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隠

喩

に

お

け

る

指

示

隠
喩
に
お
い
て
指
示
の
転
移
が
観
察
さ
れ
る
だ
ろ
う
か

隠
喩
は
言
語
の
働
き
の
可
能
性

の

一
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
隠
喩
か
ら
さ
か

さ
に
言
語
を
覗
き
こ
ん
だ
ら
、
そ

こ
に
ど
の
よ
う
な
光
景
が
眺
め
ら
れ
る
だ
ろ

う
か
。
今
度
は
、
言
語

の
可
能
性

が
隠
喩
の
な
か
に
小
さ
な
火
種
の
よ
う
に
点

っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
隠
喩
を
己
れ
の
可
能
性
と

し
て
保
つ
た
め
に
、
言
語
は
本
来

ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か
、
と
あ
ら
た
め
て

訊
ね
よ
う
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
隠
喩
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
問
を
投

げ
か
け
な
が
ら
、
そ
の
考
究
を
通
じ
て
隠
喩

の
具
体
相
を

こ
の
手
に
掴
も
う
と

努
め
て
き
た
。
問
は
隠
喩
の
必
然
性
、
真
理
、
意
味
、
同

一
性
の
基
準
、
解
釈

の
機
制
な
ど
に
わ
た

っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
問
題
区
分
に
、
隠
喩
に
宿
さ
れ
た

言
語
の
本
来
性
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
で
、
A
二

つ
を

つ
け
加
え
よ
う
。
す
な

わ
ち
、
そ
れ
は
隠
喩
に
お
け
る
指

示
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

な
ん
に
よ
ら
ず
哲
学

の
問
題
を

問
う
と
な
る
と
、
紀
元
前
四
世
紀
の
ギ
リ
シ

ャ
哲
学
者
の
著
作
中
に
手
掛
り
や
示
唆
、
場
合

に
よ

っ
て
は
解
答
を
求
め
る
こ

と
が
し
ば
し
ば
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
風
に
な
ら

っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
が
く
比
喩
V

(爻
侮
建
兮
鳳

)
に
与

え
た
定
義
を
取
り
あ
げ

て
み
よ
う
。
彼
に

よ
れ
ば
比
喩
と
は

「異
質
の
名
詞
が
類
か
ら
種

へ
、
あ
る
い
は
種
か
ら
類

へ
、

あ
る

い
は
種
か
ら
種

へ
、
あ
る

い
は
類
比

に
よ

っ
て
移
行
す

る
こ
と
」
で
あ

る
(、〉。
こ
の
定
義
に
は
、
類
種
概
念
あ
る
い
は
事
物
を
分
類
す
る
名
辞
の
比
喩

に
お
け
る
役
割
、
同
じ
く
類
似
の
役
割
が
示
唆
さ
れ
て

い
て
興
味
深

い
が
、
今

と
り
わ
け
注
目
し
た

い
の
は
、比
喩
に
お
い
て
は
名
詞
が
指
す
も
の
の
く
移
行
V

(侮ミ
含
葺

)
が
生
じ
る
、
と

い
う
指
摘
で
あ
る
。
後
世
の
修
辞
学
者
も
さ
ま
ざ

ま
な
言

い
方
で
や
は
り
同
様
の
指
摘
を
お
こ
な

っ
て
い
る
。
.こ
の
点
を
も

っ
と

も
あ
か
ら
さ
ま
に
比
喩
の
定
義

に
盛
り
こ
ん
だ
の
は
、
特
異
な
外
延
主
義
者
グ

ッ
ド

マ
ン
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
「
比
喩

に
お

い
て
は
、

習
慣
に
よ

っ
て
確
立
さ
れ
た
あ
る
外
延
を
伴
う
名
辞
が
、
そ
の
習
慣
の
影
響
の

も
と
に
他
の
所

へ
適
用
さ
れ
る
」
(,)の
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、

〈
比
喩
V

の
語
原
は

日
。$

(な
に
な
に
を
越
え
て
)
プ
ラ
ス

喜
冨
ぎ
(運
ぶ
)と

い
う
こ
と
に
あ
る
。
二

つ
の
定
義
は
、
,
こ
う
し
た
語
原
に
う
か
が
わ
れ
る
比
喩

の
意
味
を
、
二
人
の
哲
学
者
の
特
有
な
哲
学
を
背
景
に
洗
練
し
た
所
産
だ
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

あ
り
き
た
り
の
隠
喩
の
例
を
眺
め
て
み
れ
ば
、
二
つ
の
定
義
が
お
の
お
の
の

流
儀
で
述
べ
て
い
る
く
指
示
の
転
移
V
と
い
う
こ
と
が
ら
は
、
た
だ
ち
に
明
ら

か
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば

「
人
間
は
狼
だ
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ア
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リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言

い
方
を
ま
ね
れ
ば
、
こ
の
例
で
は
種
か
ら
種

へ
移
行
が
な

さ
れ
て
い
る
の
だ
。

つ
ま
り
動
物

種
の

一
つ
で
あ
る
狼
か
ら
別

の
動
物
種
の
人

間

へ
と
、
名
詞
の
指
示
す
る
も
の
が
動
か
さ
れ
て
い
る
。
.グ

ッ
ド

マ
ン
の
よ
う

に

「外
延
」
と
い
う
こ
と
ば
使

い
を
す
る
な
ら
、
狼
の
よ
せ
集
め
を
外
延
と
す

る

「狼
」
な
る
名
辞
が
人
間
の
よ

せ
集
め
ま
で
移
さ
れ
る
、
と

い
う

こ
と
に
な

る
。
と
こ
ろ
で
も
う
少
し
詳
し
く
考
察
し
て
み
る
と
、
隠
喩
に
お
け
る
指
示
の

転
移
は
、
そ
う
単
純
な
こ
と
で
も

た
だ
ち
に
明
晰
な
こ
と
で
も
な
い
、
と
わ
か

る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
以
下
で
指

示
の
転
移

の
三

つ
の
形
式

(拡
張
、
縮
少
、

切
り
変
え
)
を
例
に
あ
た

っ
て
あ

ら
た
め
て
念
入
に
確
認
し
て
み
た

い
。
そ
れ

に
加
え
、
例
の
二
回
真
の
隠
喩
を
指
示

の
転
移
の
観
点
か
ら
調
べ
る
こ
と
に
す

る
。ω

奴
は
ゴ
リ
ラ
だ
。

②

愛
は
共
同
で
作
る
芸
術
作

品
だ
。

文
ω

の
主
語
は
ア
ウ
ル

・
ネ
ル
ソ
ン
と
い
う
、
実
在
し
た
凶
悪
な
大
量
殺
人
犯

を
指
し
て
い
る
。
も
し
も
述
語

「ゴ
リ
ラ
だ
」
が
文
字
通
り
の
外
延
、

つ
ま
り

個

々
の
ゴ
リ
ラ
の
集
合
を
指
示
す

る
の
だ
と
す
れ
ば
、

こ
こ
に
は
明
ら
か
に
指

示
さ
れ
た
も
の
同
士
の
包
摂
関
係

に
異
常
が
生
じ
た
こ
と
に
な
る
。
人
間
は
決

し
て
ゴ
リ
ラ
で
は
な
い
か
ら
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
ω

の
意
味
論
的
異
例
さ
は
、

ω
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
者
が
ま

っ
さ
き
に
確
認
す

べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
解
釈
者
は
ω

の
異
例
さ
を
除
き
そ
れ
に
ま

っ
と
う
な
意
味
を
回
復
す
る

も

も

も

た
め
に
、
述
語
の
外
延
を
も
と
の
そ
れ
と
は
別

の
場
所

へ
移
す
の
で
あ
る
。

し
か
し

こ
こ
で
疑
問
が
呈
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ω
を
解
釈
す
る
者
は

述
語
に
か
ん
し
て
指
示
の
転
移
を
お
こ
な

っ
た
が
、

こ
れ
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う

か
、
別
の
や
り
方
で
は

い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
ω
の
例
で
言
え
ば
、述
語
「ゴ

リ
ラ
だ
」
に
か
ん
し
て
で
は
な
く
主
語

「奴
」
に
か
ん
し
て
指
示
の
転
移
を
施

し
て
は

い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
間
を
解
く
鍵
は
、
解
釈
過
程
に
お
け
る
焦
点
化

の
位
相
に
あ
る
。
聞
き

手
が
ω
を
解
釈
す
る
さ
い
、
こ
の
文
を
構
成
す
る
語
の
う
ち
で

「
ゴ
リ
ラ
」
が

焦
点
化
さ
れ
、
他
の
語
は
枠
と
し
て
い
わ
ば
焦
点
の
外

へ
置
か
れ
る
の
だ
。
焦

点
化
の
機
制
を
今

一
般
的
な
形
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し

例

ω
に
つ
い
て
多
少

の
分
析
を
行

っ
て
お
き
た
い
。
逮
捕
さ
れ
た
凶
悪
犯
を
警

察

へ
移
送
す
る
車
を
見
に
集

っ
た
公
衆
の

一
人
が
、
ω
を
語

っ
た
と
仮
定
し
よ

う
。
彼
は
他
人
と
比
べ
て
遜
色

の
な

い
言
語
能
力
の
持
主
で
あ
る
。
換
言
す
れ

ば
、
彼
は
三
人
称
単
数
代
名
詞

「奴
」
の
正
し
い
用
い
方
を
知

っ
て
い
る
し
、

ま
た

「ゴ
リ
ラ
」
の
意
味
や
使
用
法
を
知

っ
て
も
い
る
。
「奴
」
が
ア
ウ
ル
.ネ

ル
ソ
ン
を
指
示
す
る
事
実
は
、
ω
が
発
言
さ
れ
る
文
脈
か
ら
規
定
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

こ
う
し
た
文
脈
に
よ
る
規
定
性
を
精
確

に
述

べ
る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
簡

単
な
こ
と
で
は
な

い
。
こ
こ
で
は
二

つ
ば
か
り
気
づ
か
れ
た
点
を
述

べ
る
に
と

ど
め
よ
う
。
ま
ず
第

一
に
、
ω
が
発
言
さ
れ
た
現
場
に
居
合
わ
せ
た
人
び
と
の

ト
ピ

ッ
ク

間
で
、
文
脈
に
即
し
た
話
の
題
目
が
何
で
あ
る
か
が
、
暗
黙
裡

に
理
解
さ
れ
て

い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

警
察
の
車

に
押
し
寄
.せ
た
人
び
と
に
と
り
、

関
心
の
的
は
あ
の
残
忍
な
犯
罪
者

で
あ

っ
て
、
車

の
型
式
や
刑
事
で
は
な

い
。

口
に
お

い
て

「奴
」
が

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
動
物
園
で
飼
わ
れ
て
い
る
類
人
猿
を
指

