
著
、
桑
野
隆
訳
、『
マ
ル
ク
ス
主
義
と
言
語
哲
学

│
言
語
学
に

お
け
る
社
会
学
的
方
法
の
基
本
問
題
』、
一
九
八
九
年
、
未
來
社
。
主
に
第
一
部
と
第
二
部

を
参
照
。

（
16
） 

Ａ
．Ｊ
．グ
レ
マ
ス
著
、
田
島
宏
、
鳥
居
正
文
訳
、『
構
造
意
味
論
』、
一
九
八
八
年
、
紀

伊
国
屋
書
店
。
六
七
頁
ま
で
の
原
理
的
説
明
の
部
分
を
主
に
参
照
し
た
。

（
17
） 

同
書
二
八
頁
。

（
18
） 

同
書
二
〇
頁
。

（
19
） 

こ
の
例
文
は
、加
賀
野
井
秀
一『
オ
ー
ル
リ
ー
ブ
ル
』、朝
日
出
版
社
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
20
） F. de Saussure, D

euxièm
e cours de linguistique générale (1908-1909) d’après 

les cahiers d’A
lbert R

iedlinger, texte établi par E
isuke K

om
atsu, Pergam

on, 

1997, p.7.　

ソ
シ
ュ
ー
ル
著
、
前
田
英
樹
訳
・
注
、『
ソ
シ
ュ
ー
ル
講
義
録
注
解
』、
一
九

九
一
年
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
頁
。
以
下
同
書
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
翻
訳
に
一
部

手
を
加
え
た
。

（
21
） Ibid., p.13.

（
22
） Ibid., p.28.

（
23
） Ibid., p.17.

（
24
） Ibid.

（
25
） E

LG
, p.109.

（
26
） H

enri B
ergson, E

ssai sur les donnés im
m

édiates de la conscience, 1927(1997), 

PU
F, Paris, B

ergson, p.152.   

ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
著
、
平
井
啓
之
訳
、『
時
間
と
自

由
』、
一
九
九
年
、
白
水
社
、p.129. 

同
書
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
翻
訳
に
一
部
手
を
加

え
た
。
ま
た
、
本
文
中
で
は
原
題
の
「
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
」

を
用
い
た
。

（
27
） Ibid., p.120.

（
28
） Ibid., p.122.

（
29
） Ibid., p.120.
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