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イ

ロ

ニ

ー
反
響

・
異
化

・
世
界
創
成

}
、

二
乗

さ

れ

た
ポ

リ

フ

ォ

ニ
ー

二
、

反

響

と

イ

ロ

ニ
ー

の
特

質

三
、

隠

喩

の
解
釈

四
、

イ

ロ
ニ
ー

の
解

釈

五
、

隠

喩

と
イ

ロ
ニ
ー

冖
行

為

の
観
点

か

ら

一
、

二
乗

さ

れ
た
ポ

リ

フ
ォ

ニ
ー

イ

ロ
ニ
ー
と
パ

ロ
デ
ィ
は
兄
弟

の
よ
う
に
よ
く
似
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
も

別
人

で
あ
る
。
し
か
し
他
人
同
士
が

一
つ
の
事
業

に
あ
た
る
よ
う
に
、
こ
の
二

つ
が
入
り
混
ざ

っ
て

一
つ
の
言
語
作

品
を
制
作
す
る
場
合
も
珍
し
く
は
な

い
。

こ
の
点
は
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る

〔、
一。

ま
と
ま

っ
た

一
つ
の
記
号
系

(最
も
単
純
な
例
は
、

↓
つ
の
発
言
で
あ
る
)

が
各
種

の
比
喩
の
形
態
を
同
時
に
奏

で
惹
可
能
性
は
、
な
に
も
こ
う
し
た
例
に

限
ら
れ
な

い
。
メ
タ
フ
ァ
ー
に
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
メ
タ
フ
ァ
ー
は
そ
も
そ

も
字
義
的
な
意
味
と
は
異
な
る
意
味

へ
わ
れ
わ
れ
を
赴
か
せ
る
と

い
う
点
で
、

一
個
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
で
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
に
加
え

て
、
わ
れ
わ
れ
が
到
着

し
た
、
字
義
性
の
原
理
の
支
配
し
な

い
領
土
で
も
、
そ
れ
は
二
重
に
ポ
リ
フ
ォ

二
i

た

り

う

る

の
だ

。

二
乗

さ

れ

た

ポ

リ

フ

ォ

ニ
ー

の
形

態

に

も

、

し

か

し

、

二

つ

の
ケ

ー

ス
を

区

別

で
き

る

だ

ろ

う

。

第

一
の
形

態

は
、

上

述

の
イ

ロ

ニ
ー

と

パ

ロ
デ

ィ

の
結

合

の
よ

う

に

、
「
等

位

の
ポ

リ

フ

ォ

ニ
ー

」
あ

る

い
は

「
よ

こ

の
ポ

リ

フ

ォ

ニ
i

」

で
あ

る
。

い

い
か

え

れ

ば

、

文

脈

の
微

妙
な

ゆ
ら

ぎ

に

呼

応

し

て

、

記

号

系

が

次

々

に
ち

が

っ
た

音

を

奏

で

る

と

い
う

も

の

で
あ

る
。

第

二

の
形

態

は

、
「
階

型

の
ポ

リ

フ

ォ

ニ
i

」

あ

る

い
は

「
た

て

の
ポ

リ

フ

ォ

ニ
ー

」

で
あ

る

。

こ

の
場

A
口
の
比

喩

は

、

ち

ょ
う

ど

多

声

音

楽

で
、

そ

の
高

音

部

と

低

音

部

が

同

時

に
進

行

し

な

が

ら
全

体

と

し

て

一
つ

の
表

現

が
な

さ

れ

る

の

に

似

て

い
る
。

ひ

た

す

ら

曲

に
聴

き

い

っ
て

い
る

と

き

、

あ

ら

ゆ

る

高

さ

の
音

は

渾

然

と

溶

け

あ

っ
て

響

き

渡

る

ば

か

り

だ

。

だ

が

耳

を

澄

ま

せ

ば

、

高

さ

の
違

う

お

の

お

の

の
声

部

を

聞

き

分

け

る

こ
と

が

で
き

る

だ

ろ

う

。

お

な

じ

よ

う

に
、

一
つ
の
比

喩

の
上

に

別

の
比

喩

を

重

ね

ら

れ

る

の
で

あ

る

。

た

と

え

ば

、

幼

児

を

虐

待

す

る

ひ

ど

い
母

親

を

さ

し

て

「
こ

の

お
母

さ

ん

は

ま

っ
た

く

観

音

さ
ま

だ

な

あ
」

と
嘆

息

し

た

と
す

る

。

子
ど

も

の
不

安

を

癒

し

、

ど

ん

な

危

難

か

ら
も

救

っ
て
く

れ

る

慈

悲

深

い
母

は

、

し

ば

し

ば

観

音

に
な

ぞ

ら

え

ら

れ

る
。

観

世

音

菩

薩

、

約

し

て

観

音

、

観

自

在

と

も

い
う

。

大

乗

仏

教

で

民
衆

に

最

も

親

し

ま

れ

た

ポ

ピ

ュ
ラ

ー

な

菩

薩

で
あ

っ
て
、

人

々

の
苦

難

の
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さ
い
に
さ
ま
ざ
ま
に
身
を
変
じ
て
救
済
に
任
じ
る
、
大
慈
大
悲

の
ほ
と
け
と
し

て
信
仰
を
あ

つ
め
た
が
、
た
び
た
び
彫
刻
や
絵
画
の
題
材
に
さ
れ
て
き
た
か
ら
、

そ
の
姿
は
人

の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
だ

ろ
う
。

い
わ
ゆ
る
外
道
の
信
仰
と
か
ら
み

あ

っ
て
三
十
三
観
音
が
生
ま
れ
、
観
音
巡
礼
の
風
が
い
ま
な
お
盛
ん
で
あ
る
こ

と
な
ど
、
こ
の
ほ
と
け
に
つ
い
て
は
言
う

べ
き
こ
と
が
多
い
。
こ
と
ほ
ど
左
様

に
、
わ
れ
わ
れ
が
観
音
の
イ
メ
ー
ジ
を
ご
く
身
近
に
も

っ
て
い
る
点
に
注
意
し

た
い
。
当
面
問
題
は
、
母
の
イ
メ
ー

ジ
と
観
音
の
そ
れ
と
が
固
く
結
び
つ
い
て
・

い
る
事
実
で
あ
る
。
「悲
母
観
音
」
は
成
句
と
な

っ
て
い
る
し
、
具
体
的
な
図
像

な
ら
、
江
戸
か
ら
明
治

へ
日
本
画
を
橋
渡
し
し
た
画
人
、
狩
野
芳
崖
が
描

い
た

名
高

い
作
品
を
見
る
に
し
く
は
な

い
。

そ
の
発
言
は
ま
ず
母
親
を
観
音
に
譬
え
る
隠
喩
を
そ
こ
に
引
き
込
ん
で
い
る
。

(西
洋
で
あ
れ
ば

マ
リ
ア
に
譬
え
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
)
し
か
し
、
こ
の
隠

喩
は

(大
雑
把
に
い
う
と
)
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
単
に
言
及
さ
れ

て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
発
言
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
イ

ロ
ニ
ー
な

の
で
あ

る
。
世
間

に
す
で
に
流
通
し
て
い
・る
命
題

(「母

は
観
音
の
ご
と
く
慈
悲
深

い
」
と
い
っ
た

類
の
常
套

の
イ
メ
ー
ジ
)
を
反
響
す
る
か
ぎ
り
で
、
発
言
は
そ
う
し

た
命
題
に

対
し
侮
蔑
や
批
判

の
態
度
を
示
し
て

い
る
の
だ
。

こ
の
例

に
お
け
る
イ

ロ
ニ
ー
と
隠
喩
の
重
ね
合
わ
せ
を
整
理
し
た

い
。
こ
れ

は

一
次
的
に
は
イ

ロ
ニ
ー
で
あ
り
、
二
次
的
に
は
隠
喩
と
い
う
比
喩
の
か
た
ち

を
と
る
発
言
だ
と

い
え
よ
う
。
確
か
に
そ
こ
に
は
隠
喩
が
引
き
込
ま
れ
て
い
る

が
、
だ
が
そ
れ
は
隠
喩
と
し
て
は
二
次
的
に
生
起
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。

い

い
か
え
れ
ば
、
「
こ
の
お
母
さ
ん
は
ま

っ
た
く
観
音
さ
ま
だ
な
あ
」
を
作
る
語
句

は
命
題
を
語
る
は
た
ら
き
を
な
か
ば
失

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
わ
り
に
、
そ

れ

は

半

透

明

な

文

そ

の
も

の
と

し

て

「
使

用

さ

れ

る
」

こ
と

に
な

っ
た

。

し

た

が

っ
て

こ

の
例

は
、

諺

や

引

用
、

さ

ら

に
呪

文

な

ど

と

な

ら

ん

で
、

文

の
使

用

と

い
う

範

疇

に
含

ま

れ

る

の

だ

(、
v。
.

階

型

の
ポ

リ

フ

ォ

ニ
ー

に

は

こ

れ

と

対

称

的

な

作

り

方

も

あ

る

。

た

と

え

ば

、

一
次

的

に

は
隠

喩

で

二
次

的

に

イ

ロ

ニ
ー

で
あ

る

よ

う

な

発

言

を

考

え

る

こ
と

が

で
き

る
。

諺

の
大

半

が
人

を

く

さ

し

た

り

揶

揄

し

た

り
す

る

、

い
わ

ば

「
口

の
武

器

」

(柳

田

國
男

)

で
あ

る

の
は

、㌔
い

っ
た

い
ど

う

し

て

だ

ろ

う

か
。

背

格

好

の
大

き

な

男

が

仕

事

に

し

く

じ

る

と

き

「
う

ど

の
大

木

柱

に
な

ら

ぬ

」

と

や

っ

つ
け
、

そ

れ

で
相

手

が

気

色

ば

ん

だ

ら

「
な

め

く

じ

に

も

角

が
あ

る

」

な

ど

と

か

ら

か

う

。

こ
れ

ら

の
諺

は

あ

き

ら

か

に

隠

喩

で
あ

る

。

諺

の

は

た

ら

き

は

、

一
口

で

は

言

い
難

い
事

態

を

あ

え

て
簡

明

に

言

い
き

り

、

有

意

性

の
乏

し

い
陳

腐

な

こ

と

が

ら

を

賦

活

す

る

こ
と

、

す

な

わ

ち

わ

れ

わ

れ

の

い
う

「
た

と

、柔
」

.

に
存

し

て

い
る

。

つ
ま

り

相

手

を

人

問

で
あ

り
な

が

ら

同

時

に
う

ど

、

は

た

ま

た

、

な

め

く

じ

で
も

あ

る

よ

う

な

一
種

の
怪

物

へ
仕

立

て
あ

げ

、

そ

の
よ

う

な

怪

物

の
蠢

く

世

界

へ
封

じ

こ
め

よ

う

と

い
う

の

で

あ

る

。

詳

し

く

は

別

の
文

章

の
参

照

を

願

う

こ
と

に

し

て

(三

、
当

面

は

こ
う

し

た

諺

に

ア

イ

ロ

ニ
カ

ル
な

効

果

が
感

知

さ

れ

る

事

実

を

注

目

し

た

い
。

こ

の
効

果

は

ど

こ

か

ら

く

る

の
だ

ろ

う

か

。

問

題

の
ポ

イ

ン
ト

は

、

諺

が

定

型

句

の
使

用

の

形
態

で
あ

る

こ

と

だ

ろ

う

。

こ

の

こ
と

は

、

諺
を

語

る

こ

と

が

つ
ね

に
反

響

を

引

き

い
れ

る

こ

と

を

意

味

す

る
。

諺

は

「
世

問

で
は

こ

の

よ

う

な

場

合

…

…

と

称

す

る

も

の

だ

」

と

い

っ
た

表

立

た

な

い
副

命

題

を

と

も

な

う

と

見

な

せ

る

か

も

し

れ

な

い

〔、
〉
。
八
ち

な

み

に

、
注

意

す

べ
き

は

、
副

命

題

が

諺

の
意

味

作

用

に

寄

与

す

る
仕

方

は

、

諺

の
本

文

が

語

る
内

容

が

そ

う

す

る

仕

方

と

は

異
な

る

と

一4一



い
う
こ
と
で
あ
る
。)
こ
れ
ま
で
の
観
察
に
立

っ
て
予
測
す
る
な
ら
、
こ
こ
に
も

や
は
り
定
型
句
が
代
表
す
る
命
題
に
対
し
話
し
手
が

い
だ
く
否
定
的
な
態
度
が

か
い
ま
み
ら
れ
る
は
ず

で
あ
る
。
実
際
、
そ
う
し
た
態
度
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
な
め
く
じ
の
よ
う
な
小
動
物
が
角
を
ふ
り
あ
げ
る
こ
と
な
ど
痛
く
も

痒
く
も
な

い
と
、
あ
な
ど
り
嗤
う
態

度
に
ほ
か
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
「好

い
天
気
だ
な
あ
」
と

い
う
イ

ロ
ニ
ー
の

一
次
的
生
起
の
例
で
、
〈
好
い
天
気
で
あ
る
〉

と

い
う
命
題
が

(ひ
い
て
は
そ
う
し
た
命
題
の
持
ち
・王
が
.)
批
判
さ
れ
、
あ
な

ど
ら
れ
る
の
と
等
値
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
諺

の
使
用
が
惹
き
起
す
笑

い
は
、

隠
喩
の
指
し
示
す
怪
物
に
起
因
す
る
笑

い
と
、
イ

ロ
ニ
ー
が
か
も
す
笑
い

の
相

乗
効
果
だ
と
い
え
よ
う
。

以
上
に
は
単
に
隠
喩
と
イ

ロ
ニ
ー

に
か
ん
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
等
位
の
ポ
リ
フ

ォ
ニ
ー
と
階
型

の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
を
観
察
し
た
に
す
ぎ
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、

わ
れ
わ
れ
が
目
の
あ
た
り
に
す
る
実
例
に
、
単
純
な
分
析
を
よ
せ

つ
け
な

い
複

雑
さ
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
と

の
複
雑

さ
を
嘆
く
暇
が
あ
る
な
ら
、
そ
の
要
因
を

い
く
ら
か
な
り
と
も
明
ら
か
に
す
る

方
が
大
事
だ
ろ
う
。
複
雑
さ
は
、
比
喩
の
形
態
が
多
種
多
様
で
あ
る
こ
と
に
起

因
す
る
ば
か
り
か
、
ひ
と

つ
の
記
号
系
に
等
位
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
と
階
型
の
そ

れ
と
が
混
在
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
階
型
の
重
ね
か
た
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と