す
の
に
使
わ
れ
て
い
る
可
能
性
は
、
ゼ
ロ
だ
と
断
言
で
き
な

い
が
、
ゼ
ロ
に
ひ

.
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と
し
い
と
見
積
る
こ
と
は
で
き
る
。
第
二
に
、
こ
う
し
た
暗
黙
裡
の
共
通
理
解

を
背
景
に
し
て
、
指
示
語
の
使
用
を
規
定
す
る
言
語
戦
略
と
い
う
も
の
が
作
用

す
る
と

い
う

こ
と
。
「奴
」
、
「
こ
れ
」
、
「そ
の
時
」
な
ど
の
指
示
語
の
意
味

(指

す
も
の
)
は
、
文
法
に
よ

っ
て
決

め
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

こ
れ
に
反
し
て

「ゴ
リ
ラ
」

の
語
は
、

こ
の
語
と
ゴ
リ
ラ
の
事
実
上
の
関
係
か
ら
離
れ
て
、
ゴ

リ
ラ
を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
語

「
ゴ
リ
ラ
」
は
文
法
的
に
ゴ
リ
ラ
を
意
味

す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
語

「奴
」
と
犯
人
と
の
間
に
は
事
実
上
の
関
係
が
あ

る
。
も
し
こ
の
語
が
ω

の
発
語
の
状
況
と
は
全
然
別
の
状
況
で
使
わ
れ
た
な
ら
、

そ
れ
は
ま
た
別
の
事
物
と
事
実
上

の
関
係
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

指
示
語
の
解
釈
を
規
定
す
る
の
は
た
ん
な
る
文
法
で
は
な
く
、
〈
戦
略
〉
な
の

で
あ
る
。

「奴
」
の
場
合
、
そ

の
解

釈

の
戦
略
は
大
雑
把
に
言

っ
て
、
次
の
よ

う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
「「
奴
」
と

い
う
語
が
生
じ
た
ら
、
そ
の
可
能
的
指
示
項

の
う
ち
か
ら
そ
れ
が
発
語
さ
れ
た
場
所
に
よ
り
近

い
候
補
を
指
す
も
の
と
う
け

と
れ
]

「奴
」
は
文
字
通
り
に
指
示
し
て

い
る
、
と
見
な
さ
れ
る
。

こ
れ

に
対
し
、

「ゴ
リ
ラ
だ
」
は
、
目
の
前

に
し
て

い
る
の
が
人
間

で
あ

っ
て
ゴ
リ
ラ
な
ど
ど

こ
に
も

い
な
い
以
上
、
有
意
性
に
欠

け
て
い
る
。
か
く
し
て
、
焦
点
化
は
述
語

に
施
さ
れ
、
主
語
の
方
は
手
を

つ
け
ら
れ
な

い
で
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
今
後

例
を
観
察
す
る
の
に
あ
た
り
焦
点
化

の
機
制
が
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
う

仮
定

の
も
と
に
話
を
す
す
め
る
。
実
際
は
、
焦
点
化
に
は
多
く
の
未
知
の
問
題

が
伴
う
の
で
あ
る
が
。

ω
に
つ
い
て
観
察
さ
れ
た
指
示

の
転
移
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
分
類
に
従

え
ば

「種
か
ら
種

へ
の
」
移
行

で
あ
り
、
衷
た
、
「
ゴ
リ
ラ
」
と

い
う

種
の
名

へ

も

が
人
間

へ
適
用
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
指
示
の
拡
張
で
あ
る
。
そ
れ
で
は

次
に
②
を
見
て
み
よ
う
。

②
で
も
や
は
り
指
示
の
転
移
が
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
A
7度
の
場
合

ω
と
は

当
事
者

の
身
分
が
異
る
。
②
の
主
語
な
ら
び
に
述
語
は
普
通
名
詞

(論
理
学
で

い
う
普
遍
定
項
)
で
あ

っ
て
、
個
体
を
指
す
か
わ
り
に
、
個
体
の
集
合
を
外
延
と

し
て
指
示
す
る
の
で
あ
る
。
②
は
意
味
論
的
に
異
例
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

も

ぬ

愛
は
画
廊
で
展
示
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
だ
。
そ
こ
で
述
語
が
焦

点
化
さ
れ
る
。
述
語
は
並

の
、
個
別

の
芸
術
作
品
に
か
ん
し
て
真
で
あ

っ
た
も

の
が
、
A
7
や
、
並
外
れ
た

「愛
」
と
い
う
名
の
芸
術
作
品
に
も
あ
て
は
め
ら
れ

る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
例
に
観
察
さ
れ
る
指
示
の
転
移
は
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
分
類
で
言
う
と
や
は
り
種
か
ら
種

へ
の
移
行
と
み
な
し
う
る
だ

ろ
う
。
と

い
う
の
も
、
愛
も
芸
術
作
品
も
、
あ
る
意
味
で
人
聞
の
創
造
物
(類
)

に
属
す
る
二
つ
の
種
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
指
示
の
転
移
が
次
の
例
で
も
生
じ
て
い
る
の
は
、
直
観
的
に
は
十
分
明

ら
か
で
あ
る
。

㈲

や

あ
、

我

が

社

の

ア

ラ

ン

・
ド

ロ

ン
。

し
か
し
こ
こ
に
は
ま
た
新
た
な
問
題
が
ひ
・そ
ん
で
い
る
。
何
か
に

つ
け
女
性
職

員
に
厚
遇
さ
れ
る
同
僚
を
ひ
や
か
し
て
、
㈹

の
よ
う
に
当
人
を
呼
ん
だ
と
し
よ

う
。
あ
り
き
た
り
の
文
脈
で
は
、
「
ア
ラ
ン
・
ド
ロ
ン
」
は
特
定

の
フ
ラ
ン
ス
人

俳
優
を
指
す
固
有
名
詞

(論
理
学
で
言
う
個
体
定
項
)
と
し
て
使
わ
れ
る
が
、

し
か
し
㈹

で
は
、
そ
れ
は
も
う
そ
う
し
た
機
能
を
失

っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
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同
僚
は
日
本
人
だ
し
映
画
に
主
演

し
た

こ
と
も
な

い
か
ら
だ
。
と
す
る
と
こ
の

語
は
本
来
の
指
示
項
か
ら
別

の
そ
れ

へ
移
動
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
⑧
が
精
確
に
な
に
を
語

っ
て
い
る
の
か
は
、
必
ず
し
も
直
接
明
ら
か
で

は
な
い
。
問
題
の
核
心
は
、
固
有
名
詞
の
本
性
に
か
か
わ
る
。
こ
の
点
を
め
ぐ

り
従
来
か
ら
論
争
は
絶
え
な
か

っ
た
し
、
今
も

っ
て
決
着
は

つ
け
ら
れ
て
は

い

な
い
。
固
有
名
詞
を
め
ぐ
る
係
争
点
と
は
、
果
し
て
そ
れ
が
外
延
の
み
な
ら
ず

何
ら
か
の
内
包
を
有
す
る
か

い
な

か
で
あ
る
。
古
く
は
ミ
ル
や
最
近
で
は
ク
リ

プ
キ
は
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
(3
v。
こ
の
見
方
に
対
し
、
固
有
名
詞
が
た
ん
に

外
延
の
み
な
ら
ず
内
包
を
も
持

つ
と
す
る
説
も
あ
る
。
そ
れ
に
は
大
別
し
て
三

つ
の
種
類
が
あ
る
が
(、)、
今
こ
こ
で
逐

一
そ
れ
ら
を
調
べ
る
必
要
は
み
と
め
ら

れ
な

い
。
そ
の
う
ち

一
つ
の
説
だ

け
を
ひ
き
あ
い
に
だ
し
て
、
㈹

の
解
釈
が
ど

う
な
る
か
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。.

そ
の
説
に
よ
る
と
、
固
有
名
詞

は
そ
の
外
延

(指
示
項
)
と
並
ん
で
、
そ
れ

と
外
延
を
等
し
く
す
る
確
定
記
述
を
内
包
と
し
て
持

つ
、
と
言
う
。
こ
の
説
に

従
え
ば
⑧
は
た
と
え
ば
次
の
言

い
替
え
を
許
す
こ
と
に
な
る
。

㈲

君

は

、

我

が

社

の

、

ル
キ

ノ

・
ヴ

ィ

ス

コ

ン

テ

ィ

監

督

の

映

画

作

品

『
山

猫

』

で

タ

ン

ク

レ

デ

ィ

を

演

じ

た
俳

優

だ

。

固
有
名
詞
の
理
論
と
し
て
こ
の
説

が
正
し

い
か
ど
う
か
、
今
は
問
わ
な

い
。
そ

の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
す
る
と
、
固
有
名
詞
の
言

い
替
え
と
目
さ
れ
た
確
定

記
述
の
な
か
に
別
の
固
有
名
詞
が
登
場
し
て
い
る
の
で
、

こ
れ
で
は
理
論
と
し

て
循
環
す
る
の
で
は
な

い
か
、
と

い
う
疑

い
も
生
じ
る
。
し
か
し
A
7問
題
な
の

は
、
ω
が
隠
喩
と
し
て
の
解
釈
を
う
け
と
り
う
る
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
そ
こ

に
指
示
の
転
移
が
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
問
に
は
い
ず

れ
も
肯
定
の
答
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
指
示
の
転
移

の
タ
イ
プ
は
、

ω
や
②
の
例
の
場
合
と
異
な
る
も
の
で
は
な

い
。

「
ア
ラ
ン

・
ド
ロ
ン
」
が
内
包
を
伴
う
固
有
名
詞
で
あ
る
と
い
う
仮
説
と
両

立
す
る
が
、
し
か
し
A
7
ま
で
の
例
と
は
ち
が
う
指
示
の
転
移
を
理
解
さ
せ
る
言

い
替
え
と
し
て
次
を
挙
げ
た

い
。

㈲

君

が

う

ら

や

ま

し

い
よ

、

ア

ラ

ン

・
ド

ロ

ン
。

(
囲
魯

亳

巻

～

≧

"
ぎ

0
9
。
戸
)

㈲
は
㈹
の
言

い
替
え
と
し
て
、
㈲

の
発
語
の
文
脈

(
こ
こ
に
は
話
し
手

の
信
念
、

心
理
状
態
も
含
ま
れ
る
)
に
よ
く
適
合

し
て

い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

「君
」

ヘ

へ

と

「
ア
ラ
ン

・
ド
ロ
ン
」
と
は
文
法
的
機
能
の
点
で
同
格
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

「
ア
ラ
ン

・
ド
ロ
ン
」
は
㈲

で
目
的
語
と
し
て
出
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
、

こ
の
固
有
名
詞
に
内
包
が
伴
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
。
「
ア

ラ
ン

・
ド
ロ
ン
」
は
い
わ
ば

「色
男
」
の
代
名
詞
な
の
だ
。
㈲
は
場
合

に
よ
り

称
讃
、
侮
蔑
、
揶
揄
な
ど
を
遂
行
す
る
原
初
的
実
演
発
語
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
る
。
焦
点
化
は
今
度
は
述
語
で
は
な
.く
、
目
的
語

(あ
る

い
は
関
係

の
項
の

名
)
に
施
さ
れ
る
。
そ
れ
は
本
来
フ
ラ
ン
ス
の
俳
優
を
指
示
項
と
し
て
い
た
の

ぬ

も

カ

も

に
、
今
や
目
の
前
の
同
僚

へ
そ
れ
を
切
り
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の

指
示
の
転
移
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
区
分
に
は
現
わ
れ
て
い
な

い
こ
と
に
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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以
上
に
、
焦
点
化
が
施
さ
れ
る

の
が

一
般
名
辞
で
あ
ろ
う
と
個
別
名
辞
で
あ

ろ
う
と
、
指
示
の
転
移
の
生
じ
う

る
隠
喩

の
例
を
確
か
め
た
。
た
だ
し
隠
喩
に

よ

っ
て
は
、
枠
/
焦
点
の
区
別
が
表
現
形
態

の
な
か
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
例

が
あ
る
。
コ

石
二
鳥
」
、
「馬
の
耳

に
念
仏
」
と
い
っ
た
諺
の
場
合
が
そ
う
で
あ

る
し
、
詩
に
も

こ
の
種
の
例
は
多

い
。
た
と
え
ば

と
ど
む

べ
き
も
の
と
は
な
し
に
は
か
な
く
も
散
る
花
ご
と
に
た
ぐ
ふ
心
か

(凡
河
内
躬
恒
)

で
は
、
「花
」
が
女
性

の
隠
喩
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
歌
全
体

が
あ
る
事
態

の
隠
喩
的
表
現
と
な

っ
て
い
る
。
花

は
枝
に
留
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
そ

の
よ
う
に
彼
女
た
ち
を
引
き
と
ど
め
ら
れ
は
し
な

い
。
そ
れ
な
の
に
、
花
の
よ

う
に
去
り
ゆ
く
美
し

い
女
た
ち
に
、

連
れ
添

い
た

い
と
は
、
何
と
は
か
な

い
私

ニ
こ
ろ

の
情
で
あ
る
こ
と
か
。
こ
れ
が
歌

の
お
お
ま
か
な
意
味
で
あ
る
。

こ
の
意
味
を

解
釈
し
う
る
者
は
、
「女
は
散
る
花

だ
」
と

い
う
隠
喩
を
は
じ
め
他
の
諸

々
の

隠
喩
を
文
脈
か
ら
理
解
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
(,
v、

枠
/
焦
点
の
区
別
は
構
文
論
的
、
意
味
論
的
に
表
現
自
体
に
具
わ
る
わ
け
で
は

な
く
、
文
脈
に
よ

っ
て
構
造
化
さ
れ

る
区
別
に
ほ
か
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
し

た
が

っ
て
、
区
別
の
実
質
を
そ
な
え
ぬ
隠
喩
の
例
を
あ
げ
て
、
そ
こ
に
指
示
の

転
移
が
観
察
さ
れ
な
い
と
言
う

の
は
、
隠
喩
に
お
け
る
指
示
の
転
移
の
反
例
に

は
な
り
え
な

い
。
と
い
う
の
も

こ
の
歌
に
は
、.
少
く
と
も

「女
は
散
る
花
だ
」

と
い
う
隠
喩
が
前
提
さ
取
て
い
る
の

で
あ
り
、
こ
の
前
提
に
は
指
示
の
転
移
が

認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

問
題
を
か
も
す
の
は

「
二
回
真
の
」
隠
喩
の
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
調
べ

た
例
は
す

べ
て
文
字
通
り
に
解
せ
ば
真
で
は
な

い
文
で
あ

っ
た
か
ら
、
指
示
の

転
移
が
そ
こ
で
生
じ
て
い
る
と
見
な
す
理
由
が
あ

っ
た
。
と
い
う
の
も
、
も
し

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
が
隠
喩
と
し
て
意
味
を
な
さ
な

い
だ
ろ
う
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
二
回
真
の
隠
喩
は
、
文
字
通
り
の
意
味
で
も
真
な
の
だ
か
ら
、

わ
ざ
わ
ざ
指
示
に
変
更
を
加
え
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
回
真
の

隠
喩
と
い
う
部
類
を
誤
り
な
く
確
定
す
る
こ
と
に
も
問
題
が
あ
る
。
贋
物
の
例

を
考
察
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
正
し
い
答
が
得
ら
れ
な

い
の
は
明
ら
か
だ
。
た
と

え
ば
次

の
例
を
見
よ
う
。

ぬ

も

へ

㈲

あ
の
殺
人
犯
は
残
忍
な
動
物
だ
。

こ
の
文
は
字
義
的
に
真
で
あ
る
。
殺
人
犯
は
鉱
物
で
も
植
物
で
も
な
く
、
生
物

学
的
観
点
か
ら
し
て
た
し
か
に
動
物
に
属
し
て
い
る
。
し
か
し
⑥

の
話
し
手
は

傍
点
の
箇
所
を
吐
き
捨
て
る
よ
う
な
口
調
で
語

っ
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
㈲
は

そ
う
し
た
言
語
の
肉
体
の
不
透
明
を
駆
使
し
た
表
現
な
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
お

'

お
よ
そ
の
意
味
は
、
犯
人
が
人
の
道
に
反
し
た
ケ
ダ

モ
ノ
に
す
ぎ
な
い
、
と
い

う
こ
と
に
あ
る
。
聞
き
手
の
注
意
は
傍
点

の
部
分

へ
向
け
ら
れ
る
。
し
か
し
A
7

度
は
、
指
示
の
転
移
の
始
ま
る
場
所
を
単
純

に
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

ω

で
は

「ゴ
リ
ラ
」
が
焦
点
化
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
外
延
の
移
動
が
生
じ
た
し
、
「

②
や
③

で
も
焦
点
化
さ
れ
た
文
構
成
要
素
が
転
移
の
始
ま
る
場
所
で
あ

っ
た
。

も
し
も
そ
の
よ
う
な
意
味
で
㈲

に
お
け
る
焦
点
が

「動
物
」
で
あ
る
な
ら
、
指

示
は
動
物

の
集
合
と
い
う
外
延
か
ら
ど
こ
へ
移
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
人
間
は
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動
物
の

一
種
で
あ
る
か
ら
、
は
じ
め
か
ら
述
語
の
外
延
に
含
ま
れ
て
い
る
。
だ

か
ら
、
ω

で
の
よ
う
に
、

「ゴ
リ
ラ
」
の
外
延
が
あ
た
か
も
そ
こ
へ
人
間
が
含

ま
れ
る
か
の
よ
う
に
拡
張
さ
れ
る
ケ
ー
ス
に
は
㈲
は
あ
て
は
ま
ら
な

い
。
か
と

い
っ
て
、
㈹

に
お
け
る
よ
う
に
、
指

示
さ
れ
る
も
の
の
切
り
変
え
が
㈲
に
生
じ

て
い
る
余
地
も
全
然
な
い
の
で
あ

る
℃

㈲
は
二
回
真
で
な
く

=

回
真

の
」
隠
喩
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

要
す
る
に

「動
物
」
は
二
義
的
な

の
で
あ
る
。

一
つ
の
意
味
で
、
そ
れ
.は
山
野

に
生
棲
す
る
あ
る
種
の
動
物
を
言
う
。
.大
和
言
葉
で
は
そ
れ
を

「毛
物
」
と
か

「「け
だ
も
の
」
と
呼

ぶ
。
別

の
意
味

で
、
そ
れ
は
生
物
学
上
の
動
物
を
言

い
、

当
然

そ
れ
に
は
直

立
二
足
歩
行
す

る
わ
れ
わ
れ
も
含

ま
れ
る
。
前
者
を

「動

も

も

物

-
」
、
後

者

を

「
動

物

2
」

と

呼

ぼ

う

。

㈲

は

「
あ

の
殺

人

犯

は

残

忍

な

動

物

,

ただ
」
と
あ
ら
わ
す
べ
き
な
の
だ
。
述
語

に
加
え
ら
れ
た
発
音
上
の
強
調
が
そ
の

部
分
の
焦
点
化

に

一
役
買
う
。
聞

き
手
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
人
間
が
ま
る

で
山
野
の
毛
物
の
よ
う
に
餌
食
を
屠
る
世
界
を
想
像
裡

に
想

い
描
く
の
で
あ
る
。

㈲
は
犯
人
を
人
外

へ
追

い
や
る
宣

告
の
実
演
と
も
、
非
難
と
も
解
さ
れ
る
だ
ろ

う
。

こ
の
解
釈

に
は
別

に
傍
証
が
あ
る
。
人
間
/
動
物
,
と

い
ラ
概
念

の
こ
の

二
項
対
立
は
、
わ
れ
わ
れ
の
共
有
知
識

の
、
そ
れ
も
無
意
識
の
古
層
に
属
し
て

い
る
。
こ
の
知
識
の
断
片
が
隠
喩

の
作
成
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
大

い
に
あ

り
う
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
次
の
二
例
は
掛
け
値

の
な

い
二
回
真
の
隠
喩

で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の

も
⑥

に
認
め
ら
れ
た
よ
う
な
、
焦
点
化
さ
れ
る
語
の
二
義
性
を
そ
れ
ら
の
例
に

認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

の

H
訂

く
①

6
=
日
巴

8

穿
①

8
冒

o
{
芸
o

αq
器

儚
塁

喝
巳
①
。

(
か

つ
て

脂

だ

ら

け

の
柱

の

頂

上

ま

で

登

っ
た

こ
と

が

あ

り

ま

し

た

っ

け

。)