な
ど
に

(あ
る
い
は
、
以
上

の
要
因

の
複
合
に
V
起
因
す
る
。
こ
う
し
た
解
剖

に
よ

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
は
じ
め
て
比
喩

の
複
雑
さ
と
微
妙
さ
と
に
ま
と
も
に

取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
、

反
響

と
イ

ロ
ニ
ー
の
特

質

わ
れ
わ
れ
が
イ

ロ
ニ
ー
か
ら
抽
出
し
た
反
響
ま
た
は
否
定
的
な
示
し
は
、
イ

ロ
ニ
ー
の
必
要
条
件
、

い
わ
ば
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
の

一
部
で
あ
る
。
こ
れ
を
使

っ
て
パ
ロ
デ
ィ
を
制
作
す
る
道
が
あ
る
。
し
か
し
大
半

の
イ

ロ
ニ
ー
は
こ
れ
と

は
違
う
道
筋
を
歩
む
。
擬
態
で
は
説
明
で
き
な
い
イ

ロ
ニ
ー
が
反
響
と
い
う
条

件
だ
け
で
巧
み
に
説
明
さ
れ
る
と
同
時
に
、
イ

ロ
ニ
・i
に
古
く
か
ら
認
め
ら
れ

て
き
た

い
く

つ
も
の
特
質
を
、
反
響
は
ま
た
よ
く
説
明
す
る
。
簡
単
に
後
者
の

点
に

こ
の
部
分
は
も

っ
ぱ
ら
ス
ペ
ル
ベ
ル
を
援
用
し
て
っ。〉

触
れ
て

お
き
た
い
。

ω

イ
ロ
ニ
ー
使
用
の
非
対
称
性

「
い
や
は
や
㌔
天
才
的
な
論
文
だ
な
」
と
発
言
し
て
そ
の
論
文
を
く
さ
す
こ
と

は
で
き
る
が
、
「
い
や
は
や
、
愚
劣
な
論
文
だ
な
」
と
言

い
な
が
ら
、
言
外
に
論

モ

ラ

リ

ズ

ム

文
を
賞
賛
す
る
こ
と
は
ま
ず
不
可
能
で
あ
る

6̂
)
。
イ
ロ
ニ
ー
の
道
徳
主
義
と

い

う
こ
と
が
い
わ
れ
る
。
失
敗
を
皮
肉
り
、
好
か
な

い
奴
、
ば
か
げ
た
考
え
を
軽

侮
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
成
功
、
善
良
な
入
、
す
ば
ら
し

い
考
え
に

つ
い
て

イ

ロ
ニ
ー
を
投
げ

つ
け
る
こ
と
は
、
ま
ず
あ
り
え
な

い
。
こ
う
し
た
非
対
称
性

は
古
典
説
で
は
不
可
解
な
も
の
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。
だ
が
、
反
響
を
中
心
に

据
え
た
見
地
で
は
、
こ
の
件
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
を
お
こ
な
え
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
行
為

の
観
念
は
、
そ
れ
が
失
敗
す
る
と
い
う
可
能
性
よ
り
む
し
ろ

そ
の
成
功
の
可
能
性
と
強
く
連
合
し
て

い
る
も

の
だ
。
ま
た
価
値
判
断
で
は
、

た
い
て
い
卓
越
な

い
し
善
の
規
範

の
ほ
う
が
前
面
に
で
や
す

い
。
ひ
ら
た
く

い
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う
と
、
世
間
に
は
行
動
や
価
値
の
プ

ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
そ

の
反
対
の
イ
メ

ー
ジ
を
押
さ
え
こ
む
か
た
ち
で
流
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
論
文

は
き
ま

っ
て
す
ぐ
れ
た
も

の
、
興
味
あ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
し
、
人

間
は
だ
れ
で
も
善
良
で
あ
る
は
ず
な

の
で
あ
る

(も
と
よ
り
、
こ
れ
は
根
拠
の

な
い
幻
想
に
す
ぎ
な
い
)。
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
規
範
や
善
が
侵
害
さ
れ
た
場
合

に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
で
あ
れ
か
し
と

い
う
嘆
き
と
希
望
と
を
こ
め
て
、
イ

卩
ニ
ー
の
か
た
ち
に
問
題
の
規
範
や
善
を
反
響
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、

マ
イ
ナ
ス
の
規
範
な
り
価
値
な
り
に
言
及
す
る
イ

ロ
ニ

ー
が
金
輪
際
作
れ
な

い
と

い
う
意
味

で
は
な

い
。
た
と
え
ば
、
「
愚
劣
き
わ
ま

る
!
」
と
い
う
発
言
は
、.
た

い
て
い
の
場
合
、
あ
る
論
文
に
対
し
て
文
字
ど
お

り
悪
い
評
価
を
く
だ
す
行
為
に
し
か
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
す
ぐ
れ
た
論

文
を
目
し
て
の
イ

ロ
ニ
ー
に
な
る
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
研
究
者
仲
間
や
世

間
で
、
当
入
が
書
く
論
文
が

い
い
は
ず
が
な

い
と
い
う
命
題
が
循
環
し
て
い
た

の
で
な
く

て
は
な
ら
な

い
。
こ
の
命
題

の
反
響
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
当
の
発
言

は
イ

ロ
ニ
ー
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
・7
な
事
例
は
、
イ

ロ
ニ
ー
と

し
て
は
む
し
ろ
、
屈
折
し
た
、

い
わ

ば
す
す
ん
だ
形
態
な
の
で
あ

っ
で
、
プ
ラ

ス
の
規
範
に
言
及
す
る
イ

ロ
ニ
ー

の
ほ
う
が
そ
の
原
型
に
近

い
と
い
わ
な
く
て
・

は
な
ら
な

い
。
そ
う
で
な
く
て
は
、
イ

ロ
ニ
ー
の
非
対
称
性
が
説
明
し
に
く
く

な
る
だ
ろ
う
。

擬
態
説
な
ら
こ
の
現
象
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
言

い

分
に
よ
る
と
、

こ
の
非
対
称
性
は
無
知
な
ふ
り
を
す
る
話
し
手
(な
い
し
話
者
)

が
ふ

つ
う
肯
定
的
な
価
値
や
規
範
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
い

う

,̂
H。
思
慮

の
不
足
し
た
民
衆

の
ひ
と
り
で
あ
る
話
者
は
、
た
と
え
ば
学
者
の

書

く

論

文

な

ど

自

分

に

は

と

う

て

い
理

解

が

ゆ

か

な

い
も

の

の
、

本

当

は
、大

し

た

内

容

に

ち

が

い
な

い
と
、

浅

は

か

に

も

思

い
込

ん

で

い

る
も

の
だ

。

だ

か

ら

彼

の

語

る

「
い
や
ま

っ
た

く

結

構

な

論

文

で
す

な

」

と
.い
う

発

言

が

、

愚

か

し

く

イ

ロ

ニ
ー

に
満

ち

た

も

の

に
な

る
。

反

対

に
、

「
愚

劣

き

わ

ま

る

!
」
が
イ

ロ

ニ
ー

に

な

り

に
く

い
の

は

、

無

知

な

民
衆

に

は
学

者

が

い

つ
で
も

高

尚

な

学

識

を

披

歴

す

る

と

は

か

ぎ

ら

な

い
と

い
う

こ
と

が
見

抜

け

な

い
か

ら

で

あ

る

と

い

う

。

オ

プ

テ

ィ

ミ

ス
ト

し
か
し
ス
ペ
ル
ベ
ル
も
い
う
よ
う
に
、
思
慮
の
な

い
話
者
が
最
善
主
義
者
で

あ
る
と
い
う
断
定
は
、
事
実
に
反
す
る
。
ア
メ
リ
カ
の
民
衆
が
す

べ
て
最
善
主

義
者
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
不
平
家
で
有
名
な

フ
ラ
ン
ス
民
衆
も
、
ア
メ

リ
カ
の
場
合
と
お
な
じ
非
対
称
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
(、)
。

民
衆
に
は

学
者

の
虚
飾
が
見
抜
け
な
い
と

い
う
想
定
ほ
ど
お
め
で
た

い
も

の
は
な

い
だ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
な
か
に
は
そ
う
し
た
無
知
な
者
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
な
か
に
は

「学
者
先
生
」
を
み
つ
め
る
醒
め
た
眼
を
も

つ
多
く

の
民
衆
が
い

る
こ
と
も
事
実
な
の
だ
。

②

イ

ロ
ニ
ー
の
犠
牲

た

い
て
い
イ

ロ
ニ
ー
は
誰
か
を
犠
牲
に
ま

つ
り
あ
げ
る
。
擬
態
説
に
よ
る
と
、

犠
牲
者
は
ふ
た
り
い
る
。
ま
ず
、
話
し
手
が
そ
の
ふ
り
を
す
る
話
者
に
、
そ
し

て
彼

の
話
を
真
に
う
け
る
無
思
慮
な
聴
衆
に
も
イ

ロ
ニ
ー
の
矛
先
は
向
け
ら
れ

る
(9
>。
と
こ
ろ
で
伝
統
的
に
は
、
さ
ら
に
犠
牲
者
が
ひ
と
り
追
加
さ
れ
る
こ
と

が
あ

っ
た
。
た
と
え
ば
、
「ま

っ
た
く
三
浦
某
は
奥
さ
ん
思
い
の
愛
妻
家
だ
か
ら

ね
」
と
い
う
例
で
、
も
し
こ
れ
が

「
三
浦
某
は
妻
に
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
し
た
悪

あ

や

人

だ

」

と

い
う

文

彩

な

さ

れ

た

意

味

を

も

つ
な

ら

、

こ

の
イ

ロ

ニ
ー

の
犠

牲

と
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し
て
三
浦
某
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と

い
う

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の

場
合
、
発
言
で
ふ
れ
ら
れ
た
話
の
主

人
、公
に
も
イ

ロ
ニ
ー
の
刃
が
向
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
ま

っ
た
く

つ
な
が
り
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
二
通
り
の
説
明
に

ど
の
よ
う
な
折
り
合

い
を

つ
け
た
ら

よ
い
の
か
。
そ
も
そ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
説
明

は
妥
当
な

の
か
。

ほ
ん
と
う
の
問
題
は
む
し
ろ
犠
牲
者
の
同
定
と
い
う
考
え
方
に
あ
る
。
イ

ロ

ニ
ー
が
す

べ
て
犠
牲
者

へ
矛
先
を
向

け
る
わ
け
で
は
な

い
。
「や
れ
や
れ
、な
ん

て
好

い
天
気
な
ん
だ
」
と
い
う
と
き

、
確
か
に
、
〈好

い
天
気
で
あ
る
〉と

い
う

命
題
に
対
し
否
定
的
な
態
度
が
あ
ら

わ
に
さ
れ
る
。
し
か
し
、
擬
態
は
反
響

の

特
殊
な
限
定
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
こ
で
た
だ
ち
に
犠
牲
者
を
同
定
す
る

の

は
過
剰
な
限
定

で
あ
ろ
う
。
犠
牲
を
ま

つ
り
あ
げ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
イ

ロ

ニ
ー
が
実
る
た
め
の
要
件
で
は
な
い
。
イ

ロ
ニ
ー
で
あ
り
な
が
ら
、
犠
牲
者
を

屠
ら
な
い
イ

ロ
ニ
ー
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
反
響
命
題

の
同
定
と
そ
れ
を
主
張

し
た
り
考
え
た
り
す
る
人
物

の
同
定
と
は
別
々
の
こ
と
が
ら
だ
か
ら
で
あ
る
。

命
題

の
主
体
で
あ
る
人
物
の
同
定
と

い
う
意
味
も

一
通
り
で
は
な

い
。
特
定

の
個
人

の
身
元
を
あ
き
ら
か
に
す
る

こ
と
。
特
定
化
は
で
き
な
い
が
、
人
物

の

類
型
を
記
述
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、

個
人
や
類
型
も
不
明
な
ま
ま
、
単
に
命
題

の
主
体
で
あ
る
不
特
定
な
人
物

(単

数
と
複
数

の
ち
が
い
を
問
わ
な
い
)
を
想

定
す
る
こ
匙
。
こ
う
し
た
各
レ
ベ
ル
で
犠
牲
者

の
同
定
を
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
擬
態
説
は
こ
う
し
た
点
に

つ
い
て
.

い
さ
さ
か
拙
速
で
あ
ろ
う
。

擬
態
説
で
は
犠
牲
者
と
し
て
、
実
在
す
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
あ
る
無

知
な
話
者
と
そ
の
聞
き
手

(こ
れ
は
実
在

の

一
部
で
あ
る
)
の
二
人
を
、
そ
し

て
こ
の
二
人
だ
け
を
数
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
二
つ
の
範
疇
に
は

い
ら
な

い
人
物
を
含
め
て
、
二
人
以
上
を
ま
き
そ
え
に
す
る
イ

ロ
ニ
ー
を
作
る

こ
と
は
簡
単
だ
。

た
と
え
ば
、
こ
う
い
う
例
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
妻

の
明
子
が
や
め
な
さ
い
と

い
さ
め
た
の
に
、
夫

一
郎
は
プ

ロ
の
評
論
家
の
予
想
を
競
馬
新
聞
で
読
ん
で
、

大
枚
を
競
争
馬

コ
ウ
タ

ロ
ウ
に
注
ぎ
込
ん
だ
。

一
郎

に
す
れ
ば
、
そ
れ
も
無
理

は
な

い
。
「と
い
う
の
も
、
競
馬
に
は

一
家
言
を
有
す
る
友
人
の
真
吉
も
、
絶
対

・だ
と
う
け
あ

っ
た
し
、
も
う

一
人
の
連
れ
も
、
馬
を
見
て
ほ
め
ち
ぎ

っ
た
の
だ

か
ら
。
だ
が
、
結
果
は
み
る
も
無
残
な
ゼ
リ
に
終
わ

っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、

明
子
が
呆
れ
て
、
「ほ
ん
と
う
に
、
強
い
馬
だ

っ
た
こ
と
」
と
う
そ
ぶ
い
た
場
合
、

こ
の
イ

ロ
ニ
ー
の
犠
牲
者
は
少
な
く
見
積
も

っ
て
三
人
は
い
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
実
在
人
物

の
明
子
に
よ
り
模
擬
の
対
話
が
演
じ
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
イ

ロ

ニ
ー
は

い
わ
ば
実
在

へ
の
不
動

の
投
錨
点
を
も

つ
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
を
ど
こ

に
で
も
任
意
に
移
動
は
で
き
な

い
は
ず
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
出
来
事
と
し

て
の
イ

ロ
ニ
ー
の
巻
き
添
え
に
な
る
犠
牲
者
は
、
や
は
り
出
来
事
の
秩
序
に
結

ひ
つ
く
誰
か
で
あ
る
他
は
な

い
。
し
た
が

っ
て
、
プ

ロ
の
評
論
家
や
真
吉
や
も

う

一
人

の
友
は
、
こ
と
に
よ
る
と
明
子
の
演
じ
る
話
者
の
相
手

ア
は
な

い
か
も

し
れ
な

い
し
、
ま
た
も
し
彼
女
が
評
論
家
の
こ
と
は
な
に
も
知
ら
な
い
と
す
れ

ば
、
彼
が
話
者
の
相
手
役
を
務
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
面

々

も
、
こ
う
し
て
、
犠
牲
者
で
は
な

い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
わ
れ
わ

れ
の
直
観
に
反
し
た
見
方
で
あ
ろ
う
。
こ
の
イ

ロ
ニ
ー
は

一
郎

の
み
な
ら
ず
他

の
あ
ら
ゆ
る
人
物

へ
、
彼
が

〈
コ
ウ
タ
ロ
ウ
は
優
勝
す
る
ほ
ど
強

い
馬
だ
〉
と

い
う
反
響
命
題
を
抱
く
か
ぎ
り
で
、
矛
先
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
イ