圖

高

槻

の

茅

屋

に

て

、

著

者

識

。

ω

に
か
ん
し
て

「脂
だ
ら
け
の
柱
の
頂
上

に
登

っ
た
こ
と
の
あ
る
者
」
が
二
義

的
で
あ
る
な
ど
と
、
言

い
は
る
者
は

い
な

い
だ
ろ
う
(、)。
圖
は
よ
く
著
書
の
あ

と
が
き
に
見
出
さ
れ
る
著
者
の
発
語
の

一
部
で
あ
る
。
著
者
は
粗
末
な
家
に
暮

し
て
い
る
己
れ
の
境
遇
を
譬
え
で
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
事
実
、
当
人
が
茅
葺

き
屋
根

の
小
さ
な
田
舎
家
に
住
ん
で
い
る
と
仮
定
し
よ
う
。
こ
の
場
合
、
㈲
は

文
字
通
り
に
真
で
も
あ
る
。
し
か
し

「茅
屋
に
住
む
者
」
が
、
「動
物
」
に
二
義

が
あ
る
と

い
う
の
と
同
じ
意
味
で
二
義
的
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な

い
。

文
字
通
り
茅
葺
き
の
家
屋
に
住
む
、
風
流
好
み
の
富
豪
が
い
な

い
も
の
で
は
な

い
。
わ
れ
わ
れ
は
断
定
す
る
。
二

つ
の
例
は
本
物
の
二
回
真
の
隠
喩
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
指
示
に
つ
い
て
観
察
を
し
や
す
く
す
る
た
め
に
㈹
を
書
き
あ
ら
た
め
る
。

そ
し
て
A
7後
は
わ
れ
わ
れ
の
考
察
を
も

っ
ぱ
ら
㈲

へ
向
け
よ
う
。
と
い
う
の
も
、

ω
と
㈲
と
に
本
質
的
違

い
は
何
も
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

⑨

著
者
は
茅
屋

に
住
む
者
で
あ
る
。

茅
屋
に
住
む
者
を
全
員
集
め
て
で
き
る
集
合

(
こ
れ
を
A
と
呼
ぼ
う

)
は
、

今
し
が
た
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
成
員
の
全
部
が
全
部
、
貧
乏
人
と
は
か
ぎ

ら
な

い
。
な
か
に
は
少
数
な
が
ら
金
持
ち
も

い
れ
ば
中
等
の
資
産
家
も

い
る
だ
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ろ
う
。
こ
の
点
で
、
字
義
通
り
に
解
す
る
か
ぎ
り
、
A
を
構
成
す
る
基
準
は
資

産
の
あ
る
な
し
と
は
ま

っ
た
く
無

関
係

で
あ
る
。

「茅
屋
」
と
い
う
表
現
は
、

し
か
し
、
口
語
体
の
文
や
日
常
会
話
に
は
滅
多
に
出
現
し
な
い
語
旬
だ
ろ
う
。

こ
れ
を

「茅
葺
き
の
家
」
と
平
易

に
書
き
直
し
た
も
の
の
方
が
、
日
常
耳
に
す

る
機
会
が
元
の
表
現
よ
り
多
い
か
も
し
れ
な

い
。
い
ず
れ
の
表
現
に
せ
よ
、
注

目
す
べ
き
特
質
が
あ
る
。

「茅
屋

」
は
古
風

で
あ
る
か
ら
こ
そ

人
の
注
意
を
惹

く
。

一
方

「茅
揖

き
の
家
」
は
、
そ
れ
の
代
表
す
る
も
の
が
当
節
そ
の
数
を
減

ら
し
珍
し
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
事
情
に
よ

っ
て
、
や
は
り
耳
を
.そ
ば
だ
て
る

語
旬
で
あ
る
。
前
者
は
文
体
に
か
か
わ
る
知
識

(
こ
れ
は
言
語
に
か
か
わ
る
知

識
で
は
あ

っ
て
・も
、
百
科
全
書
的
知
識
に
属
す
る
)、
後
者
は
家
屋
の
様
式
に
か

ん
す
る
知
識

(も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
百
科
全
書
的
知
識

の

一
片
で
あ

っ
て
、
言
語

知
識
で
は
な
い
)
と
の
相
関
で
、
そ
れ
ぞ
れ
焦
点
化

へ
の
傾
斜
を
そ
な
え
て
い

る
。こ

う
し
た
理
由
で
、
A
が
成
員

の
財
産

へ
無
関
心
な
集
合
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
働

の
解
釈
者
は
記
憶
を
探

っ
て
次
の
事
実
を
想
起
す
る
だ
ろ
う
。
A

の
成
員
が
し
ば
し
ば
貧
し
い
、
と

い
う
事
実
で
あ
る
。

一
つ
注
意
し
て
お
か
ね

ば
な
ら
な

い
。
「茅
屋
」
と
い
う
隠

喩

に
初

め
て
出
会

っ
た
人
間
で
も
、
そ
の

文
字
通
り
の
意
味
さ
え
わ
き
ま
え

て
い
れ
ば
、
㈲
を
隠
喩
と
し
て
解
釈
す
る
こ

と
は
十
分
可
能
な
の
だ
。
こ
の
表
現
が
前
述

の
分
類
だ
と
1
類

(死
ん
で
い
て
、

か

つ
明
示
的
な
隠
喩
)
に
該
当
す
る
事
実
は
、
今
問
題
に
は
な
ら
な

い
。
換
言

す
れ
ば
、
隠
喩
を
そ
の
本
質
に
お

い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は

そ
れ
を
あ
た
か
も
く
実
演
す
る
隠

喩
V
で
あ
る
か
の
よ
う

に
、

つ
ね
に
取
扱
わ

ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
も
し

い
さ
さ
か
学
の
あ
る
聞
き
手
な
ら
ば
、
そ
の

昔
国
語
の
授
業
で
万
葉
歌
人
山
上
憶
良
の
貧
窮
問
答
歌
を
習

っ
た
さ
い
、
貧
し

い
人
び
と
が
身
を
寄
せ
あ

っ
て
住
ん
で

い
た
家
が

「伏
盧

の
曲
盧
」
(低

い
か
し

い
だ
小
屋
)
だ
と
い
う
解
説
を
聞

い
た
こ
と
を
、
憶

い
だ
す
か
も
し
れ
な

い
。

ま
た
か
れ
は
同
じ
よ
う
に
し
て
茅
揖
き
の
粗
末
な
小
屋
の
描
写
を
含
む
物
語
な

り
映
画
な
り
の
イ
メ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
実
地
に
見
た
貧
し
い
田
舎
家
の
イ
メ
ー

ジ
な
ど
を
思

い
浮

べ
る
か
も
し
れ
な
い
。
か
れ
は
、
こ
う
し
て
、
「茅
屋
」
が
喚

起
す
る
も
の
を
イ

コ
ン
に
し
て
、
集
合
A
の
上
で
指
示
の
転
移
を
お
こ
な

い
、

ノ

も

も

A
の
部
分
集
合
A

へ
至
る
の
で
あ
る
。
今
生
じ
て
い
る
の
は
、
縮
少
と
い
う
指

示
の
転
移

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
以
上
の
記
述
に
必
要
な
変
更
を
加
え
れ
ば
、
同

様
の
仕
方
で
の
に
お
け
る
縮
少
を
明
ら
か
に
で
き
る
だ
ろ
う
。

指
示
の
転
移
と

い
う
考
え
方
に
疑
念
を
抱

い
た
コ
ー

ヘ
ン
は
、
隠
喩
に
よ

っ

て
わ
れ
わ
れ
が
運
ば
れ
る
場
所
は
し
ば
し
ば
不
明
確
で
あ
り
、
よ
し
そ
う
し
た

外
延
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
古

い
外
延
と
区
別
す
る
の
は
不
可
能
な
場
合

が
あ
る
と
し
て
、
次
を
指
示
の
転
移

へ
の
反
例
と
し
て
掲
げ
て
い
る
(,)。

�)

〉
一一
9
三
ヨ
巴
ω

9
弓
①

僧
三
日
巴
ω
・

(
動

物

は

み

な

や

は

り
動

物

で

し

か

な

い
。)

こ
れ
は
、
動
物

の
動
物
臭
さ
ー

そ
の
貪
欲

(が

つ
が

つ
餌
を

と
る
豚
を

見

よ
)、
そ
の
残
忍

(例
を
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
)
な
ど
、
総
じ
て

動
物

の
い
か
に
も
動
物
ら
し
い
と
こ
ろ
に
食
傷
し
た
植
物
愛
好
家

(
い
や
、
そ

も
そ
も
生
物
に
う
ん
ざ
り
し
て
い
る
鉱
物
讃
美
者
だ

っ
た
ら
な
お
さ
ら
ぴ

っ
た

り
だ
が
)
の
、
動
物
園
を

つ
ぶ
さ
に
見
て
ま
わ

つ
た
と
き
漏
ら
し
た
感
慨
に
ほ
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か
な
ら
な

い
。
こ
の
種
の
隠
喩
も

二
回
真
で
あ

っ
て
、
少
し
注
意
し
て
捜
し
て

み
れ
ば
、
類
例
が
少
く
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば

00

ど
ん
な
に
気
丈
だ
と
い
え
、

⑫

人
間
は
や
は
り
人
間
だ
。

女

は

女

さ
。

な
ど
が
す
ぐ
見
出
さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
単
純
に
そ
の
形
態
を
見
る
か
ぎ
り
、

こ
れ
ら
の
例

に
お
い
て
指
示
の
転
移
が
生
じ
て
い
る
か
、
疑
わ
し

い
。
こ
の
種

の
隠
喩
を
〈
同

一
律
式
隠
喩
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ぞ

れ
は
あ
た
か
も
、
動
物
H
動
物
、
女
"
女
、
人
間
11
人
間
を
主
張
し
て
い
る
か

の
よ
う
に
聞
え
る
か
ら
で
あ
る
。
例

ω

の
よ
う
に
指
示
の
拡
張
も
、
㈹
に
お
け

る
よ
う
に
指
示
の
切
り
変
え
も
、
ま
た
⑨

に
お
い
て
の
よ
う
に
指
示
の
縮
少
も
、

こ
の
種
の
隠
喩
に
は
認
め
ら
れ
ぬ

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

同

一
律
式
隠
喩
を
分
析
す
る

一
方
法
は
、
語
の
両
義
性
に
た
よ
る
や
り
方
で

あ
る
。
こ
れ
に
従
う
と
⑩
は
次
の
よ
う
に
言

い
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(13)

〉
一一
⇔
a

言
巴

ω
一
〇
り
O

僧
三
ヨ
巴

oo
ジ

(
動

物

は

し

ょ

せ

ん

け

だ

も

の

さ

)。

も
し
こ
れ
が
正
し

い
な
ら
、
こ
こ
に
働

い
て
い
る
指
示
の
転
移
は
拡
張
で
あ
る
。

と
は
い
え
例

ω
に
お
け
る
拡
張
と
は
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。
ω

の
場
合
は
、

種
で
あ
る
ゴ
リ
ラ
が
別
の
種

の
入
間

へ
拡
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
03

に

お
い
て
は
、
動
物

の

一
種
が
動
物
と

い
う
類

へ
拡
張
さ
れ
て
い
る
と

い
う
違

い

が

あ

る

。

と

な

る

と

、

㈹

を

く

同

一
律

式

隠

喩

V

と

呼

ん

だ

の

は

聞

違

い
だ

っ

た

こ
と

に
な

る

。

と

い
う

の
も

、

9
三
ヨ
9
一
一
と

き

ぎ

僧
一悼
と
は
同

音

異

義

語

に

す

ぎ

ず

、

⑬

が

同

一
律

の
実

質

を

そ

な

え

ぬ

こ
と

は

、

(1の

↓
3
0

彗
冒
o

帥ω

目
冒
O
●

(
そ

の

鉱

山

は
私

の
所

有

だ

。)

が
同

一
律
に
則

っ
た
文

で
は
な
い
の
と
同
じ
こ
と

だ
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
残
さ
れ
た
問
題
、
し
か
も
致
命
的
問
題
は
、
同

一
律
式
隠
喩
を
す
べ
て

こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
解
釈
し
う
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
焦

点
化
さ
れ
る
語
と
そ
う
さ
れ
ぬ
語
の
二
義
性
が
、
つ
ね
に
確
立
し
て
い
る
保
証

が
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
見
込
み
は
立
ち
そ
う
に
な
い
。

と
い
う
の
も

こ
の
種
の
隠
喩
は
随
意

に
作
成
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
「人
生
は

人
生
だ
」
、
「親
は
親
だ
」、
「教
師
は
教
師
で
あ
る
」
、
「子
供
は
子
供
だ
な
」、
「餅
屋

は
餅
屋
」、
「明
日
は
明
日
、
今
日
は
今
日
」
(最
後
の
二

つ
は
諺
で
あ
る
)
な
ど
。

こ
う
し
て
い
く

つ
か
例
を
並

べ
て
気
づ
か
れ
る
点
が
あ
る
つ
こ
れ
ら
の
例
で
述

語
に
立

つ
名
は
、
助
詞
の

「
は
」

に
よ

っ
て
と
り
た
て
て
題
.目
と
し
て
差
し
だ

さ
れ
た
主
語
の
い
わ
ば
代
名
詞
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「弘
法
大
師
」
が
高

僧

の
、
「田
中
角
栄
」
が
あ
る
種
の
タ
イ
プ
の
政
治
家

の
代
名
詞

で
あ
る
と

い

う
意
味
で
、
主
語
を
映
し
だ
す
鏡
で
あ
り
、
イ
コ
ン
な
の
だ
。

た
と
え
ば

「子
供
は
子
供
だ
な
」
と
人
が
言
う
と
き
、
述
語
の

「
子
供
」
は

子
供

の
、
従

っ
て
己
れ
自
身
の
イ

コ
ン
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「子
供
」
と
聞

いカ

て
、
ま

っ
さ
き
に
喚
起
さ
れ
る
子
供
の
姿
態
や
性
状
が
あ
る
。
そ
れ
は
子
供
ら
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も

も

も

へ

も

し

い
姿
態
で
あ
り
、
・子
供
ら
し

い
性
状
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
い
わ
ば
紋
切
口
上

ス
テ

レ
オ

タ
イ
ブ

で
語
ら
れ
た
子
供
性
あ
る
い
は
子
供
の
紋

切

型
(,)な

の
で
あ
る
。

こ
の
イ

コ

ン
に
よ
り
わ
れ
わ
れ
が
運
ば
れ
て
ゆ
く
先
は
、
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
同
じ
子

供
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
同

一
律
式
隠
喩
に
か
か
わ
る
想
像
力
の
力
動
は
、
⑧

の

場
合
と
平
行
し
て
い
る
。
茅
葺
き

の
家
の
住
人
が
つ
ね
に
貧
し
い
わ
け
で
は
な

い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
貧
し
い
境
涯
の
代
名
詞
な
の
だ
。

こ
れ
と
同
じ
で
、

全
部
の
子
供
が
必
ず
し
も
子
供
ら
し

い
わ
け
で
は
な
く
、
中
に
は
大
人
び
た

の

も

い
れ
ば
、
可
愛
げ

の
な

い
ま
せ
た
の
も

い
て
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
聞
き
手
は
子
供
ら
し

い
子
供

に
イ

コ
ン
を
目
撃
し
、
全
部
の
子
供

が
子
供
ら
し
い
子
供
に
縮
約
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
伺

一
律
式
隠
喩
に
お

け
る
指
示
の
転
移
は
、
縮
少
と
い
う
型
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

話
し
手
が

「子
供
は
子
供
だ
な
」
と
語
る
と
き
、
か
れ
の
念
頭
に
は
具
体
的

に
子
供
で
あ
る
誰
か
S
が
置
か
れ

て
い
る
に
ち
が

い
な
い
。
聞
き
手
に
も
、
そ

の
発
言
が
誰

に
か
ん
し
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
文
脈
か
ら
推
定
で
き
る
場

合
が
あ
る
だ
ろ
う
。
話
し
手
に
よ

っ
て
飲
み
こ
ま
れ
た
部
分
を
表
立
た
せ
、
な

お
限
量
に
も
留
意
し
て
そ
の
発
言
を
書
き
直

せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

㈲

個
人
S
は
子
供
で
あ
り
、
か

つ
、
全
て
の
子
供
は
子
供
で
あ
る
。

「全
て
の
子
供
は
子
供

で
あ
る
」

の
部
分
が
最
終
的
に
ど
う
分
析
さ
れ
る
に
せ

よ
、
㈲

の
言
わ
ん
と
し
て

い
る
の
は
、
子
供
で
あ
る
S
を

つ
か
ま
え
て

「S
は

子
供
だ
」
と
語
る
の
に
ひ
と
し
い
。
こ
う
し
て
、
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、

同

一
律
式
隠
喩
は
、
指
示
の
転
移

に
か
ん
し
縮
少
を
お
こ
な
う
と
見
る
こ
と
が

で

き

る

(8
)
。

二

指
示
の
転
移
の
可
能
性
の
制
約
は
な
に
か

こ
れ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
多
く
の
哲
学
者
が
示
唆
し
て
い
る
、
隠
喩
に
お
け
る

禁

ゆ
転
移
と
い
う
現
象
を
実
地
に
確
認
す
、
。
と
が
で
,
た
.
た
だ
忘
れ
て

は
な
ら
な

い
こ
と
は
、
こ
の
現
象
は
こ
れ
と
平
行
す
る
隠
喩
に
お
け
る
意
味
の
」

変
化
の
現
象
と
同
じ
よ
う
に
、
も
し
隠
喩
の
生
成
11
解
釈
過
程
と
の
か
か
わ
り

抜
き
で
語

っ
た
な
ら
ば
、
不
条
理
で
し
か
な

い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
あ
る
表

も

へ

も

現
の
字
義
的
意
味

に
加
え
て
そ
の
隠
喩
的
意
昧
な
る
も
の
が
存
在
す
る
わ
け
で

は
な

い
。
「
人
間
は
狼
だ
」
と

い
う
隠
喩
が
解
釈
さ
れ
、
十
全
な
世
界
構
成
が

な
さ
れ
た
あ
か
つ
き
に
は
、
そ
の
表
現
の
意
味
は

つ
ね
に
字
義
的
で
し
か
あ
り

え
な

い
。
そ
れ
が
隠
喩
的
意
味
を
持

つ
、
と
言

い
う
る
者
は
、
新
た
に
創
造
さ

れ
た
世
界
と
旧
世
界
の
双
方
に
住
む
こ
と
の
で
き
た
者
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
か
れ

は
両
世
界
を
自
在
に
往
還
し
て
、
旧
世
界
か
ら
携
帯
し
て
い
っ
た
辞
書
を
新
世

界
で
ひ
も
と

い
て
み
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
か
れ
は
今
住
人
で
い
る
世
界
で
使
わ

れ
る

「狼
」
の
語
が
こ
の
辞
書
の
記
載
事
項
に
合
致
し
な

い
こ
と
を
見
出
す
。

し
か
し
今
い
る
世
界

で
発
刊

さ
れ
て
い
る
辞
書
の
項
目
に
、
「狼
」

の
語
は
合

致
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
辞
書
を
旧

い
世
界
に
持
ち
返

っ
て
、
そ
こ

で
使
わ
れ
て
い
る
語
の
意
味
を
調
べ
よ
う
と
し
た
ら
、
か
れ
は

こ
の
辞
書
が
杜

撰
で
も
の
の
役
に
立
た
ぬ
の
を
発
見
す
る
に
ち
が

い
な
い
。
指
示
の
転
移
に
つ

い
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
語

「狼
」
の
指
示
す
る
も
の
は
あ
る
世
界
と
の

連
関
に
お
い
て
つ
ね
に

一
定
で
あ
る
。
そ
れ
が
変
化
し
た
、
と
言
う
の
は
、
世
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界
が
改
変
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
多
世
界
を
往
還
し
う
る
者
が
、
音
声
学
的
に
同