ロ
ニ
ー
が
放
た
れ
た
場
合
、
誰
も
犠
牲
と
な
ら
な

い
こ
と
も
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あ
る
し
、
犠
牲
者
を
特
定

で
き
な

い
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
三
人
以
上
が
犠
牲
と

さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば

、
反
響
命
題
を
う
け
い
れ
る
者
は
誰
で
も

犠
牲
者
に
な
る
可
能
性
を
も
つ
か
ら

で
あ
る
。
反
響
説

の
主
張
す
る
よ
う
に
、

命
題

へ
の
否
定
的
な
態
度
さ
え
考
慮

に
い
れ
る
な
ら
ば
、

こ
う
し
た
可
能
性
を

簡
単
に
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
〈好

い
天
気
で
あ
る
〉と

い
う
命
題

を
う
け
い
れ
る
複
数
の
者
が
す

べ
て
イ

ロ
ニ
ー
の
犠
牲
に
該
当
す
る
の
で
あ

っ

て
、
そ
の
な
か
に
天
気
予
報
担
当
者

は
当
然
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
と

い
う

の
は
、

思
慮

の
な

い
そ
う
し
た
命
題
を
信
じ

る
者
は
、
.や
は
り
思
慮
を
欠
く
か
ら
で
あ

る
〔り
Q

で
は
、
「
ま

っ
た
く
三
浦
某
は
奥
さ

ん
思
い
の
愛
妻
家
だ
か
ら
ね
」
が
三
浦
某

を
犠
牲
者
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
な
の
か
。
愛
妻
家

の
仮
面
で
世
の
中
を
欺
き
な
が
ら
、

主
人
公
は
こ
の
発
言
が
あ
ら
わ
す
命
題
を

真
だ
と
し
て
周
囲
に
ふ
り
ま
い
た
。

偽
装
の
愛
妻
家
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
命
題
を

み
ず
か
ら
抱
く
者
で
あ
り
、
そ
の
た
め
犠
牲
者
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な

い
。
で

は
、
彼
の
偽
ら
ざ
る
半
身
、
仮
面

の
下
の
素
顔

の
三
浦
某

は
な

ぜ
ま
た
イ

ロ

ニ
ー
の
犠
牲
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

彼
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
命
題
を

「信
じ
て
」

は
い
な

い
が
、
信
じ
る
ふ
り
を
す
る
か
ぎ
り
で
、
命
題
を

「受
け
と
め
」
て
い

る

、̂ど

い
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
反
響
命
題
を
信
じ
な
い
で
単
に
受
け
と
め

る
だ
け
の
者
を
も
、
イ

尸
ニ
ー
は
決
し
て
見
逃
さ
な

い
の
だ
。
こ
れ
に
は
も
う

一
つ
の
事
情
が
つ
け
加
わ
り
、
犠
牲
者
を
仕
立
て
る
仕
上
げ
を
す
る
。

つ
ま
り

素
面
の
三
浦
某
は
、
今
度
は
偽
装

の
名
の
も
と
に
、
イ

ロ
ニ
ー
の
的
に
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
け
し
か
ら
ぬ
命
題
を
み
ず
か
ら
の
半
身
に
抱
か
せ

た
こ
と
は
、
け
し
か
ら
ぬ
所
業
だ
か
ら
で
あ
る
。
(彼
は
犯
罪
者
と
し
て
非
難

の

的

に

な

る

が
、

こ
れ

は

イ

ロ

ニ
ー

と

は

ま

っ
た

く

別

の
問

題

で
あ

る

。)
こ

の
例

は
主

人

公

の
側

の
擬

態

が

事

態

を

や

や

こ
し

く

し

て

い
る

が
、

多

く

の
イ

ロ

ニ

ー

に

は

こ
う

し

た
要

素

が

な

い
。

い
ず

れ

に

せ

よ

、

当

の
・王
人

公

が

反

響

命

題

に
対
し
肯
定
的
に
、
と
い
う
か
、
、否
定
的
で
は
な

い
仕
方
で
ー

そ
れ
を
信
じ

る
か
、
単
に
受
け
と
め
る
か
は
問
わ
ず

か
か
わ
る
か
ぎ
り
で
、
彼
は
や
は

り
イ

ロ
ニ
ー
の
攻
撃
目
標
に
な
る
の
で
あ
る
。

㈲

ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
音
調

イ

ロ
ニ
ー
に
は
、
書
き
こ
と
ば
と
話
し
こ
と
ば
と
を
問
わ
ず
、
丶ま
た
媒
体
が

こ
と
ば
か
ど
う
か
を
も
問
わ
ず
、
な
に
が
な
し
イ

ロ
ニ
ー
の
調
子
が
と
も
な
う
。

古
典
説
で
は
こ
の
点

の
説
明
が
ゆ
き
と
ど
か
な
か

っ
た
。
隠
喩
に
は
格
別
の
音

調
な
ど
は
な
い
の
に
、
な
ぜ
イ

ロ
ニ
ー
に
は
特
有

の
調
子
が
そ
な
わ
る
の
だ
ろ

う
か
。
こ
こ
か
ら
逆
に
、
イ

ロ
ニ
ー
信
号
の
存
在
を
否
定
す
る
向
き
も
あ

っ
た
。

だ
が
、
反
響
が
イ

ロ
ニ
ー
の
核
心
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、
イ

ロ
ニ
ー
が
さ
ま
ざ
ま

な
信
号
を
駆
使
す
る
の
は
む
し
ろ
当
然
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
話
し
手
が
あ
る

命
題
に
対
す
る
態
度
を
示
す
た
め
の
、

い
い
か
え
れ
ば
命
題
に
言
及
す
る
た
め

の
装
置
で
あ

っ
て
、
と
く
に
イ

ロ
ニ
ー
に
は
限
ら
ず
、
記
号

一
般
に
そ
な
わ
る

示
し
の
は
た
ら
き
の

】
例
に
す
ぎ
な

い
。
た
だ
イ

ロ
ニ
ー
に
お
い
て
は
、
そ
も

そ
も
イ

ロ
ニ
ー
は
反
響
か
ら
で
き
て
い
る
の
で
、
示
し
の
幅
は
命
題
の
そ
れ
と

歴
然
と
重
な
り
合

っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
隠
喩
に
特
有

の
調
子
が
な

い
の
に
、

イ

ロ
ニ
ー
に
は
特
有
の
調
子
が
欠
か
せ
な

い
も

の
に
な
る
。
と
い
う
.の
は
、
隠

唸

の
示
し
は
語
の
意
味
や
文

の
内
容
に
か
か
わ
る
の
に
対
し
、
イ

ロ
ニ
ー
の
示

し
は
、
内
容
よ
り
む
し
ろ
内
容
を
そ
の
場
で
反
復
す
る
ま
さ
に
そ
の
仕
方
に
か

か
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
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イ

ロ
ニ
ー
、の
核
心
で
あ
る
反
響
は
、
単
に
表
現
を
再
現
す
る
こ
と
、

つ
ま
り

模
造
や
複
写
で
は
な

い
。

一
面
で
イ

ロ
ニ
ー
は
あ
る
表
象
を
反
復
す
る
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
表
象
を
は
ぐ
く
ん
だ

伝
統
を
う
け
つ
ぐ
行
為
で
あ
る
。
し
か
し

他
面
で
、
反
復
さ
れ
た
表
現
に
は
抜

か
り
な
く
イ

ロ
ニ
ー
の
信
号
が
付
け
加
え

ら
れ
る
。
ヴ

ェ
ラ
ス
ケ
ス
を
下
敷
き

に
し
て
描
い
た
宮
廷
の
侍
女

の
姿
に
、
ピ

カ
ソ
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
歪
み
を
加
え
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
な

い
。
そ
の
か

ぎ
り
、
イ

ロ
ニ
ー
は
伝
統
と
ど
う
に
か
し
て
絶
縁
し
よ
う
と
す
る
企
て
な

の
で

あ
る
。

イ

ロ
ニ
ー
信
号
を
記
号
系
に
ち
り
ば
め
る
や
り
方

の
重
要
性
は
い
く
ら
強
調

し
て
も
足
り
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
反
響
が
と
り
わ
け
イ

ロ
ニ
ー
的
な
反
響
に
な

る
に
は
、
記
号
系
に
さ
ま
ざ
ま
な
ひ
ね
り
や
歪
み
を
持
ち
込
む
必
要
が
あ
る
。

こ
と
こ
こ
に
至

っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
イ

ロ
ニ
ー
は
は
じ
め
か
ら
不
可
能
な
企
て

だ
と
断
定
し
た
く
な
る
位
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
反
響
命
題
は
か
ぎ
り
な
く
「同

」
L

を
要
求
す
る
の
に
、
イ

ロ
ニ
ー
で
密
か
に
た
く
ら
ま
れ
て
い
る
の
は
抜
き
が
た

い

「差
異
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。
こ
の
あ
や
う

い
平
衡
と
逆
転
こ
そ

イ

ロ
ニ
ー
の
生
命
で
あ
る
⑫
。
ロ
マ
ン
派
が
主
張
し
自
ら
演
じ
て
み
せ
た
よ
う

な
、
イ

ロ
ニ
ー
が
自
由
な
自
我
の
意
識

そ
の
も

の
で
あ
る
と

い
う
壮
大
な
形
而

上
学
は
、
日
常
に
何
気
な
く

口
に
し
耳

に
す
る
小
さ
な
反
響
め
な
か
で
す

で
に

芽
生
え
て
い
る
。
文
彩
と
し
て
最
も
自

己
反
照
的
な
ー

つ
ま
り
最
も
自
己
的

な

形
態

は

、

イ

ロ

ニ
ー

で
あ

る
。

三
、
隠
喩

の
解
釈

イ

ロ
ニ
ー
が
命
題
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
表
象
の
表
立
た
な

い
言
及
、

な

い
し
反
響
で
あ
る
こ
と
を
こ
れ
ま
で
跡
づ
け
て
き
た
。
ほ
か
の
比
喩
の
形
態

と
は
き
わ
だ

っ
て
違
う
特
質
を
も
し
イ

ロ
ニ
ー
が
も

つ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
流

れ
だ
す
源
は
こ
の
地
点
に
探
索
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
提
渝
、
換
喩
、・
直

喩
、
誇
張
法
、
曲
言
法
な
ど

欝̂
二

連
の
ほ
か
の
比
喩
の
代
表
格
と
し
て
、
こ
こ

で
は
隠
喩
に
登
場
し
て
も
ら
う
こ
と
に
す
る
。
以
下
で
わ
れ
わ
れ
は
、
隠
喩
と

イ

ロ
ニ
ー
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
か
と
い
う
点
で
付
き

合
わ
せ
る
こ
と
を
試
み
な
が
ら
、
両
者
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル
な
差
異
や
行
為
に

か
か
わ
る
含
意
を

ひ
き
だ
そ
う
。
そ
こ
で
ま
ず
本
節
で
は
隠
喩
の
解
釈
が
ど

の

よ
う
に
運
ば
れ
る
か
を
調
べ
、
次
節
で
イ

ロ
ニ
ー
の
解
釈
の
プ

ロ
セ
ス
を
観
察

し
た
い
。

隠
喩

の
示
す
特
筆
す

べ
き
は
た
ら
き
は
、
別

の
と
こ
ろ
で
詳
し
く
考
察
し
た

よ
う
に

ど̂
、
一
つ
の
世
界
か
ら
も
う

一
つ
の
世
界

へ
向
か
う
、創

成

の
は
た
ら
き

に
ほ
か
な
ら
な

い
。
世
界
に
新
た
に
到
来
す
る
概
念
に
よ

っ
て
、
世
界
そ
の
も

の
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
組
み
替
え
ら
れ
、
転
身
を
遂
げ
て
ゆ
く
。
絶
え
ず
新
た
な
呱

呱
.の
声
を
あ
げ
る
概
念
は
生
き
の
い
い
隠
喩
を
母
と
し
、
そ
の
胸
に
養
わ
れ
る

子
ど
竜
な
の
だ
。
そ
の
た
め
に
隠
喩
は
、
単
に
語
る
こ
と
を
能
く
す
る
ば
か
り

で
は
な

い
。
語
ら
れ
た
も
の
に
加
え
、
語
る
も

の
に
刻
ま
れ
た
何
事
か
を
、
隠

喩
は
身
を
も

っ
て
示
す

の
で
あ

る
。
神
話
に
見
る
よ
う
に
、
光
あ
れ
と

い
う
ヤ

ー
ウ

ェ
の
こ
と
ば
は
闇
を
は
ら
う
手
の
仕
草
だ

っ
た
し
、
イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ

ミ
が
矛
で
か
き
回
す
所
作
は
多
く
の
島
を
生
ん
だ
。
同
じ
よ
う
に
、
発
言
の
不

透
明
な
肉
体
に
刻
ま
れ
た

「類
似
」
は
、
古
ぼ
け
た
が
ら
く
た
か
ら
新
た
な
概

念
を
作
り
だ
す
手
の
わ
ざ
で
あ
る
。
隠
喩

の
生
成
ー
解
釈
と
は
、
こ
う
し
た
神
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々
の
創
造
の
業

の
ま
ね
び
に
ほ
か
な
ら
な

い
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
言

い
方
は
決
し
て
隠
喩

の
濫
用
で
は
な
.い
。
そ
れ
に
し
て
も
、

不
要
な
誤
解
や
そ
し
り
を
避
け
る
た
め
、
世
界
制
作

へ
の
隠
喩
の
寄
与
を
、
で

き
る
だ
け
隠
喩
を
節
減
し
て
散
文
の
こ
と
ば
で
言

い
直
す
必
要
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。

a
、
隠
喩
に
お
け
る
示
し

第

】
に
問
題
と
す

べ
き
は
、
隠
喩

の
構
成
で
あ
る
。

一
般
に
隠
喩
的
な
発
言

は
、
命
題
を
語
る
表
立

っ
た
主
要
部

と
、
表
立
た
な
い
、
発
言
そ
の
も
の
に
自

己
言
及
す
る
部
分
の
;

つ
へ
分
析
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「あ
の
男
は
狸
だ
」
は
、

ほ
ん

の
粗

っ
ぽ

い
近
似
値
に
す
ぎ
な

い
が
、

一
応
「あ

の
男
は
狸
だ

(彼
の
ひ
と

と
な
り
は
、
こ
の
よ
う
に
、
・
こ
の
種

の
動
物

へ
喩
え
る
こ
と
が
で
き
る
)
」と
言

い
換
え
が
可
能
で
あ
る
。
括
弧
の
な

か
の
こ
と
ば
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
命
題
と

同
列
で
は
な
い
。
後
者
は
発
言
が
語

る
も
の
に
対
応
す
る
が
、
前
者
は
示
さ
れ

た
も

の
を
無
理
を

承
知

で
語
り

の
平
面

へ
移
し
た
も
の
に
す
ぎ
な

い
。
示
す

こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ

っ
て
も
、

ウ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ

ン
が
述
べ
た
よ

う
に

∋̂
、
そ
れ
を
語
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
隠
喩

の
解
釈
と

い
う
主

題
に
と
り
最
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
と
い
う

べ
き
、
隠
喩
に
お
け
る
示
し
を
は

っ
き

り
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、

「記
号
の

「示
し
」
に
か
ん
し
整

理
し
て
お
こ
う
。

「臼

い
」
と

い
う
語
が
形
容
詞
で
あ

る
事
実
、
「出
て
ゆ
け

ー
」
が
命
令
で
あ
る

事
実
な
ど
は
、
語
や
文
の
生
地
そ
の
も
の
に
発
見
す
る
ほ
か
に
手
が
な

い
。
そ

れ
は
あ
た
か
も
洋
服
生
地
の
柄
や
風
合
い
が
、
生
地
見
本
に
示
さ
れ
る
の
と
同

様
で
あ
る
。
実
際
、
示
し
の
要
点
を

理
解
す
る
に
は
、
そ
の
形
態

の

]
つ
で
あ

る

「例
示
」
を
見
る
に
し
く
は
な
い
(珍
。

ウ
イ
ン
ド

の
蝋
細
工
の
食

べ
物
、
陳
列
棚

の
商
品
、
生
地
見
本
な
ど
は
、
す

べ
て
例
示
の
機
能
を
も

つ
。
生
地
見
本
は
、
服
の
柄
、
色
、
風
合

い
、
織
り
な

ど
の
例
を
提
供
す
る
記
号
で
あ
る
。
し
か
し
、「
そ
れ
は
そ
の
他
に
も
、
た
と
え

ば
服

の
代
価
や
そ
れ
を
購
入
す
る
人
の
社
会
的
地
位
を
指
す
記
号
か
も
し
れ
な

い
。
見
本
を
指
し
て
店
員
は
、
「
こ
ち
ら
で
す
と
仕
立
て
代
を
含
め
て
二
十
万
で

す
。
お
客
様
に
は
恥
ず
か
し
く
な

い
品
だ
と
存
じ
ま
す
が
」
な
ど
と
言
う
か
も

し
れ
な

い
。
生
地
見
本
に
発
見
さ
れ
た
こ
の
二
種
類
の
作
用
は
、
ど
こ
が
同
じ

で
ど
こ
が
ど
う
違
う
の
だ
ろ
う
か
。

服
地
の
小
さ
な
切
れ
端
が
価
格
や
地
位
を
あ
ら
わ
す
や
り
方
は
、
こ
と
ば
や

数
字
で
も
代
理
で
き
る
だ
ろ
う
。
見
本
に
価
格

の
数
字
が
添
え
て
あ
る
こ
と
も

多

い
が
、
こ
れ
は
見
本
の
注
釈
を
語
り
の
次
元
で
お
こ
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
柄
や
色
な
ど
の
示
し
に
か
ん
し
て
は
、
こ
う
し
た
置
き
換
え
で
は
ま

っ

た
く
お
手
上
げ
で
あ
る
。
あ
き
ら
か
に
、
柄
の
こ
と
ば
仁
よ
る
描
写
に
は
柄
が

示
さ
れ
て

い
な

い
。
柄
や
風
合

い
は
ど
う
あ

っ
て
も
語
り
の
次
元
に
追
込
む
こ

と
は
で
き
な

い
の
だ
。

だ
が
生
地
の
柄
や
色
を
、
さ
ら
に
風
合
さ
え
、
精
巧
な
カ
ラ
ー
写
真
な
ら
描

写
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。
(措
写
が
語
り
の
次
元
に
属
す
る
記
号
作
用
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。)
確
か
に
、
柄
や
色
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
、
写
真
に

よ
る
描
写
は
ほ
ぼ
う
ま
く
ゆ
く
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
生
地
の
幾
何
学
的
特
性

や
光
学
的
特
性
は
、
因
果

の
パ
イ
プ
を
通
じ
て
印
画
紙
ま
で
運
び
込
ま
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
そ
れ
ら
は

「
複
写
可
能
な
」
特
性
な
の
だ
。
(だ
が
、

　

　

　

　

現
実
に
は
技
術
は
そ
こ
ま
で
進
ん
で
は
い
な

い
。
車
の
カ
タ

ロ
グ
な
ど
に
、
「ボ
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テ
ィ
カ
ラ
ー
は
印
刷
の
都
合
で
実
際
と
違
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
」
な
ど
と
い
う

但
し
書
き
を
よ
く
見
掛
け
る
。)
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
風
合
や
手
触
り
を
写
真
に

よ
り
複
写
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
将
来
、
こ
の
点
に
か
ん
し
て
も
写
真
技
術

は
複
写
を
可
能
に
す
る
だ
ろ
う
か
。

印
画
紙

の
手
触
り
で
、
生
地
の
そ
れ
の
代

用
を
す
る
時
代

が
く
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
う
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
な
が

ら
、
奇
妙
な

こ
と
に
、
あ
ら
ゆ
る
特
性

の
複
写
可
能
性
と
い
う
概
念
は
、

「本

物
」
の
そ
れ
を
無
意
味
に
し
、
ひ
い
て
は

「見
本
」

の
概
念
を
も
空
虚
に
す
る
。

結
局
、
将
来

の
写
真
は
、
も
う

一
つ
の
見
本
を
作
り
だ
す

の
で
あ

っ
て
、
示
し

を
語
り
で
置
き
換
え
る
の
で
は
決
し

て
な

い
。

こ
の
示
し
の
次
元
は
あ
く
ま
で
言
語
慣
例
に
依
拠
す
る
の
で
あ

っ
て
、
事
物

の
自
然
的
特
性
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
し
よ
う
。
な
る
ほ
ど
生
地
見
本
は
、
本

性
上
こ
れ
こ
れ
の
柄
で
あ
り
、
か
く

か
く
の
色
を
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
だ

け
な
ら
、

一
個
の
林
檎
が
こ
れ
こ
れ

の
味
、
か
く
か
く
の
色
を
し
て
い
る
の
と

相
違
は
な

い
。
林
檎
が
何

の
記
号
で
も
な
い
よ
う
に
、
布
の
小
さ
な
切
れ
端
は

そ
れ
だ
け
な
ら
ば
何
の
見
本

で
も
あ

り
え
な

い
。
生
地
見
本
が
「何
の
見
本
か
」

と
い
う
点
は
、
そ
れ
が
代
価
を
指
示
す
る
こ
と
と
同
様
、
慣
例
に
よ
る
ほ
か
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
色
や
も
よ
う

の
違
う
数
枚
の
小
切
れ
は
、

こ
と
に
よ
る
と
小

学
生
に
図
形
の
性
質
を
学
ば
せ
る
た
め
の
教
材
か
も
し
れ
な

い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
相
違
は
ど
こ
に
由
来
す

る
の
だ
ろ
う
か
。
二
種
類

の
記
号
作
用
と

も
、
広

い
意
味
で
の

「指
示
」

の
様

態
で
あ
る
。
た
だ
違
う

の
は
、
こ
の
物
質

の

一
片
が
価
格
を
指
示
す
る
仕
方
が
、

一
つ
の
事
物
か
ら
そ
れ
以
外
の
事
物

へ

赴
く
矢
印
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
柄
を
そ
う
す
る
仕
方
は
、

一
つ
の

事
物

か
ら
出
発
し
た
矢
即
が
そ
の
事
物
そ
の
も
の
へ
再
帰
す
る
か
た
ち
で
あ
ら

わ
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
前
者

の
タ
イ
プ

の
指
示
を
、
グ

ッ
ド

マ
ン
に
倣

っ
て
、
と
く
に
「外
延
指
示
」
(勉
Φ昌
o
$
二
〇
ロ
)
と
呼
ぼ
う
。

(こ
の
用
語
に
比
べ
、

「語
り
」
と
・い
う
と
、
こ
と
ば
だ
け
が
問
題
で
あ
る
か
の
よ
う
な
誤
解
が
生
じ
や

す

い
か
も
し
れ
な

い
。
た
だ
し
、
「
こ
の
絵
が
語
る
も
の
」
と

い
っ
た
言
い
方
が

現
に
あ
る
よ
う
に
、
語
り
を
比
喩
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
記
号
形
態

へ
拡
張
し
て
悪

い
こ
と
は
な
い
。
写
真
に
つ
い
て
は
、
上
に
述
べ
た
。)
こ
れ
に
ひ
き
か
え
、
後

者

の
指
示
は
自
己

へ
の
指
示
で
あ
り
、

一
種

の
自
己
言
及
な

の
で
あ
る
。

b
、
示
し
の
有
意
性

例
示
に
つ
い
て
の
理
解
を
得
た
段
階
で
、
再
度
隠
喩
の
分
析

へ
眼
を
転
じ
よ

う
。
上
述
の
よ
う
に
、

「あ
の
男
は
狸
だ
」
ω

は
、
ひ
と
ま
ず

「あ

の
男
は
狸
だ
(彼

の
ひ
と
と
な
り
は
、
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
種

の
動
物

へ
喩
え
る
こ
と
が
で
き
る
)」
②

な
ど
と
書
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
括
弧

の
部
分
は
実
は
示
さ
れ
た
も

の
へ

対
応
す
る
間
に
合
わ
せ
の
記
述
に
す
ぎ
な
い
。

布
地
の
肌
理
や
色
を
見
本
を
さ
ぐ
る
手
が
触
れ
眼
が
触
知
す
る
よ
う
に
、
聞

き
手

の
耳
は
発
言
の
語
る
も
の
を
聞
き
な
が
ら
、

】
緒
に
、
発
言
に
刻
ま
れ
た

示
し
に
耳
の
底
で
触
れ
る
の
で
あ
る
。
聞
き
手
が
あ
た
る
べ
き
隠
喩
解
釈
の
仕

事

に
と
り
問
題
な
の
は
、
耳
が
捉
え
た
示
し
に
有
意
性
が
欠
け
る
と

い
う
不
都

合

で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、

こ
の
発
言
が
演

っ
て
み
せ
る

「た
と
え
」
と
い

う
枠

(ベ
イ
ト
ソ
ン
)
を
有
意
に
す
る
概
念
表
象
が
、
彼
の
知
識
の
な
か
に
は

見
当
た
ら
な

い
の
で
あ
る
。
簡
単
に
い
う
と
、
あ
る
人
物
を
狸
に

「な
ぞ
ら
え
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る
こ
と
」
が
彼
に
は
不
可
解
な

の
だ
。
と
い
う
の
も
、
な
に
し
ろ
人
間
と
狸
は

別

の
動
物
種
に
属
し
、
あ
る
種
が
別

の
種
を
兼
ね
る
こ
ど
は
不
可
能
な

の
だ
か

ら
。こ

れ
に
似
た
こ
と
は
生
地
見
本

に
も
た
び
た
び
起
こ
る
こ
と
が
あ
る
。
医
師

の
白
衣
を
作
り
た
い
の
に
、
差
し
出
さ
れ
た
生
地
見
本
が
鮮
紅
色
で
あ

っ
た
ら
、

こ
の
例
示
は
不
可
解
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ほ
ど
極
端
で
な
く
と
も
、
誰
で
も
服
を

あ

つ
ら
え
る
と
き
は
、
歳
や
地
位
、
好
み
や
趣
味
、
さ
ら
に
そ
の
時
の
気
分
な

ど
に
応
じ
て
、
あ
れ
で
も
な

い
こ
れ

で
も
な

い
と
品
選
び
を
す
る
も
の
だ
。
絞

る
べ
き
は
最
も
自
分
に
似
つ
か
わ
し

い
服
地
、

い
い
か
え
れ
ば
、
最
も
有
意
性

の
あ
る
服
地
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も

し
も
見
本
が
自
分
の
服
の
イ
メ
ー
ジ
に
ぴ

っ
た
り
し
な

い
場
合
、
必
ず
し
も
見
本

の
服
地
を
あ
き
ら
め
る
に
は
及
ば
な

い
。

服
地
に
似
A
口う
服
の
デ
ザ
イ
ン
や
仕
立
て
、
ま
た
着

こ
な
し
を
案
出
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
こ
の
生
地
を
生
か
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

c
、
呼
び
起
こ
し

有
意
性

の
な

い
隠
喩
を
前
に
し
た
聞
き
手
の
と
る
態
度
に
も
、
二
つ
の
道
が

あ
る
。

一
つ
は
、
似
合
わ
な

い
服
地
を
や
め
て
し
ま
う
よ
う

に
、
こ
の
こ
と
ば

は
わ
け
が
わ
か
ら
な

い
、
解
釈
で
き
な

い
と
諦
め
る
こ
と
。
も
う

一
つ
は
、
有

意
性
公
理
の
導
き
に
従
い
、
そ
の
言
外
の
意
味
を
あ
く
ま
で
求
め
る
こ
と
で
あ

る
。
第
二
の
道
を
選
ん
だ
聞
き
手
は
②
の
言
外
の
意
味
は
何
か
、
と
自
問
す
る
。

そ
し
て
彼
が
手
繰

っ
て
い
っ
た
言
外

の
意
味
と
は
、
お
お
よ
そ

「あ

の
男
は
老
獪
で
油
断
が
な
ら

な
い
」
㈲

と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
が
困

っ
た
こ
と
に
、
㈹
は
②
よ
り
有

意
性
に
富
ん
で
い
る
。
言
外
の
意
味

は
、
そ
れ
を
伴
う
言
明
が
最
大

の
有
意
性

を
も

つ
た
め
に
こ
そ
捜
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
あ
き
ら
か
に
、
そ
れ
を
伴
う
言
明

よ
り
有
意
性
の
点
で
劣

っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
こ
う
し
て
聞
き
手

の
解

釈
は
ゆ
き
づ
ま
る
。

こ
の
苦
境
を
し
の
ぐ
た
め
の
手
法
は

「呼
び
起
こ
し
」

へ
訴
え
る
こ
と
だ
。

彼
の
知
識
の
な
か
に
保
有
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
や
表
象
が
動
員
さ
れ

る
。
狸
は
死
ん
だ
ふ
り
を
す
る
等
と
い
っ
た
、
習
性
の
知
識

(そ
の
す

べ
て
に

科
学
的
根
拠
が
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
)
、
狸
が
人
を
騙
し
た
と
い
う
伝
説
、等