一
の
語

「狼
」
の
指
示
を
比
較
し

て
こ
と
あ
げ
し
て
い
る
に
に
す
ぎ
な

い
。
わ

れ
わ
れ
は
こ
こ
で
新
た
に
問
題
を

立
て
よ
う
と
思
う
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の

指
示
の
転
移
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
言
語
は
そ
も
そ
も

い
か
な
る
本
性
を

有
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

従
来
多
く
の
哲
学
者
た
ち
は
、
名
辞
の
意
味
を

こ
う
捉
え
て
い
た
。
名
辞
の

外
延
の
持

つ
属
性
な
り
、
あ
る
い
は
名
辞
が
代
表
す
る
概
念
な
り
を
、
必
要
十

分
に
取
り
揃
え
、
そ
れ
を
連
言
の
形
に
言

い
あ
ら
わ
せ
、
こ
う
し
て
得
ら
れ
た

言
語
形
式
が
そ
の
名
辞
の
定
義
に
ほ
か
な
ら
な

い
、
と
。
こ
う
し
た
見
解
を
、

属
性
、
概
念
と

い
っ
た
存
在
者
が
内
包
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
意
味
に
か

ん
す
る
く
内
包
主
義
V
と
名
づ
け
よ
う
。
こ
の
立
場
に
拠

っ
て
精
緻
な
意
味
論

の
構
築
を
企
て
て
い
る
の
が
カ

ッ
ツ
で
あ
る
。
か
れ
は
言

っ
て
い
る
。

語
の
意
味
と
い
う
も
の
は
そ
れ
以
上
分
割
で
き
な

い
存
在
で
は
な
く
、
互

い

に
あ
る
関
係
を
も

っ
た

い
く

つ
か
の
概
念
か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
辞
書
の
仕
事
は
、
語
の
意

昧
の
概
念
構
造
を
表
示
す
る
こ
と
に
あ
る
(,v。

辞
書
の
記
載
事
項
は
各
語
に
対
し
て
そ
の
意
味
の
表
示
を
与
え
る
も
の
で
あ

っ

て
、
そ
の
標
準
的
形
式
の
詳
細
は
さ
て
お

い
て
、
問
題
は
語
の
意
味
が
辞
書
記

載
事
項
の
な
か
で
完
全
に
分
析
さ
れ
、
意
味
に
か
ん
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
が
そ

こ
に
表
示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
カ
ッ
ツ
の
言
う
く
概
念
V
と
は

い
か
な
る
身
分
の
も
の
な
の
か
に

つ
い
て
も
、
議
論
が
紛
糾
せ
ぎ
る
を
え
な

い

が
.(、v、
そ
れ
に
も
ま
し
て
疑
念
を
惹
き
お
こ
す
所
以
の
も
の
は
、
カ
ッ
ツ
の
構

想

に
語
と
語
が
指
示
す
る
も
の
と
の
関
係

に
か
ん
す
る
明
ら
さ
ま
な
説
明
が
欠

け
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば

ピ
ヨ
穹

と

い
う
英
単
語
に
は

〔〉
藍
〕
と
い

う
意
味
成
分
が
対
応
す
る
の
で
あ
る
が
、
カ

ッ
ツ
は
た
だ
、
ざ
目
碧

の
意
味
は

〔〉
醗
〕
に
よ

っ
て
代
表
さ
れ
る
概
念

で
あ
る
と
言
う
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。

巨
ヨ
き

の
説
明
と
し
て
、
こ
れ
は
反
証
も
で
き
な

い
か
わ
り
に
、
説
明
力
も
持

ち
あ
わ
せ
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
(n)。

カ
ッ
ツ
が
語
の
指
示
関
係
に
つ
い
て
口
を
噤
ん
で
い
る
の
は
偶
然
で
は
な

い
。

内
包
主
義
は
、
実
は
、
語
の
指
示
に
か
ん
し
て
、
語
の
内
包
に
よ

っ
て
そ
の
外

延
が
規
定
さ
れ
る
、
と
い
う
暗
黙

の
前
提
を
採
用
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
語

ピ
§
穹

の
指
す
も
の
は
、
そ
の
語
の
有
す
る
概
念
が
代
表
す
る
〈
天
間
性
V

な

る
属
性
を
持

つ
存
在
者

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
内
包
主
義
は
、
隠
喩
の
如
実
の
生
動
を
捉
え
よ
う
と
し
て
き
た
わ

れ
わ
れ
の
行
く
手
に
立
ち
塞
が
る
大

い
な
る
障
壁
で
あ
る
。
実
際
、
内
包
主
義

に
よ

っ
て
は
隠
喩
の
真
面
目
は
ま
る
で
か
た
な
し
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
語

の
意
味
が
あ
る
数

の
概
念
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
こ
の
掟
に
背

い
て
、

新
た
な
概
念
の
配
置
を
捲
き
そ
え
に
す
る
よ
う
に
み
え
る
隠
喩
と
は
、

つ
ま
る

も

も

と
こ
ろ
語
の
誤
用
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
も
隠
喩
が
言
語
使
用
の
過

ち
な
ど
で
は
な
く
て
、
そ
の
本
来
の
可
能
性
で
あ
る
な
ら
、
語
の
意
味
に
つ
い

て
、
わ
れ
わ
れ
は
内
包
主
義

に
代
る
見
地
を
確
立
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。

こ
の
点
で
多
大
の
示
唆
に
富
む
の
は
、
近
年

ク
リ
プ
キ
、
パ

ッ
ト
ナ
ム
ら
に

よ

っ
て
唱
え
ら
れ
た
ネ
オ
本
質
主
義
で
あ
ろ
う
(瓰〉。
か
れ
ら
は
と
り
わ
け
自
然

種
の
名

(例
、
「
ラ
イ
オ
ン
」、
「水
」
、
「金
」
な
ど
)
を
問
題
に
し
た
。

こ
う
し

た
問
題
設
定
は
、
あ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
比
喩
の
定
義
に
類
種
概
念
が
は

っ
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き
り
登
場
す
る
こ
と
を
想
え
ば
、

ま
こ
と
に
興
味
深
い
。
隠
喩
は
、
わ
れ
わ
れ

が
事
物
を
分
類
し
な
が
ら
そ
れ
ら
事
物
と
の
交
際
に
入
る
と
い
う
、
わ
れ
わ
れ

と
事
物
と
の
も

っ
と
も
基
本
的
な
か
か
わ
り
に

一
つ
の
根
ざ
し
を
有
す
る
の
で

あ
る
。
ネ
オ
本
質
主
義
者
は
、

一
般
名
辞

(と
り
わ
け
種
の
名
)
の
意
味
を
、

次
の
よ
う
に
捉
え
る
。
命
名
者
は
さ
し
あ
た
り
使
用
可
能
な

一
定
の
記
述
を
用

い
て
外
延
を
固
定
し
つ
つ
、
そ
の
事
物
を
あ
る
名
で
称
ぶ
の
で
あ
る
。

一
般
名

辞
の
意
味
の
成
分
に
は
、
し
た
が

っ
て
、
記
述
が
描
写
す
る
特
性
を
名
辞
の
担

い
手
が
持

つ
と
い
う
旨
、
な
ら
び

に
名
辞
が
こ
れ
こ
れ
の
外
延
を
指
す
と
い
う

旨
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
内

包
主
義
か
ら
す
れ
ば
、
と
ん
で
も
な
い
背
理

に
す
ぎ
な

い
。
と
い
う
の
も
、
あ

る
名
が
し
か
じ
か
の
外
延
を
持

つ
事
実
は
、

名
の
意
味
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
以
上
、
意
味

の
成
分
に
外
延
が
ま
ぎ
れ
こ
む

す

べ
も
な

い
か
ら
だ
。
し
か
し
ネ

オ
本
質
主
義
か
ら
見
れ
ば
、
内
包
主
義
が

「意
味
」
の
意
味
を
誤
認
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
背
理
を
見
て
し
ま
う

へ

も

の
だ
。
意
味
は
人
び
と
の
間
で
や
り
と
り
し
う
る
も
の
で
は
な
い
(B)。
比
喩
を

使
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
む
し
ろ
事
実
上
の
絆
で
世
界
と
繋
が
れ

た
投
網
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
例
を
あ
げ

て
、
こ
の
比
喩
を
も

っ
と
精
確
な

も
の
に
し
て
み
よ
う
。

た
と
え
ば
目
の
前
に
レ
モ
ン
が

あ
る
と
す
る
。
人
は
そ
れ
を
指
し
て

「
こ
の

黄
色
で
芳
香
を
放
ち
酸

っ
ぱ

い
汁
を
含
ん
だ
果
実
を

「
レ
モ
ン
」
と
呼
ぶ
」
と

発
言
し
つ
つ
、
レ
モ
ン
の
命
名
を

お
こ
な
う
。
黄
色
、
あ
る
種
の
芳
香
、
酸

っ

ぱ
い
味
な
ど
は
レ
モ
ン
に
特
有
な
属
性

で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
記
述
し
な
が
ら
、

命
名

さ
れ
る
当
の
も
の
が
、
他
の
事
物
と
分
離
さ
れ
そ
れ
自
身
の
凝
集
を
は
か

り
つ
つ
、
固
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
使
用
さ
れ
た
記
述
は

「
レ
モ
ン
」

と
い
う
名
辞
の
、
内
包
主
義
で
謂
う
と
こ
ろ
の

「意
味
」
の
内
容
を
み
た
す
わ

け
で
は
な

い
。
人
は
こ
の
記
述
を
、
「
レ
モ
ン
」
が
指
示
す

る
も
の
を
固
定
す

で

も

る
た

め

に
用

い
る

の
で

あ

る

(邑
。

わ

れ

わ

れ

は

こ

こ

に

レ

モ

ン

の
定

義

を

得

た

こ
と

に

な

る
。

す

な

わ

ち

、

レ
モ
ン
ー1
こ
の
黄
色
で
芳
香
を
放
ち
酸

っ
ぱ

い
汁
を
含
ん
だ
果
実
を
サ
ン
プ

ル
と
す
る
す
べ
て
の
も
の
。

こ
の
定
義
は
認
識
論
的
に
言

っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
定
義

が
真

で
あ
る
こ
と
を
確
証
す
る
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
山
野
に
で
か
け
て
あ
れ
こ

れ
の
果
実
を
検
分
す
る
必
要
は
な

い
。
し
か
し
こ
の
定
義
は
形
而
上
学
的
に
言

っ
て
、
何
ら
必
然
的
で
は
な
い
。
た
し
か
に
レ
モ
ン
は
黄
色
く
て
酸

っ
ぱ

い
け

れ
ど
も
、
た
と
え
レ
モ
ン
が
黄
色
く
な
く
酸

っ
ぱ
く
も
な
く
と
も
、
や
は
り
レ

モ
ン
は
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
あ
る
時
か
ら
実
を
む
す
ん
だ
レ
モ