々
。

こ
れ
ら
を
素
材
に
し
て
、
②
に
有
意
性
を
付
与
す
る
た
め
の
特
別
誂
え
の

命
題
が
急
遽
作
ら
れ
る
。
次

い
で
こ
れ
ら
を
補
助
前
提
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
あ

ら
ゆ
る
含
意
が
導
出
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
狸
が
動
物

で
あ
り
な
が
ら
人
開
さ

な
が
ら
に
も
の
を
言

い
、
人
間
と
隔
て
な
く
交
渉
す
る
よ
う
な
可
能
世
界
、
現

実
世
界
と
は
り
あ
う
も
う

一
つ
の
代
替
世
界
が

も
し
そ
れ
が
巧
く
ゆ
く
と

し
て
ー

制
作
さ
れ
る
。
簡
単
に
い
う
と
、
聞
き
手
に
②
が
解
釈
で
き
る
か
ど

う
か
は
、
問
題

の
入
物
が
し

っ
ぽ
を
揺
す
り
な
が
ら
、
巧
み
な
弁
説
で
人
を
あ

や
つ
り
欺

い
て
は
、
陰
で
食
肉
目
犬
科

の
動
物
の
よ
う
な
舌
を
出
す
、
と
い
っ

た
様
を
あ
り
あ
り
と
想
像
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か

っ
て
い
る
。
首
尾
よ
く
そ

う
で
き
た
ら
、
は
じ
め
て
②
は
有
意
性
で
満
た
さ
れ
る
だ
ろ
う
章
。

四
、

イ

ロ
ニ
ー
の
解

釈

イ

ロ
ニ
ー
の
解
釈
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
か
を
、
以
上

の
観
察
と
比
較
し

な
が
ら
調
べ
よ
う
。

a
、
イ

ロ
ニ
ー
に
お
け
る
示
し
の
質
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隠
喩

の
場
合
と
お
な
じ
よ
う
に
、
問
題
の
鍵
は
イ

ロ
ニ
ー・
発
言

の
構
成
が
ど

う
な

っ
て
い
る
か
に
あ
る
。
こ
の
点
イ

ロ
ニ
ー
は
隠
喩
と
は
か
な
り
様
相
を
異

に
す
る
。

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う

に
、
イ

ロ
ニ
ー
は
そ
の
全
身
が
示
し
か
ら

な

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
反
響
命
題
を
独
特
な
歪
み
を
加
え
て
繰
り
返
す

こ
だ
ま

に
す
ぎ
な

い
。
隠
喩
で
.は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
場
合
も
、
よ
く
見
る
と

隠
喩
の
表
層
が
示
し
の
次
元
に
属
す

る
こ
と
が
は

っ
き
り
す
る
。
②
の
強
調
部

は
、
主
要
命
題
全
部
を
展
示
す
る
身
振
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
問
題

の
文
を
次

の
よ
う
に
書
き
換
え
て
も

い
い
か
も
し
れ
な

い
。

「
(彼

の
ひ
と
と
な
り
は
ω
に
お

け
る
よ
う
に
、
こ
の
種
の
動
物
に
喩
え
る

こ
と
が
で
き
る
)
」
②

隠
喩
と
イ

ロ
ニ
ー
の
示
し
は
、
そ

の
量
に
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
む

し
ろ
質
が
相
違
す
る
の
だ
。
隠
喩
の
示
し
は
、
そ
れ
が
発
言
の
「焦
点
」
と
「枠
」

の
緊
張
や
対
立
か
ら
か
も
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
(ブ
ラ

ッ
ク
)、
メ
タ
意
味
的
な
水

準
に
定
位
す
る
。
た
と
え
ば
、
「あ
の
男
は
狸
だ
」
で
語
「男
」
は
〔人
間
〕、
述
語

の

「狸
」
は

〔非
人
間
〕
と

い
う
意
味
要
素

(チ

ョ
ム
ス
キ
i
派
の
言
語
学
者

の
い
う

「意
味
特
性
」
)
を
も

つ
。
あ

き
ら
か
に
、
こ
の
例
は
意
味
の
う
え
で
撞

着
す
る
不
可
解
な
文
な
の
で
あ
る
。

格
別
の
問
題
が
な

い

「あ

の
男
は
…
…
」

と

い
う
文
脈
が
枠
を
提
供
し
、
そ
の
な
か
.に
登
場
し
て
こ
う
し
た
意
味
の
確
執

を
引
き
起
こ
し
た
語
が
注
意
の
焦
点

と
な
る
。
発
言
が
枠
/
焦
点
と
い
う
分
節

へ
有
極
化
す
る
と

い
う

こ
と
が
、
隠

喩
が
示
し

の
次
元
を
と
も
な
う
と
い
う
こ

と
の
主
要
な
意
味
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
イ

ロ
ニ
ー
で
は

こ
の
種
の
有
極
化
は
お
こ
ら
な
い
。
イ

ロ

ニ
.1
の
不
可
解
さ
は
、
発
言
の
ど
の
語
が
意
味
上
問
題

で
あ
る
か
に
は
起
因
し

な

い
。
/

ロ
ニ
ー
の
有
意
性
欠
如
は
意
味
の
水
準
に
は
な
く
、
し
た
が

っ
て
、

イ

ロ
ニ
ー
の
示
し
は
メ
タ
意
味
的
な
も
の
と
は
類
を
異
に
す
る
。
と
い
う
の
は
、

反
響
命
題
そ
の
も

の
に
、
何
ら
意
味
上
の
不
都
合
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

は
む
し
ろ
、
命
題

の
提
示
の
仕
方
、
あ
る
い
は
反
響
を
染
め
あ
げ
た
感
情
の
表

出

の
問
題
な
の
だ
。

b
、
示
し
の
異
化
作
用

例
に
即
し
て
こ
の
点
を
観
察
し
て
み
た
い
。
た
と
え
ば
、
二
つ
の
発
言

「ま

っ
た
く
、
好

い
天
気
に
な

っ
た
も
の
だ
」
ω

「ま

っ
た
く
、
ひ
ど
い
雨
だ
」
㈲

を
比
較
し
よ
う

(も
ち
ろ
ん
、
発
言

の
場
面
は
雨
降
り
で
あ
る
と
す
る
)。

晴
れ

で
も
な

い
の
に
そ
う
語
る
こ
と
に
よ

っ
て
ω
は
人
を
お
ど
ろ
か
す
。
ω
が
有
意

性
を
欠
く

の
は
、
事
実
と
正
反
対
を
語

っ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
よ

り
、
正
確
に
い
う
な
ら
、
む
し
ろ
ω
の
言
挙
げ
1

話
し
手
が

一
定
の
感
情
を

こ
め
、
あ
る
態
度

の
表
明
と
し
て
そ
う
語

っ
て
い
る
と

い
う
事
実

が
不
可

解
だ
か
ら
で
あ
る
。
真
理
に
対
し
て
さ
え
イ

ロ
ニ
ー
を
放
ち
う
る
こ
と
を
想
起

し
た
い
。
人
は
真
理
を
唾
棄
す

べ
き
も
の
と
し
て
語
る
こ
と
さ
え
で
き
る
の
だ
。

こ
れ
に
ひ
き
か
え
、
も
し
⑤
が
同
様
に
人
を
奇
異
な
感
を
い
だ
か
せ
る
.と
す

れ
ば
、
「私
の
母
は
女

で
す
」
と
い
う
台
詞
ほ
ど
で
は
な

い
が
、
そ
れ
が
わ
か
り
き

っ
た
こ
と
を
殊
更
ら
し
く

い
う
か
ら
で
あ
る
。
聞
き
手
と
し
て
は
⑤
を
意
味
で

充
溢
せ
し
め
る
た
め
に
、
そ
の
言
外

の
意
味
を
割
り
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。

た
と
え
ば
、
発
言
の
主
と
聞
き
手
の
あ

い
だ
に
、
そ
の
日
連
れ
だ

っ
て
外
出

の

約
束
が
あ
り
、
悪
天
候

の
場
合
は
中
止
す
る
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
話
が
か
ね

て
交
わ
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。
聞
き
手
は
こ
う
し
た
事
実
を
記
憶

の
な
か
か
ら
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探
り
だ
す
。
こ
う
し
て
動
員
さ
れ
た
命
題
と
発
言
㈲
か
ら
、
発
言
の
真
意
が
気

象
学
的
事
実
の
言
明
で
は
な
く
、
外
出
の
約
束
を
棚
上
げ
に
し
た
い
と
い
う
提

案
で
あ
る
こ
と
が
演
繹
さ
れ
る
。
こ

の
と
き
、
そ
の
発
言
は
よ
う
や
く
ピ
ン
ト

を
結
ぶ
の
で
あ
る
。

ω
が
語
る
命
題
は
も
と
よ
り
事
実

に
反
す
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
見
地

か
ら
す
る
と
、
問
題
の
発
言
は
事
実

へ
の
言
及
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な

い
。

ω
の
関
心
事
は
事
実

へ
の
言
及

へ
言
及
す
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
を
言
語
の
階

層
性
抜
き
で
な
し
遂
げ
る
こ
と
な
.の
だ
。
ω
は
あ
ら
ま
し
こ
う
分
析
で
き
る
だ

ろ
う
。「

(ω
と
は
よ
く
も
言
え
た
も

の
だ
、
今
日
の
天
気
を
見
る
が
い
い
V
」
⑥

行
為
と
い
う
観
点
か
ら
眺
め
る
な
ら
、
こ
の
文
は
、
命
題
を
同
定
し
て
そ
の
意

味
の
妥
当
を
封
じ
る
仕
事

に
あ
た

っ
て
い
る
。
隠
喩
の
働
き
を

「た
と
え
」
と

呼
ん
だ
の
に
倣

っ
て
、
こ
の
働
き
を

「異
化
」
と
呼
ぼ
う
奪
。

⑥
に
つ
い
て
は
、
文
全
体
が
括
弧

に
は

い
っ
て
い
る
点
に
注
意
し
た

い
。
(同

じ
体
裁

の
②
を
参
照
。)
な
ぜ
な
ら
、

そ
ん
な
文
言
は
も
と

の
発
言
の
ど
こ
に
も

語
ら
れ
て
は
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
発
言
に
は
有
意
性
が
な
い
。

い
い
か

え
れ
ば
、
聞
き
手

の
知
識
の
な
か
に
は
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
命
題

へ
の
態
度
を

意
味
で
満
た
す
概
念
表
象
が
見
当
た
ら
な

い
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
⑥
は
言
外
に
㈲

を
匂
わ
せ
て
い
る
。
だ
が
㈲
を
㈲

の
言
外
の
意
味
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
許
さ

れ
な

い
。
と

い
う

の
も
、
前
者
は
後
者
よ
り
有
意
性
に
富
む
か
ら
で
あ
る
。
隠

喩
の
場
合
と
同
じ
で
、
聞
き
手

の
解
釈
の
道
は
こ
こ
で
ぷ
つ
り
と
途
絶
え
て
し

ま
う

の
だ
。

絵
を
鑑
賞
す
る
と
き
に
も
、
よ
く

似
た
事
態
が
し
ば
し
ば
生
じ
る
。
ノ
ル
ウ

エ
ー

の
画
家
ム
ン
ク
の

「思
春
期
」
を
眺
め
て
み
よ
う
。
画
面
に
は
、
裸
体

の

少
女
が
こ
ち
ら
を
向

い
て
ベ
ッ
ド

の
縁
に
腰
掛
け
て
い
る
。
両
手
を
も
も

の
あ

た
り
で
組
み
、
膝
を
そ
ろ
え
て
小
さ
く
坐
る
そ
の
有
様

は
、
す
で
に
何
か
を
物

語

っ
て
い
る
よ
う
だ
。
お
お
き
く
見
開
か
れ
た
眼
。
肩
の
骨
ば

っ
た
と
こ
ろ
に

窺
え
る
よ
う
に
、
ま
だ
十
分
成
熟
し
て
い
な

い
体

つ
き
。
後
ろ
の
壁
に
投
じ
ら

れ
た
少
女

の
影
。
画
家
が
キ

ャ
ン
バ
ス
に
描
き
込
ん
で
い
る
の
は
、

こ
と
ば
に

置
き
換
え
れ
ば
お
お
よ
そ
そ
う
し
た
も

の
の
姿
に
す
ぎ
な
い
。
た
ーし
か
に
こ
の

絵
は
、
全
体
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
外
延
を
指
示
す
る
絵
画
的
記
号
の
系
な
の

で
あ
る
。

だ
が
、
眼
は
そ
れ
以
上
の
も

の
を
捕
捉
す
る
よ
う
、
た
え
ず
絵
に
よ

っ
て
唆

さ
れ
る
。
こ
の
絵

の
た
ず
さ
え
た
語
り
の
次
元
に
は
ま
な
ざ
し
を
困
惑
さ
せ
る

謎
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。
謎
は
む
し
ろ
、
画
面
に
広
が
る
示
し

の
水
準
に
あ
る
。

こ
の
絵

の
暗
さ
や
居

こ
ご
ち
の
悪
さ
が
わ
れ
わ
れ

の
視
線
を
惹
き
つ
け
続
け
る
。

な
ぜ
と
い
っ
て
、
そ
う
し
た
絵
の

「感
情
」
蓮
に
は
有
意
性
が
な

い
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
欠
如
を
み
た
し
、
作
品
を

「読
む
」
た
め
の
鍵
概
念
は
、
子
ど
も
か

ら
大
人
に
な
り
か
か

っ
た
少
女
が
お
の
の
い
て
い
る
不
安
、
一
言

で
い
っ
て
「成

長
の
不
安
」
で
あ
ろ
う
。
絵
が
表
出
す
る
感
情
を
、
見
る
者
が
自
身
で
、
想
像

の
う
ち
で
感
得
で
き
た
あ
か
つ
き
に
、
こ
の
謎
は
ひ
と
ま
ず
解
け
る
に
違
い
な

い
。
美
学
者

の
い
う

「感
情
移
入
」
と
は
本
来
こ
う
し
た
認
知
の
こ
と
な
の
で

あ
る
。
絵

の
解
読
が
首
尾
を
と
げ
た
な
ら
、
そ
の
絵
は
以
後
世
界
の
謎
を
照
ら

す
認
識
装
置
の

一
部

に
な
る
。
理
論
が
世
界
を
ま
な
ざ
す
認
識
の
眼
で
あ
る
の

と
同
じ
よ
う
に
。

c
、
イ

ロ
ニ
ー
解
釈
に
お
け
る
呼
び
起
こ
し
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彼
が
袋
小
路
を
突
破
す
る
や
り
方

も
、
隠
喩

の
場
合
や
絵

の
鑑
賞
と
う
り
ふ

た

つ
だ
。
聞
き
手
は
呼
び
起
こ
し
に
訴
え
て
、
⑥
が
言
外
に
㈲
を
意
味
す

る
の

に
十
分
な
条
件
を
、

い
わ
ば
手
作
り
で
創
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ

は
ち

ょ
う
ど
、
壁
に
投
げ
ら
れ
た
影
の
異
様
さ
、
少
女
の
顔
や
肢
体
の
こ
わ
ば

り
、

そ
う
し
た
も

の
か
ら
来
る
絵

の
暗
さ

1

要
す
る
に
、
こ
の
絵

の
か
も
す

「感

じ
」
に
有
意
性
が
な

い
状
況
を
打
破

す
べ
く
、
鑑
賞
者
が
呼
び
起

こ
し

へ
訴

え

る
必
要
が
あ
る
の
と
同
じ
こ
と
な
の
だ
。
そ
の
場
合
、
頭
上
に
広
が
る
雨
空
を

あ
お

い
で

「ま

っ
た
く
好

い
天
気
だ
」
と
い
う
現
在
形

の
命
題
を
作
り
だ
す
こ

と
が
、
聞
き
手
に
と
り
必
要
不
可
欠
な
作
業
と
な
ゐ
。
そ
の
他
に
も
彼

は
、
こ

の
命
題
に
対
す
る
話
し
手
の
否
定
的

な
態
度

(場
合
に
よ

っ
て
、
侮
蔑
、
憤
激
、

冷
笑
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
)
を
別
の
命
題
の
か
た
ち
で
固
定
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
簡
単
に
い
う
と
、
あ
る
命
題
の
同
定
を
お
こ
な

い
、
そ
れ

に
対
す

る
話
し
手
の
特
有
な
態
度
を
想
像
す

る
こ
と
が
、
彼
に
課
せ
ら
れ
た
仕
事
な

の

で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
す

べ
て
初
め
か
ら
聞
き
手

の
知
識
に
蓄
え
ら
れ
て
い
た
項

目
で
は
な

い
。
彼
は
知
識

の
倉
庫
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
い
く

つ
も

の
手
掛
か
り

を
使

っ
て
、
そ
う
し
た
命
題
を
手
作

り
し
た
の
だ
。

例
が
あ
ま
り
に
も
蕪
雑
な
の
で
イ

ロ
ニ
i
解
釈

の
動
態
が
描
き
き
れ
な
か

っ

た
う
ら
み
が
残
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
イ

ロ
ニ
ー
解
釈
に
と
も
な
う
概
念

の
制
作

が
、
実
際
は
想
像
力

の
宰
領
す
る
、
き
わ
め
て
微
妙
な
、
し
ば
し
ば
個

人

の
し
る
し
を
帯
び
た
知
の
冒
険
で
あ
る
点
は
、
以
上
に
、
そ
の
片
鱗
な
り
と

も
示
せ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
観
察
に
続
廿
て
、
人

々
が
隠
喩
や
イ

ロ
ニ
ー
の
制
作
に
た
ず
さ
わ
り
な
が
ら
取
り
交
す

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
様

態
を
さ
ら
に
詳
し
く
訊
ね
て
見
た
い
。
残
さ
れ
た
問
題
は
、
二
つ
の
比
喩

の
形

態
で
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
過
程
が
ど
う
違
う
か
、
そ
し
て
こ
の
違

い
に

ど
ん
な
宇
宙
論
的
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
か
、
こ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
あ
る
。

五
、

隠

喩
と

イ

ロ

ニ
ー

"
行
為

の
観

点

か
ら

隠
喩
と
イ

ロ
ニ
ー
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
や
解
釈
は
大
幅
な

一
致
を
み
せ
て
い
る
。

そ
れ
も
当
然
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
二

つ
は
広
義

の
メ
タ
フ
ァ
ー
な

い
し
比
喩

の

二
類
型
だ
か
ら
で
あ
る
。
隠
喩
や
イ

ロ
ニ
ー
が
呼
び
起
こ
し
を
誘
発
し
、
想
像

を
か
き
た
て
る
の
は
、
い
わ
ば
そ
の
身
体
に
刻
ま
れ
た
示
し
の
要
素
の
せ
い
な

の
だ
。
人
々
は
平
生
、
談
話
に
隠
喩
を
交
え
た
り
イ

ロ
ニ
ー
を
効
か
せ
た
り
し

な
が
ら
、
互
い
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
図

っ
て
い
る
。
当
面
の
問
題
は
、

比
喩
の
認
識
に
対
す
る
役
割
や
芸
術
に
対
す
る
意
義
に
も
か
か
わ
る
け
れ
ど
も
、

よ
り
多
く
比
喩

の
社
会
的
意
義
に
関
係
す
る
。
端
的
に
言
う
と
、
人

々
が
社
会

を
な
し
て
世
に
住
む
う
え
で
、
隠
喩
や
イ

ロ
ニ
ー
が
ど
ん
な
働
き
を
す
る
の
か
、

こ
れ
が
問
題
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
社
会
的
な
観
点
か
ら
し
て
、
字
義
的

で
面
白
味
の
な

い
こ
と
ば
の
や
り
と
り
よ
り
、
比
喩
を
ち
り
ば
め
た
談
話
の
ほ

う
が
ど
ん
な
意
味
で
優
れ
る
の
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
次

の
よ
う
に
問
題
を
た

て
て
も
、
そ
の
狙

い
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
記
号
を
仲
立
ち

に
し
た
人

々
の
相
互
行
為
に
と

っ
て
、
比
喩
は
い
か
な
る
意
義
を
も

つ
の
だ
ろ

う
か
。

問
題
は
二
つ
の
局
面
に
分
か
れ
る
。
第

一
に
、
隠
喩
と
イ

ロ
ニ
ー
と
を
ま
と

一15一



め
て
字
義
的
な
発
言
と
対
照
し
た
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
比
喩

の
か
た
ち
が
ど

う

い
う
行
為
を
担
う

の
か
と
い
う
問

い
。
第
二
は
、
字
義
性
」の
無
視
で
共
通
す

る

そ
れ
ぞ
れ
が
、
互

い
に
ど
う

い
う
差
異
を
孕
ん
で
い
る
か
と

い
う
問
い
。

a
、
世
界
の
共
同
制
作

初
め
の
問
い
に
関
し
て
は
や
ば
や
と
結
論
を
述
べ
れ
ば
、
話
し
手
は
比
喩
の

制
作

に
託
し
て

「隠
さ
れ
た

い
ざ
な

い
」
を
発
信
し
、
聞
き
手
は
こ
の
い
ざ
な

い
を
受
け
と
め
、
こ
う
し
た
相
互
作
用
の
う
ち
に

「共
同
性
の
承
認
」
が
成
就

さ
れ
る
の
だ
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
(2。
)。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
相
互
作
用
は
言
語

の
常

で
も
あ
る
。
談
話
と
は
、
な
に

か
を
語
り
、
行

い
、
効
果
を
生
む
べ
く
あ
る
者
に
ょ

っ
て
意
図
的
に
惹
き
起
さ

れ
た
出
来
事
を
、、
他

の
者
が
理
解
し
、
会
得
し
、
そ
れ
に
み
ま
わ
れ
る
と

い
う

循
環

の
こ
と
だ
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
、
私
が
相
手
に

「
ひ
ど
く
暑

い
か
ら
窓
を

あ
け
な
さ

い
」
と
い
う
と
す
る
。
こ
こ
に
は
、
話
し
手
に
よ

っ
て
部
屋
が
非
常

に
暑

い
こ
と
が
語
ら
れ
、
命
令
と

い
う
行
為

が
な
さ
れ
ー

も
ち
ろ
ん
私
は
相

手
を
従
わ
せ
よ
う
と
意
図
し
た
の
だ
i

、
そ
れ
に
応
じ
て
、
聞
き
手
が
語
ら

れ

た

も

の
を

理

解

し

、

命

令

の
意

図

を

キ

ャ

ッ
チ

し

、

窓

を

開

け

よ

う

と
歩

み

よ

る

、

と

い
う

作

用

と

行

為

の
流

れ

が

あ

る

。
だ

が

、
こ

の
循

環

は

あ

ま

り

に

自

明
な

の
で

こ
と

さ

ら

に
気

づ

か

れ

る

こ
と

が
な

い
。

と

こ

ろ

が

、

コ
ー

エ

ン

の

い
う

よ

う

に

、

比

喩

の
使

用

は

こ

の

点

を

明

る

み

に

出

す

。

ど
う

し

て
だ

ろ
う

か

、

ど

の

よ

う

に
し

て
人

々
は

、

比

喩

の
や

り
と

り

に

よ

っ
て
共

同

性

を

認

め

合

う

の
だ

ろ
う

か

。

残

念

な

が

ら

コ
!

エ

ン
は

格

別

の
説

明

を

与

え

て

い
な

い
。

こ

の
点

を

す

こ
し

掘

下

げ

よ

う

。

比

㌦

の
制

作

と

解

釈

に

は
、

字

義

的

な

表

現

に

は

必

要

の
な

い
、

呼

び

起

こ

し
の
契
機
が
介
入
す
る
こ
と
を
重
視
す
べ
き
だ
ろ
う
藝
。
隠
喩
や
イ

ロ
ニ
ー
を

解
釈
す
る
た
め
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
呼
び
起
こ
し
に
訴
え
て
解
釈
者

の
概

念
枠
組
み
を
拡
張
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
語
理
解
の
観

点
か
ら
す
れ
ば
、
発
言

へ
有
意
性
を
付
与
す
る
た
め
に
、
そ
の
文
脈
を
十
分
に

広
げ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
.の
点
を
精
確
に
語
る
に
は
、
文
脈
と

い
う
概
念
や
文
脈
拡
張
の
機
制
に
言

及
す
る
必
要
が
あ
る
。
だ
が
、

こ
れ
は
ほ
か
の
機
会
に
試
み
た
こ
と
で
も
あ
る

し
蓼
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
そ
の
骨
子
に
触
れ
る
だ
け
に
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
文
脈
と
は
発
言
の
前
後
関
係

(話
し
手
や
聞
き
手
は
こ
れ
を
記
憶
に

と
ど
め
て

い
る
)
、
彼
ら

の
共
有
す
る
知
識

(文
法
の
能
力
や
語
彙
と
い
っ
た
言

語
知
識
も
あ
れ
ば
、
論
理
的
な
知
識
や
経
験
的
な
知
識
も
あ
る
)
、
そ
れ
に
発
言

の
場
面
の
概
念
表
象

(た
と
え
ば
、
彼
ら
の
面
前
に
あ
る
も

の
の
知
覚
)
を
含

め
た
も

の
を
い
う
。
比
喩
を
解
釈
す
る
に
は
、
単
な
る
手
順
に
し
た
が

っ
て
発

言
の
意
味
を
計
算
す
る
こ
と
だ
け
で
は
足
り
な
い
。

い
い
か
え
れ
ば
、
手
持
ち

の
辞
書
と
文
法
を
使

っ
て
コ
ー
ド
解
読
す
る
の
で
は
目
的
を
果
た
せ
な

い
の
で

あ
る
。
そ
の
う
え
、
そ
の
場
の
都
合
に
あ
わ
せ
て
手
順
を
手
直
し
し
た
り
、
辞

書

の
書
き
換
え
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。

つ
ま
り
文
脈
の
拡
張
が
必
要
な

の
で
あ
る
。
譬
え
て
い
う
な
ら
、
譜
面
に
合
わ
せ
て
楽
器
を
操
作
す
る
だ
け
で

は
だ
め
な
の
で
あ

っ
・て
、
そ
の
場
の
の
り
や
勢

い
に
応
じ
た
即
興
演
奏
が
求
め

ら
れ
て
い
る
の
だ
。
比
喩
の
演
奏
は
話
し
手
と
聞
き
手
の
協
同
で
あ
り
、
概
念

枠
組
み
の
拡
張
は
、
ま
さ
し
く
共
同
事
業
な
の
で
あ
る
。

世
界
と
は
磐
石
の
よ
う
に
揺
る
が
ぬ
不
動
の
構
造
物
で
も
な
け
れ
ば
、
唯

一

の
真
理
で
書
か
れ
た
教
科
書
で
も
な

い
。
あ
る
世
界
か
ら
別
の
世
界

へ
ゆ
き

つ
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も
ど
り
つ
す
る
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
な
か
に
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ

の
世
界
は
あ
る
。

世
界
が
別

の
世
界
に
代
替
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
元
の
世
界
が
無
住

の
廃
墟

に
化
す
わ
け
で
は
な

い
。
こ
の
よ
う
な
独
特

の
世
界
制
作

の
事
業
と
し
て
、
比

喩
は

「土
ハ同
性

の
承
認
」
を
推
進
す

る
の
だ
。

b
、
イ

囗
ニ
ー
の
異
化
作
用

第
二
の
問
い
に
す
で
に
わ
れ
わ
れ

は
差
し
か
か

っ
て
い
る
。
お
な
じ
即
興
演

奏
と

い
っ
て
も
、
隠
喩
と
イ

ロ
ニ
ー

で
は
流
儀
が
だ

い
ぶ
異
な
る
。
隠
喩
が
自

ら
の
体
躯
に
刻
ん
だ
示
し
は

〈
た
と
え
〉
と
呼
ば
れ
た
。
類
似
の
提
示
で
あ
る

聞
き
手
は
こ
の
示
し

の
力

に
よ

っ
て
現
実
世
界
の
埓
を
越
え
て
運

ば
れ
、
遂
に

は
も
う

】
つ
の
世
界

へ
拉
致
さ
れ
る
。
だ
が
イ

ロ
ニ
ー
が
演
じ
る

示
し
は
、
旧

世
界
か
ら
新
た
な
世
界

へ
の
こ
う
し

た
方
向
を
含
ま
な

い
。
む
し

ろ
そ
れ
は
古

い
世
界
を
独
特
な
音
色
で
反
響
し
な

が
ら

〈
異
化
〉
を
お
こ
な
う
ρ
隠
喩
が
手

持
ち
の
素
材
を
や
り
く
り
し
て
斬
新

な
作
品
を
組
み
立
て
る
仕
事
だ
と
す
る
と
、

イ

ロ
ニ
ー
の
場
合
、
そ
の
眼
目
は
既
成
の
作
品
を
額
縁
か
ら
外
し
て
そ
の
真
贋

を
鑑
定
し
、
場
合
に
よ

っ
て
は
物
置

に
し
ま
い
こ
む
作
業
に
あ
る
。

隠
喩
は
世

界
を
変
身
に
み
ち
び
く
か
ぎ
り
で
古

い
世
界
を
断
ち
切
る
が
、
イ

ロ
ニ
ー
は
世

界
を
革
新
す
る
た
め
に
旧
世
界
を
切
断
す
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
点
で
は
両
者
の