ン
が

こ
と
ご
と
く
紫
色
を
呈
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
仮
定
し
よ
う
。
も
し
内
包

主
義
的
な

「
レ
モ
ン
」
の
定
義
が
そ
の
意
味
標
識
中
に
〈
黄
色
〉
を
数
え
て
い

る
な
ら
、
今
目
の
あ
た
り
に
し
て
い
る
紫
色

の
果
実
は
も
は
や

「
レ
モ
ン
」
と

は
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
並
日通
わ
れ
わ
れ
は
依
然
と
し
て
そ
れ
を
「レ

モ
ン
」
と
称
す
る
だ
ろ
う
。

「黄
色

い
は
ず
の
レ
モ
ン
が
、
.紫
色

に
な

っ
た
」

と
、
わ
れ
わ
れ
は
述

べ
る
の
で
あ
る
。
レ
モ
ン
を
指
定
す
る
の
に
用

い
ら
れ
た

属
性
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
う
す
る
の
に
さ
し
あ
た
り
使
用
し
う
る
偶
然
的
特
性

に
す
ぎ
な

い
。
「レ
モ
ン
」
と
い
う
名
辞
は
、

レ
モ
ン
の
特
性
が
ど
の
よ
う
に

へ

も

変

わ

ろ

う

と

も

、

そ

れ

に

は

か

か
わ

り

な

く

、

つ
ね

に

こ

の

レ

モ

ン
を

指

す

。
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ど
ん
な
可
能
世
界
に
お
い
て
も
同

一
対
象
を
指
示
す
る
こ
の
種
の
名
辞
を
、
ク

リ
プ
キ
は
、
〈
固
定
指
示
語
V

(ユ
σq達

号
ω黄
彭
8
弓
)
と
称
し
た
。
従
来
、
「
こ

れ
」、
「私
」
、
「今
」
な
ど
の
語
は
そ

の
発
語

の
事
実
性
に
結
び

つ
い
た
特
異
な

語
と
し
て

「型
代
反
射
的
」
だ
と
さ
れ
て
き
た
が
、
実
は
種
の
名
に
も
同
じ
性

格
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
(邑
。
「
レ
モ
ン
」
と
は
、
「あ
ら
ゆ
る
可
能
世
界

に
お

い
て
、
現
実
世
界
で

「
こ
れ
」
と
指
さ
れ
た
も
の
と
、
同

一
レ
モ
ン
性
を

保
持
す
る
任
意

の
も
の
」
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で

「同

]
レ
モ
ン
性
」
と
称
さ
れ
た
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
記
述
形
態

を

「理
論
」
と
呼
ぼ
う
。
レ
モ
ン
が
黄
色
く
て
酸

っ
ぱ
い
と
言
う
な
ら
、
そ
れ

も
素
朴
な
理
論
で
あ
る
。
人
間
は
理
性
的
動
物
で
あ
る
、
と
言
う
な
ら
、
こ
れ

も
ま
た
理
論
で
あ
る
。
ネ
オ
本
質
主
義
を
標
榜
す
る
人
た
ち
に
よ
れ
ば
、
固
定

指
示
語
の
機
能
を
支
え
る
存
在
論
的
根
拠
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
世
界
に
お

い

て
も
変
化
を
き
た
さ
な
い
、
事
物

の
本
質
が
あ
る
と

い
う
。
人
は
黄
色
く
て
酸

っ
ぱ

い
と
い
う
、
さ
し
あ
た
り
使
用
し
う
る
レ
モ
ン
理
論
を
使

っ
て
レ
モ
ン
を

指
定
し
た
が
、
実
は
そ
の
さ
い
、

レ
モ
ン
の
本
質
が

「
レ
モ
ン
」
の
外
延
と
し

て
指
示
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
。

レ
モ
ン
の
本
質
と
は
、
レ
モ
ン
の
染
色
体

構
造
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
染
色
体
構
造
を
X
と
よ
ぼ
う
。
X
が
変
わ
ら
な

い
か
ぎ
り
、
表
皮
が
紫
色
に
な
ろ
う
が
、
味
が
甘
く
な
ろ
う
が
、
レ
モ
ン
は
レ

モ
ン
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
別
の
国

で
、
外
見
が
レ
モ
ン
に
そ

っ
く
り
で
あ
り
味

も
レ
モ
ン
と
変
わ
ら
な

い
が
、
し
か
し
染
色
体
構
造
が
Y
で
あ
る
よ
う
な
果
実

が
見
出
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
そ
の
国

の
住
人
も
こ
の
果
実
を

「
レ
モ
ン
」
と
呼

ん
で
い
る
。
果
し
て
そ
れ
は
、
わ

れ
わ
れ
が
言
う
意
味
で

「
レ
モ
ン
」
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
ネ
オ
本
質
主
義

の
見
地
か
ら
す
る
な
ら
、
答
は
否
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
の
国
で
は

「
レ
モ
ン
」
は
X
を
意
味
す
る
が
、
か
の
国
で
は
、
そ
れ
は
Y

を
意
味
す
る
。

つ
ま
り
、
語

「
レ
モ
ン
」
が
両
義
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な

い
の
で

あ
る
。

以
上
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
人
は
さ
し
あ
た
り
使
用
し
う
る
理
論
を
使

っ
て

外
延
を
固
定
し

つ
つ
、
事
物
を

一
般
名
辞
で
命
名
す
る
。
そ
の
後
、
ω
理
論
が

変
わ
る
こ
と
が
あ
る
。
レ
モ
ン
に
か
ん
し
て
、
い
わ
ば
現
象
論
的
な
、
色
や
昧

の
理
論
し
か
持
ち
あ
わ
せ
な
か

っ
た
の
が
、
細
胞
の
構
造
や
遺
伝
子
に
か
ん
す

る
知
見
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
れ
は
、
名
辞
の
意
味
の

一
部
が
変
化

し
た

一
例
で
あ
る
。
②
外
延
が
い
わ
ば
実
体
論
的
に
切
り
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
。

も

た

も

た
だ
し
ネ
オ
本
質
主
義
者
は
、
同

一
の
名
辞
に
つ
い
て
こ
う
し
た
事
態
が
惹
起

も

も

さ
れ
る
こ
と
を
認
め
な

い
。
レ
モ
ン
の
染
色
体
構
造
X
が
Y
に
な
る
こ
と
は
あ

り
え
な

い
の
で
あ
る
。
レ
モ
ン
は
あ
く
ま
で
も
X
を
持
ち

つ
づ
け
る
。
Y
を
持

つ
果
実
は
レ
モ
ン
と
は
全
然
別
の
起
源

に
発
す
る
別
の
果
実
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。

ネ
オ
本
質
主
義
の
概
略
を
紹
介
し
た
今
、
あ
ら
た
め
て
、
隠
喩
の
可
能
性
が

そ
う
し
た
見
地
に
よ

っ
て
ど
の
よ
う
に
確
保
さ
れ
る
か
を
調
べ
て
み
よ
う
。
名

辞
の
意
味
は
さ
ま
ざ
ま
な
ベ
ク
ト
ル
か
ら
織
り
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ

ま
で
、
そ
れ
を
単
純
化
し
て
ω
理
論
、
②
外
延
の
二

つ
の
部
面
に
分
け
て
説
明

し
て
き
た
。
隠
喩
も
大
別
す
る
と
、
こ
の
二
つ
の
部
面
の
変
化
を
尺
度
と
し
て

二
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
理
論
が
変
わ
る
こ
と
に
よ

っ
て
成

立
す
る
隠
喩
が
あ
る
。
た
と
え
ば
決
し
て
氷
点
下
に
は
な
ら
ぬ
世
界
皿
で
は
、

空
O
は
つ
ね
に
液
体
で
あ
る
。

こ
の
世
界

へ
異
星
人
が
到
来
し
て
氷

甼
O
を

凧
の
住
人
に
呈
示
し
た
と
す
る
。
融
け
た
氷
が
か
れ
ら
の

い
う

「水
」
に
酷
似

す
る
こ
と
を
住
人
た
ち
は
確
認
す
る
。
と
い
う
の
も
、
氷
が
融
解
し
た
液
体
も
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透
明
で
色
が
な
く
渇
き
を

い
や
す
な
ど
の
点
で
、
水
と
い
さ
さ
か
も
変
わ
り
が

な

い
か
ら
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
異
星
人
の
持
参
し
た
氷
を
指
し
て
、
「
こ
れ
は
水

だ
」
と
よ
ぶ
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
「水
」
に
伴
う
理
論
が
修
正

さ
れ
た
の
で

あ
る
。
し
た
が

っ
て

「水
」
の
意

味
は
こ
こ
に
変
化
を
蒙

っ
た
わ
け
だ
。
か
れ

ら
が

「氷
は
水
で
あ
る
」
と
語
る
と
き
、
か
れ
ら
が
製
作
し
て
み
せ
た
の
は
、

ほ
か
で
も
な

い

一
つ
の
隠
喩
で
あ

る
。
氷
は
文
字
通
り
に

「は
水
で
は
な
い
。
氷

で
洗
顔
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

一
般
化
し
て
述

べ
る
な
ら
、
外
延
が
不
変
で
名

辞
に
伴
う
理
論
が
変
わ
る
場
合
、

そ
の
名
辞
は
隠
喩
と
し
て
使
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
た
だ
し
こ
の
種
の
隠
喩
は
す

み
や
か
に
そ
の
生
き
の
よ
さ
を
失

い
、
死
ん

だ
隠
喩
に
転
化
し
て
し
ま
い
が
ち

で
あ
る
。
実
を
言
う
と
、
二
回
真
の
隠
喩
は

す
べ
て
こ
の
タ
イ
プ
に
属
し
て
い
る
。
前
に
あ
げ
た
例
を
も
う

一
度
調
べ
て
み

よ
う
。

㈲

著
者
は
茅
屋
に
住
ん
で
い
る
。

茅
揖
き
の
家
の
住
人
が
す

べ
て
貧

し
い
と
は
決
ま

っ
て
い
な

い
。
そ
れ
は

甼
○

が
す

べ
て
液
体
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
ぬ
の
と
同
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「茅
屋