差
は
思
い
の
ほ
か
小
さ
い
と
も

い
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
ど
ち
ら
に
し
て
も

母
な
る
世
界
に
つ
な
が
る
臍
の
緒
を
切

っ
て
捨
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
を
目

指
す
か
ち
で
あ
る
。

別
の
角
度
か
ら
こ
の
事
態
を
な
が

め
た
ら
ど
う
見
え
る
だ
ろ
う
か
。
ほ
か
の

機
会
に
調
べ
た
よ
う
に

弩̂
、
隠
喩
は
異
象
排
除
原
理
を
平
気
で
反
古
に
す
る
。

考
え
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
世
界

の
集
合

Σ
が
許
容
し
う
る
全
て
の
事
象
は
、

こ
の

現
実
世
界
に
す
で
に
存
在
す
る
か
、
も
し
く
は
こ
の
世
界
に
妥
当
す
る
法
則
性

の
お
か
げ
で
存
在
可
能
性
を
保
持
す
る
、
個
体
、
特
性
、
関
係
か
ら
成
る
と
主

張
す
る
の
が
、
く
だ
ん
の
原
理
で
あ
る
。
こ
、の
言

い
分
に
よ
る
と
、
世
界
が
ど

う
変
ろ
う
と
、
つ
ま
り
Σ
か
ら
ど
ん
な
成
員
を
選
ぼ
う
と
、
は
じ
め
か
ら
そ
の

ネ
タ
は
あ
が

っ
て
い
る
。
七
か
し
、
隠
喩
は
か

っ
て
の
世
界
に
住
ん
で
は
い
な

か

っ
た
個
体
や
そ
の
振
る
舞

い
を
呼
び
醒
ま
す
。
い
や
、
作
り
だ
す
と
い
う
べ

き
だ
ろ
う
。
古

い
世
界
の
見
地
か
ら
す
る
と
、
ま
る
で
怪
物
か
奇
型
と
も

い
う

べ
き
連
中
を
、
隠
喩
は
新
た
な
世
界
の
正
式

の
成
員
と
し
て
丁
重
に
扱
う
礼
儀

を
わ
き
ま
え
て
い
る
の
だ
。

こ
の
点
で
は
イ

ロ
ニ
ー
に
し
て
も
お
な
じ
で
あ
る
。
皮
肉
を
身
上
と
す
る
こ

の
比
喩
は
、
汲

々
と
し
て
異
象

の
排
除
に
努
め
る
よ
う
な
真
面
目
く
さ

っ
た
堅

物
で
は
な

い
。
む
し
ろ
世
界
を
笑

い
な
が
ら
ひ

っ
く
り
返
し
て
み
せ
る
余
裕
が

イ

ロ
ニ
ー
に
は
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
イ

ロ
ニ
ー
も
ま
た
く
だ
ん
の
原
理
の

統
制
を
免
れ
て
い
る
の
だ
。
異
象
排
除
原
理
に
従
わ
ぬ
世
界
制
作
を
よ
く
し
う

る
と
い
う
意
味
で
、
二
つ
の
比
喩

の
形
態
は
と
も
に
、
古

い
世
界
か
ら

の
切
断

を
と
も
な
う
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
世
界
を
断
ち
、
も
う

一
つ
の
世
界

の
可
能
性
を
ま
ざ
ま
ざ
と
示
す
か
ぎ
り
で
、
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
世
界
創
成

の

事
業
に
ー

我
と
ひ
と
と
共
に
す
る
事
業
に
、
邁
進
す
る
の
で
あ
る
。

だ
が
イ

ロ
ニ
ー
の
行
為
を
呼
ぶ
の
に
、
ブ
レ
ヒ
ト
か
ら
「異
化
」
(<
①
臥
お
ヨ
5

曾

口σq
)の
名
を
借

り
た
の
は
十
分
な
理
由
に
立

っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
演
技
を
字

義
的
な
、
本
物

の
行
為

へ
転
身
せ
し
め
る
魔
法
を
、
演
劇
は
求
め
る
べ
き
で
は

な

い
、
と
彼
は

い
う
。
彼
は
そ
の
代
わ
り
に
、
演
技
の
原
理
と
し
て
異
化
を
主

張
し
て
倦
ま
な

か

っ
た
。
異
化
と
は
何
か
。
簡
単
に
い
っ
て
、
そ
れ
は
出
来
事
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や
性
格

か
ら
当

然
な
も

の
、
既
知
な
も

の
、
明
白
な
も

の
を
取
り
去

っ
て
、
そ

れ
に
対
す
る
驚

き
や
好
奇
心
を
作
り

だ
す

こ
と
だ
蓼
。
で
は
、
ど
う
し
た
ら
そ

う
し
た
効
果
を

生
む
こ
と
が
で
き
る

の
か
。
演
技
を
模
倣
な

い
し
直
接
引
用
で

は
な
く
、
実
地
教
示
(H)Φ旨PO
づ
ωけ「P
叶一〇
コ
)
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
で

あ
る
。
演
技
者
は
、
出
来
事
を
間
接
的
に
引
用
し
、
反
復
す
る
こ
と
に
努
め
な

く
て
は
な
ら
な

い
。
演
技
が

「繰
り
返
し
」
だ
か
ら
こ
そ
、
観
客
は
感
情
同
化

に
流
さ
れ
ず
に
、
自
己

の
能
動
性
を
保
ち
つ
つ
、
そ
れ
を
観
察
し
、
認
識
し
、

研
究
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
だ
蠡
。
引
用
の
効
果
を
あ
げ
る
具
体
的
な
手
法
と

し
て
は
、
た
と
え
ば
、
舞
台

の
演
技

に
映
写
を
組
み
合
わ
せ
た
り
、
合
唱
や
伴

奏
を
加
え
る
や
り
方
が
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
舞
台

の
統
合
性
を
高
め
る
た

め
の
手
段

で
は
な

く
て
、
そ
の
構
成
要
素
を
ち
ぐ
は
ぐ
に
分
離
す
る
技
法
に
ほ
か

な
ら
な

い
。
そ
れ
は
、
ヴ

ェ
ラ
ス
ケ
ス
の
作
品
の
パ
ロ
デ
ィ
に
ピ
カ
ソ
が
付
け

加
え
た
歪
み
の
よ
う
な
も
の
だ
。
た
と
え
ば
、
シ

ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
バ

ッ
ク

に
流
れ
る
演
歌
は

そ
の

一
例
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
ブ

レ
ヒ
ト
が
従
来

の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
伝
統

の
演
劇
に
す
る

ど
く
対
置
し
た

「叙
事
詩
的
演
劇
」

は
、
わ
れ
わ
れ
の
見
る
と
こ
ろ
、
概
念
表

象
の

「反
響
」
を
原
理
に
成
り
立

つ
。
二

つ
の
演
劇
形
式
の
対
比
を
ま
と
め
た

あ
の
名
高

い
表
冬
を
眺
め
る
な
ら
、
こ
の
事
実
は
お
の
ず
と
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

変
わ
ら
ぬ
世
界
と
変
わ
ら
ぬ
人
間
を
自
明
視
す
る
劇
形
式
か
ら
、
そ
れ
ら
の
認

識
を
通
じ
て
変
革

へ
向
か
う
劇

へ
。

こ
の
転
換
を
な
し
と
げ
る
の
に
要
請
さ
れ

た
行
為
の
枠
こ
そ
、
イ

ロ
ニ
ー
に
も
発
見
さ
れ
る
反
響
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

c
、
隠
喩
と
イ

ロ
ニ
ー
の
相
補
性

い
く
ら
か
違
う
角
度
か
ら
、
再
度
、
隠
喩
と
イ

ロ
ニ
ー
を
比
.べ
合
わ
せ
、
わ
れ

わ
れ
の
比
較
論

の
結
論
を
導
き
た

い
。

イ

ロ
ニ
ー
は
こ
と
ば
と
は
正
反
対
の
こ
と
を
語
る
、
と
人
は
い
う
。
こ
れ
が

実
は
誤

っ
た
見
方
で
あ
る
こ
と
は
先
に
見
た
葱
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
こ
に
は
幾

分
か
真
理
が
混
じ

っ
て
い
る
。
と

い
う

の
も
、
イ

ロ
ニ
ー
が
解
釈
で
き
た
と
き
、

た
し
か
に
そ
の
副
産
物
と
し
て
、
し
ば
し
ば
こ
と
ば
と
は
反
対
の
命
題
が
得
ら

れ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ

ロ
ニ
ー
が
反
響
命
題
に
対
す
る
格
別
の
態
度
を

表
わ
す
身
振
り
だ
と
い
う
事
実
は
、
臼

の
反
対
が
黒
の
み
な
ら
ず
赤
や
青
で
も

あ
る
と
い
う
意
昧
で
、
当
の
命
題

の

「反
対
」
が
話
し
手
の
真
意

で
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
イ

ロ
ニ
ー
は
誇
張
法
、
曲
言
法
な
ど

の
手

法
と

一
括
り
に
で
き
る
。

一
尺
の
長
さ
を
過
不
足
な
く

一
尺
と
語
る
の
が
字
義

的
表
現
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
を

一
丈
な

い
し

一
寸
だ
と
述
べ
る
の
が
誇
張
や
曲

言

の
文
彩
で
あ
る
。
さ
て
イ

ロ
ニ
ー
は
、
同
じ
様
に
そ
れ
が

一
尺
だ
と
は
言
わ

な

い
が
、
か
と

い
っ
て
物
差
し

の
目
盛
り
を
丈
や
寸
に
拡
大
な
い
し
縮
小
す
る

の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
そ
も
そ
も
物
差
し
の
当
て
か
た
が
違
う
と
言
挙
げ
す
る
。

実
際
に
イ

ロ
ニ
ー
の
物
差
し
が
字
義
的
な
尺
度
と
は

「反
対
に
」
当
て
ら
れ
る

場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
け
れ
ど
も
、
物
差
し
の
ず
ら
し
方
に
は
、
目
盛

り
の
刻
み
を
変
え
る
こ
と
を
含
め
て
、
さ
ま
ざ
ま

の
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の

可
能
性
も
、
し
か
し
、
広

い
意
味

で
「反
対
」
の
事
例
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
參
。

も
う
少
し
こ
の
比
喩
を
続
け
よ
う
。
隠
喩
に
お
け
る
主
要
な
問
題
は
尺
度

の

選
択
や
そ
の
ず
ら
し
方
で
は
な

い
。
測
る
も

の
で
は
な
く
む
し
ろ
測
ら
れ
る
も

の
が
問
題
な

の
だ
。
「人
間
は
狼
だ
」
と

い
う
隠
喩

の
ポ
イ

ン
ト
は
、
人
間
性
が

狼
性

に
拡
大
な

い
し
縮
小
さ
れ
る
こ
と
(?
)
で
は
な
く
て
、
人
間
と

い
う
種
が

別
の
動
物
種
に
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
、
そ

の
よ
う
に
し
て
存
在
者
の
領
域
に
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改
変

の
手

が
加

え

ら

れ

る

こ

と

で

あ

る

鬯̂
。

こ
れ

は
な

に
も

、

種

の
編

成

に
拡

大

・
縮

小

と

い

っ
た

手

法

が
使

わ

れ

る

こ
と

は
な

い
と

言

い
た

い

の

で
は

な

い
。

た
と
え
ば
あ
る
動
物
i

数
ミ
リ
の
ミ
ジ
ン
コ
ー

の
体
躯
を
極
端
に
ー

数

十
セ
ン
チ
に
1

引
き
伸
ば
し
て
み
よ
う
。
も
と
の
動
物
と
は
違
う
種
が
出
現

す
る
は
ず
だ
。
イ

ロ
ニ
ー
に
隠
喩
を

動
員
す
る
こ
と
が
可
能
な
よ
う
に

(
↓
節

参
照
)
、
}
般

に
各
種

の
比
喩
の
形
態

を
重
ね
合
わ
せ
て
使
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
も
し
重
ね
合
わ
せ
以
前

の
水
準
で
比
喩
を
観
察
す
る
な
ら
、

隠
喩
と
イ

ロ
ニ
ー
と
は
あ
く
ま
で
も

別
個

の
比
喩
な

の
で
あ
る
。

隠
喩
と
イ

ロ
ニ
ー
が
ど

こ
ま
で
類
似
し
、
ど
こ
か
ら
相
違
す
る
か
は
、
こ
れ

で
お
お
よ
そ
明
ら
か
に
な

っ
た
と
思
う
。
要
約
す
る
と
、
隠
喩
が

一
緒
に
世
界

の
創
成
に
あ
た
ろ
う
と

い
う
呼
び
掛

け
で
あ
る
の
に
対
し
(・。〕、
イ

ロ
ニ
ー
は
創

成
さ
れ
た
世
界
の
ほ
こ
ろ
び
を
剔
出
し
て
、
も
う

】
つ
の
世
界

へ
行
こ
う
と
い

う
誘
惑
で
あ
る
。
ど
ち
ら

の
場
合
も
話
し
手
と
聞
き
手
は
、
比
喩
の
た
く
ら
み

の
た
め
の
い
わ
ば
土
ハ犯
者
で
あ
る
。
ま
ず
そ
れ
ら
の
解
釈
を
成
就
す
る
た
め
に
、

二
人
は
共
有
す
る
知
識
を
利
用
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
だ
け
で
も
彼
ら

は
初
め
か
ら
し
め
し
合
わ
せ
て
い
た
仲
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
共
犯

.関
係
は
知
識
の
使
用
法
の
特
異
さ
に
よ
り

い
っ
そ
う
動
か
ぬ
事
実
と
な
る
だ
ろ

う
。
彼
ら
は
知
識
を
単
に
再
生
す
る
と
い
う
や
り
方
で
利
用
す
る
の
で
は
な

い
。

比
喩
の
生
成
と
解
釈
に
必
要
な
知
識

は
想
像
力
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
。
伝
統

の
世
界
を
温
存
す
る
た
め
の
異
象
排
除
は
も
は
や
彼
ら
の
原
則
で
は
な
い
。
彼

こ
う

り
き

ら
は
強
力
を
振
る

っ
て
世
界
を
新
た

に
裁
ち
直
す
か
、
そ
こ
ま
で
し
な
い
ま
で

も
、
そ
う
す
る
準
備
万
端
を
整
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
隠
喩
の
場
合
-
創
成
の
事
実
を
判
明
に
見
る
こ
と
は
、
当
事
者
に

と

っ
て
、
至
難
と
は
い
わ
な

い
が
な
か
な
か
困
難
な
作
業
で
あ
る
。
お
お
か
た

の
芸
術
家
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
作
品
の
作
り
手
は
作
品
が
ど

の
よ
う
に
出

来
る
か
に
つ
い
て
は
あ
か
ら
さ
ま
に
知
る
こ
と
は
少
な

い
。
も
ち
ろ
ん
さ
ま
ざ

ま
な
苦
労
と
引
き
換
え
に
、
よ
う
や
く
彼
は
巧
み
な
隠
喩
と
い
う
褒
美
を
、

ひ

い
て
は
新
た
に
住
む
世
界
を
得
る
。
だ
が
、
つ
い
に
彼
は
計
画
に
そ

っ
て
世
界

を
構
築
す
る
創
造
主

の
座
に
つ
く
こ
と
は
な

い
。
彼
も
ま
た
世
界

の
到
来
に
立

ち
会
う

一
人
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。

こ
れ
に
対
し
、
イ

ロ
ニ
ー
に
は
つ
ね
に
創
成

の
反
省
が
と
も
な
う
。
隠
喩
が

作
品
の
制
作
に
無
自
覚
に
な
り
が
ち
で
あ
る
の
に
、
イ

ロ
ニ
ー
は
そ
も
そ
も
跡

作
の
自
己
意
識
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
比
喩
な
の
だ
。
こ
の
意
味

で
、
イ

ロ
ニ

ー
は
し
ば
し
ば
世
界
の
弁
証
で
あ
る
。
と
り
わ
け
現
代

の
芸
術
家
は
好
ん
で
こ

の
技
法
を
多
用
し
て
い
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
お
の
お
の
の
や
り
方
で

伝
承
さ
れ
た
世
界
を
見
直
し
て
い
る
の
だ
。
彼
ら
の
作
品
に
は
時
代

の
自
己
反

省

の
か
た
ち
が
刻
ま
れ
て
い
る
藪
。
だ
か
ら
、
彼
ら

の
イ

ロ
ニ
ー
が
成
功
す
る
に

つ
け
失
敗
す
る
に
つ
け
、
変
わ
ら
ぬ
前
提
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
々
が
こ
と

ば
、
絵
、
概
念
、
音
、
仕
草
な
ど
、

一
口
に
い
え
ば
さ
ま
ざ
ま
な
記
号
を
素
材

に
使

っ
て
、
額
に
汗
し
て
制
作
し
た
世
界
が
前
も

っ
て
存
在
す
る
こ
と
、
そ
し

て
こ
の
世
界
が
年
老

い
た
こ
と
、
こ
う
し
た
前
提
で
あ
る
。

こ
こ
で
世
界
創
成
は
、
自
ら
の
尾
を
咬
む
蛇

の
よ
う
に
、
螺
旋
状
に
閉
じ
る
。

隠
喩
が
世
界
を
ひ
き
い
れ
、
イ

ロ
ニ
ー
が
そ
れ
を
撥
ね

つ
け
る
。
そ
し
て
実
は
、

ど
ち
ら
も
微
妙
な

バ
ラ
ン
ス
の
う
ち
に
あ
る
世
界
創
成
の
、
不
可
欠
な
局
面
な

の
で
あ
る
。
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注

(1
)
本
稿
は
筆
者

の
論
文

「イ

ロ
ニ
ー
」
(
『大
阪
大
学
人
間
科
学
部
紀
要
』
第
十
三
号
、

一
九
八
七
年
所
収
)

の
続
編

で
あ
る
。

二

つ
の
比
喩

の
区
別
と
そ
の
結
合
に

つ
い
て
は
、

特

に
そ

の
六
節
を
参
照
。

(2
)
文

の
使
用
と

い
う
概
念

に
つ
い
て
は
、
菅
野
盾
尉
、

一
九
八
五

a
、

二
八
三
～
二
八

五
頁
を
参
照
。
.

(3
)
菅
野
盾
樹
、

一
九
八
五

a
、
二
八
五
～
二
九
〇
頁
。

(4
)
ア
リ

ス
ト

テ
レ
ス
は

『弁
論
術
』
で
、

こ
と
わ
ざ

(匍
§

。
骨
N
奚
)
を
法
律
や
証
言
と

な
ら
び
人
を
説
き
伏
せ
る
立
証

の

一
手
段
と
し
て
語

っ
て

い
る
.
当
時
、
「
そ
れ
故
に

『…
…
』
と
言
わ
れ
る
の
だ
」
と

い
っ
た
立
証
が
多
く
行
わ
れ
た
ら
し

い
。

こ
と
わ
ざ

は

一
種
の
引
用
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

こ
の
常
套
旬
は
、
我
が
国

の
古
典

の
文
言
に
酷
似

か
れ

ぽ
ぐ
ら

は
し
だ
て

し
.て

い
る
。

た

と

え

ば

、

「
故

諺

に

い
は
く

『神

の
神

庫

も

樹

梯

の
ま

ま

に

』

と

い
ふ

は

、

こ
れ

そ

の
こ

と

の
も

と

な

り
」

(
『古
事

記
』、

垂

仁

天
皇

八

七

年

)。

す

で
に

人

口

に
膾
炙

し

て

い
な

い
文

は

諺

に

は
な

り

え

な

い
。

そ

う

し
た

文

を

引

用

し
な

が

ら

、
特

定

の
事

実

が
賦

活

さ
れ

際

立

た

せ
ら

れ

る
。

(
5
)

ω
O
興
び
Φき

∪
,
⇔
民

芝

房

O
梦
U
.レ
O
『
◎。
に
詳

し

い
。
ま

た

旨
O
『oq
Φ
昌
ω窪

曾

9
r

O
℃
.旨
㎝ー

一
HO
に
も

説

明

が
あ

る
。
こ

れ

に
対

す

る
批

判

は

Ω

費

F
串

口
■6
け
偶
一こ
一り
。。
A
が

お
こ
な

っ
.て

い
る
。

ス

ペ
ル

ベ

ル

の
再

論

は

ω
O
興
ぴ
①
尸
U

こ
ち
。。
倉

℃
℃
μ
ω
ω亠

ω
㎝
に
あ

る
。

(6

)

「
.つ
ま

ら

な

い
論

文

で
す

が
、

一
読

を

お
願

い
し

ま
す

」
と

い

っ
た
謙

遜

の
表

現

、
曲

言

法

(
ラ
イ

ト

ウ
ズ

)

な

い
し
緩

叙

法

(ミ
オ

ー

ズ

)
.な
ど

の
文
彩

を

イ

ロ
ニ
ー

と
混

同

し

て
は

な

ら
な

い
。

こ

れ

ら

の
形

態

に

は
、

反
響

の
痕

跡

が

認

め
ら

れ

な

い
。

(
7
V
Ω

聾
爵

画

』

`
Φ冨

r

巳
。。
書

.
旨

卜。
・

(8

)
ω
O
興
σ
Φ
5

一り
。。♪

戸
一罐

.

(9

)
Ω

9。
葺

簿

p。
厂

詮

飢
■も

山

b。
㈹
●

(10

)

「思

慮

の
な

い
」
命

題

は
、

場

合

に

よ

り
、

偽

で
あ

る

こ
と

を

初
め

、

大

袈
裟

、

楽

天

的

、

失

礼

、
あ

る

い
は
真

で
さ

え

あ

る
。

精

確

に

言

っ
て
こ

れ

が
ど

ん

な

様
態

か

を

分

析

す

る

仕
事

が
残

っ
て

い
る
。

当

面

の
論

点

は

、
命

題

の
様

態

が
そ

の
命

題

に
か

か

わ

る
態

度

に

伝
染

す

る

と

い
う

こ
と

で
あ

る

ゆ

た

と
え

ば

、

「
不

可
能

な

」
命

題
を

信

じ

る

の

は

「
非
合

理
な

」

態
度

で
あ

る
、

と

い
う

ふ
う

に
。

こ

の
点

は
さ

ら

に

観
察

を

要
す

る
。

(11
)

信

念

と
命

題

の
関
係

に

つ
い
て
、

菅

野

盾

樹
、

一
九

八

五
b

、

二

節
を

参

照

。

(
12
)

=
畧
o
『
Φ
o
P

い
己

一㊤
。。
㎝
は

こ
の
点

を

強

調
す

る
。

た

だ

し
彼

女

は

「
パ

ロ
デ

ィ
」

に

つ

い
て

云
・々

し

て

い
る

の
だ

が

。

(
13
)

い
ず
れ

も

明

治

以
降

に

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
か

ら
移

さ

れ

た

翻

訳
用

語

で
あ

る
か

ら

、

そ
れ

ぞ

れ

横

文

字

(英

語

V

を

あ

げ

て

お

こ
う

。

ω旨

Φ
o
自
O
oず
ρ

ヨ
Φ
8
p
団
ヨ
ざ

ω
凶ヨ
同す

蹄

×
Φω
β

H一8
けΦ
。。■

(
14
∀
菅

野
盾

樹

、.
一
九

八
五

a
、

特

に
第

H
部

。

(15
)
芝

葺

ひq
Φ
拐
8
旦

一
8

一
』

■
H
N
冨
.

(16

V

「例

示

」

Φ
×
Φ
ヨ
℃
一一8

二
〇
口
に

つ
い
て

詳

し
く

は

、
O
o
o
匹
ヨ
9
ρ

一
〇
①
。。

讐
P

認

"
O
℃
.

㎝①
-
α
Φ

魯

ロ
餌
ωω
圃賃

O
o
o
α
ヨ
9
P

巳
刈
。。
讐
W
章

を
参

照
。

(17

)

隠
喩

の
解

釈
機

制

に

つ

い
て
詳

し

く

は
、

菅

野

盾
樹

、

一
九

八

五

a
、

と

く

に
第

三

章

を

見
よ

。

隠
喩

に
示

し

が
介

在

す

る

こ
と

、

そ

の
規

定

に
文

脈

が
役

割

を
演

じ

る

こ

と
、

そ
し

て

文
脈

が
.最

終
的

に
は
有

意
性

公

理

に

よ

っ
て
規
定

さ
れ

る

こ
と
、

こ
う

し

た
点

で
、

隠
喩

(な

ら

び

に
そ

の
他

の
比
喩

の
形
態

)

混

じ

り

の
自

然

言

語

の
処

理

が
、

　

　

コ

現
在

の

コ

ン
ピ

ュ
ー

タ

で

は
不

可

能

で
あ

る

の
は
も

と

よ

り
、

果

た

し

て
今

模

索

さ

れ

つ

つ
あ

る

人

工
知

能

に

よ

っ
て
可
能

に
な

る

の
か

ど
う

か

、

疑
問

が
残

る
。

(18
V

用
語

は

ブ

レ
ヒ

ト

か

ら
借

用

し

た
。

こ
れ

は

単
な

る

便

宜

以
上

の
措

置

で
あ

る

。

彼

の

い
う

「
異
化

」

と

イ

ロ

ニ
ー

と

に

は
本

質

的

な

つ
な

が

り

が
あ

る

よ
う

に
見

え

る
。

こ
れ

に

つ

い
て
は

後

述

五
節

参

照
。

(19
)
感

情

な

い
し

感

じ

け
Φ
嵩
5
σq
d
表

出

①
×
O
話
ω。。
一〇
昌
に

つ

い
て
、
詳

し

く

は
、
O
O
O
血
ヨ
鋤
P

一
り
①
。。
も

卩

ホ

ー
お

も

戸

。。。。
ー
㊤
ρ

勺
・
り
O
引
O
o
o
傷
B
鋤
P

o
F

日

な

ど

を
参

照

。

(20
V
O
o
げ
Φ
P

↓
`
一
雪
。。
を

参

照

。

こ

の
洞

察

を

わ
れ

わ

れ

は
修

辞

論

の
見

地

か
ら

深

め

る

こ
と

を
試

み
た

。
菅

野
盾

樹

、

一
九

八

五

a
、

二
九

〇

～

三
〇

四

頁

。

(
21
)

た

だ
し

字

義

的
な

言

語

使

用

に
想

像

力

が

一
指

も
触

れ
な

い
と

い
う

こ
と

で
は
な

い
。

こ
こ

で
も

想

像

力

は
、

必

要

と
あ

ら

ば

役

割
を

演

じ

る
。

し

か

し

、

比
喩

の
使

用

が
想

像

力

の
羽

搏

き

を
あ

り
あ

り

と

示
す

こ
と

も
確

か
な

の
だ
。

要

す

る

に
、

字

義
的

/

比

喩

的

と

い
う

言

語
使

用

の
差

は
、

想

像

力

の

モ

メ

ン
ト

に

か
ん

し

て
連

続

律

に
従

う

の

で

あ

る
。

(
22
)
菅

野
盾

樹

、

}
九

八

五

a
、

第

九

章

。

(
23
)
菅

野
盾

樹

、

一
九

八

五

a
、

二
二

八

～

二
三

二

頁
。
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(
24
)
ブ

レ
ヒ
ト
、

一
九
六

二
、

=

一三
頁
。

(
25
)
ブ
レ
ヒ
ト
、

一
二
八

～

=
二
八
頁
。

(26
V
ブ
レ
ヒ
ト
、
七
四
頁
。

(27
)
菅
野
盾
樹
、

一
九
八
七
、
第
七
節
を
参

照
。

(28
)
イ

ロ
ニ
ー
と
曲
言
法
そ

の
他

の
比
喩
が
そ
れ
ぞ
れ

の
構
成

に
お

い
て
親
近
性
を

示
す

事
実
は
、
後
者

の
グ

ル
ー
プ

が
し
ば
し
ば
イ

ロ
ニ
カ

ル
な
効
果
を
あ
げ
る
.こ
と
の
説
明

に
と
り
好
都
合
だ
ろ
う
。
誇
張
や
曲
言
は
イ

ロ
ニ
ー
に
な
り
や
す
い
。
喧
嘩
沙
汰

に
お

よ
ん
だ
酔
漢
を
指
し
て

「奴
は
す
こ
し
酔

っ
て
い
る
」
と

こ
と
ば
を
曲
げ
る
場
合
、
も

し
本
人
が
周
囲

の
八
間
の
気
遣
う
声

に
応
え

て

「
い
や
、
少
し
酔

っ
た
」
と
語

っ
た
事

.

実

が
あ
る
な
ら
、
こ
の
曲
言
法
は
反
響

で
あ
る
か
ぎ

り
で
、
た
だ
ち
に
イ

ロ
ニ
ー
と
な

る
。し

か
し
問
題
は
、
こ
の
事
実

が
な

い
場
合

で
す
ら
、
こ
の
発

言
が
イ

ロ
ニ
カ
ル
に
響
き

が
ち
な
点

で
あ
る
。
酒

の
席
に
悪
酔

い
で
名
高
い
人
物
が

い
る
と
し
よ
う
。
周
囲
は
当

人
に
杯
を
差
し
な

が
ら
、

こ
ん
な

に
飲
ま
せ
て
大
丈
夫
だ
ろ
う
か
、

い
や
ま
だ
す
こ
し

酔

っ
た
だ
け
だ
か
ら
心
配
な

い
だ
ろ
う
、
な

ど
と
考
え
る
こ
と

が
多

い
だ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
文
脈

の
も
と

で
、
聞
き
手

が
問
題
の
反
響
命
題
を
同
定
す
る
傾
き
は
大
き

い
と

い
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
二
次
的
隠
喩
が

一
次
的
に
イ

ロ
ニ
ー
で
あ

る
例

(た
と
え

ば
、
幼
児
を
虐
待
引
る
母
を
さ
し
て

「
こ
の
お
母
さ
ん
は
ま

っ
た

く
観
音
さ
ま
だ
」
と

嘆
息
す
る
場
合
)

で
は
、

反
響

の
出
現
を
跡

づ
け
る
の
は
い
つ
で
も
そ
う
や
さ
し

い
仕

事

で
は
な

い
。

こ
れ
に
比
べ
、
誇
張
や
曲
言

の
場
合
、
反
響
命
題
の
同
定
は
ず

っ
と
容

易
だ
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
誇

張
の
な

い
事
態
、
ま

っ
す
ぐ
に
言
わ
れ
た
事

態
が

世
の
常
だ
か
ら

で
あ
る
。

(
29
)
比
喩
に
と
も
な
う
概
念
化

の
動
き
が
、
不
連
続
な
領
域

(種
が
そ

の
典
型
で
あ
る
V

の
間
の
移
行
を
含
む
か
ど
う
か
に
よ

り
、
比
喩
を
分
類
す
る

こ
ど
が
で
き
る
。
O
o
o
匹
・

ヨ
9
P

冨
①
。。-
P

。。
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