に
住
む
者
」
と
い
う
記
述
で
固
定

さ
れ
た
著
者
に
つ
い
て
、
㈲
は
そ
の
境
涯
の

貧
窮
を
隠
喩
的
に
語

っ
て
い
る
。

こ
れ
は

「水
」
が
氷
を
隠
喩
的
に
言
う
の
と

同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
語

「
水
」

の
隠
喩
的
使
用
と
働
の
発
言
に
は
次
の
・よ
う

な
相
違
が
あ
る
。
氷
を
も

「水
」
と
呼

ぶ
と
き
、
「水
」
の
内
包
は
拡
張
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
反
し
、
著
者
を

「
茅
屋
に
住
む
者
」
と
呼
ぶ
と
き
、

こ
の
語
句

の
内
包
は
縮
少
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の

見
地
に
と

っ
て
本
質
的

で
は
な
い
。

「水
」
の
例
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う

「種
か
ら
類
」

へ
の
指
示

の
移
行
で
あ
り
、
㈲
は

「類
か
ら
種
」

へ
の
移
行
の

一
例

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
「水
」

の
例

が
隠
喩
と
し
て
実
感
で
き

な
い
む
き
に
は
、

「人
は
パ
ン
の
み
に
よ

っ
て
生
き
る
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
聖

書
の

一
句
を
想
い
だ
し
て
ほ
し

い
。
食
物
の

一
種
で
あ
る

「パ
ン
」
は
食
物
と

い
う
類
そ
の
も
の
を
代
表
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
比
喩
は
後
年
狭

い
意
味

の
隠

喩
と
区
別
さ
れ
て
く
提
喩
V
と
よ
ば
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
や
グ

ッ
ド
マ
ン
の
定
義
で
は
く
メ
タ
フ
ァ
ー
V
と
し
て

一
括
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
注
意
を
促
し
た

い
。
隠
喩
、
提
喩
、
換
喩
、
誇
張
法
な
ど
と
い
っ
た
古
来

の
文
彩
の
区
分
が
お
の
お
の
生
成
H
解
釈

の
機
制
を
共

に
す
る
こ
と
、
そ
の
意

味
で
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て

一
ま
と
め
に
し
う
る
こ
と
に
は
、
こ
こ
で
は
立
入
ら

な

い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
細
分
化
は
二
次
的
な
意
義
し
か
持
た
な

い
の
で
あ
る
。

し
か
し
多
く
の
隠
喩
、
そ
し
て
生
き
生
き
と
し
た
隠
喩
は
、
た
ん
に
名
辞
に

伴
う
理
論
の
改
変
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
外
延
に
ま
で
斧
鉞
を
加
え
ず

に
は
お

か
な

い
。
人
は
は
じ
め
何
が
し
か
の
狼
理
論
を
基
礎

に
あ

る
動
物
を
指
し
て

「狼
」
と
呼
ん
だ
。
狼

の
本
質
は
そ
の
染
色
体
構
造
W

で
あ
る
と
し
よ
う
。
さ

て
、
別
の
機
会

に
人
間
で
あ
る
こ
の
も
の
を
指
し
て
、
か
れ
は

「狼
」
と
呼
ん

だ
の
で
あ
る
。
こ
の
も
の
は
W
を
持

っ
て
は

い
な
い
。
狼
理
論
の
全
部
が
変
わ

っ
た
わ
け
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
狼
の
振
舞

い
の
描
写
は

一
部

こ
の
人
間
に
も
あ

て
は
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
変
わ

っ
た
の
は
む
し
ろ
外
延
で
あ
る
。
人
情
を

「水
」

と
呼
ぶ
さ
い
に
も
同
じ
こ
と
が
生
じ
て
い
る
。

ネ
オ
本
質
主
義
者
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
同

一
の
語
に
か
ん
し
て
こ
の
よ
う
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な
野
放
図
な
外
延
の
切
り
変
え
を
許
容
し
な

い
。
た
と
え
ば
女
王

エ
リ
ザ
ベ
ス

ニ
世
が
現
実
の
両
親
と
は
別
の
二
親
、
毛
沢
東
夫
妻
か
ら
生
ま
れ
た
よ
う
な
可

能
世
界
を
想
像
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
、
と
か
れ
ら
は
言
う
。
な
る
ほ
ど
毛
夫

妻
は
女
王
に
よ
く
似
た
娘
を
も

っ
た
か
も
し
れ
な

い
し
、
お
ま
け
に
そ
の
娘
が

中
国
の
英
国
制
覇
の
結
果
、
英
国
女
王
と
な
る
よ
う
な
事
態
を
仮
想
し
う
る
か

も
し
れ
な

い
。
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
」
と
わ
れ
わ
れ
が
呼
ぶ

も

へ

ま
さ
に
そ
の
婦
人
が
毛
夫
妻
の
子
女
で
あ
る
こ
と
は
、
絶
え
て
あ
り
う
る
こ
と

ら

も

も

も

も

で
は
な
い
。
女
王
に
か
か
わ
る
諸

々
の
可
能
的
状
況
を
思
念
す
る
こ
と
は

い
く

へ

も

カ

ら
で
も
で
き
る
け
れ
ど
も
、
女
王
そ
の
人
が
別
の
両
親
を
持

っ
た
な
ど
と
は
、

想
像
で
き
な

い
の
だ
。
異
な
る
起
源
に
発
す
る
も
の
ば
、
何
で
あ
れ
エ
リ
ザ
ベ

ス
そ
の
人
と
は
別
人
で
し
か
な
い
(匹
。
も
う

一
例
だ
け
か
れ
ら
の
証
言
を
こ
こ

に
引

こ
う
。

い
つ
の
日
か
木
と
黒
鉛
か
ら
で
き
て
い
た
は
ず

の
鉛
筆
が
実
は
生

体
だ

っ
た
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
、
と
想
像
し
て
み
よ
う
。
電
子
顕
微
鏡
で
覗

い

て
み
る
と
、
鉛
筆
の
組
織
に
神
経
が
走

っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
か
ら

鉛
筆
は
産
卵
を
は
じ
め
、
こ
の
卵
か
ら
仔
鉛
筆
が
か
え
る
の
が
観
察
さ
れ
た
。

も
し
こ
の
よ
う
な
事
態
を
想
像
し
う
る
と
す
る
な
ら
、
鉛
筆
が
生
体
で
あ
る
事

ヘ

へ

実
は

「認
識
的
に
」
あ
り
う
る
こ
と
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鉛
筆
が
生
体
で

も

も

あ

る

よ

う

な

可

能

世

界

は

存

在

し

な

い
。

た

だ

言

え

る

の
は

、

あ

る

種

の
生

体

が

鉛
筆

の
よ

う

な
特

徴

を

持

つ
と

知

ら

れ

る

世

界

、

要

す

る

に
、

こ
の

生

体

が

鉛

筆

に

身

を

や

つ
し

て

い

る

可

能

世

界

が

あ

る

と

い
う

こ

と

に

す

ぎ

な

い

の

だ

(レ
v。

ア

ラ

ン

・
ド

ロ

ン
は

、

た

し

か

に

、

フ
ラ

ン

ス
人

の
両

親

の
も

と

に

生

れ

な

く

と
も

よ

か

っ
た

。

し

か

し

こ

の

現

実

世

界

で

こ

の
と

お

り

か

れ

は

フ

ラ

ン

ス

人
の
二
親
か
ら
生
れ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
ア
ラ
ン

・
ド

ロ
ン
」
が
日
本
人
の
サ

ラ
リ
ー

マ
ン
を
外
延
と
し
て
指
示
す
る
よ
う
な
、

い
か
な
る
可
能
世
界
も
な

い
。

適
当
な
変
更
を
加
え
れ
ば
同
様
に
こ
う
言
え
る
。

「ゴ
リ
ラ
」
が
人
間
を
外
延

と
し
て
指
示
し
た
り
、
「芸
術
作
品
」
が
愛
を

そ
う
す
る
よ
う
な
、

い
か
な
る

可
能
世
界
も
存
在
し
な
い
の
だ
、
と
。
も
ち
ろ
ん
今
問
題
な
の
は
、
「
ゴ
リ
ラ
」

そ
の
他

の
語
に
か
か
わ
る
言
語
慣
例
が
現
実
世
界
と
は
異
な
る
可
能
世
界
、
た

と
え
ば
人
間
を

「
ゴ
リ
ラ
」
と
い
う
種
の
名
で
称
し
、
反
対
に
ゴ
リ
ラ
を

「ヒ

ト
」
と
い
う
名
で
称
す
る
よ
う
な
可
能
世
界
が
あ
る
か
ど
う
か
で
は
な

い
。
問

題
は
語

「ゴ
リ
ラ
」
が
ゴ
リ
ラ
が
存
在
し
う
る
ど
の
世
界
に
お

い
て
も

つ
ね
に

た

も

も

た

こ
の
ゴ
リ
ラ
を
指
す
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
そ
れ
が
人
間
で
あ
る
よ
う
な
可

能
世
界
が
存
立
し
う
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

こ
う
し
た
見
解
に
わ
れ
わ
れ
は
疑
懼
を
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
は

い
え
誤
解
の
な

い
よ
う
あ
ら
か
じ
め
次
を
表
明
し
て
お
こ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
本

意
は
ネ
オ
本
質
主
義
の
す
べ
て
を
、
わ
け
て
も
そ
の
根
幹
を
な
す

「本
質
」
観

の
全
部
を
排
斥
し
よ
う
と
す
る
点
に
は
な

い
。
〈
本
質
V
が
何
ち
か
の
意
味
で

あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
是
認
す
る
。
こ
こ
に
細
説
は
で
き
な

い
が
、
伝
統
の

形
而
上
学
や
俗
聞
に
云
う

「本
質
」
は
社
会
論
理
的
な
機
制
に
よ

っ
て
産
出
さ

れ
る
の
で
あ
る
(B
v。
そ
れ
に
加
え
、
こ
の
種
の
本
質
と
は
別
に
、
ネ
オ
本
質
主

義
の
唱
え
る

「本
質
」
(た
と
え
ば
水
の
本
質

解

O
、
レ
モ
ン
「の
本
質
す
な
わ
ち

染
色
体
構
造
X
)
を
認
め
る
こ
と
に
も
や
ぶ
さ
か
で
は
な

い

(
こ
れ
ま
で
か
れ

ら
の
見
地
を

「ネ
オ
」

つ
き
で
呼
ん
で
き
た
の
は
、
前
の
タ
イ
プ
の
本
質
主
義

と
区
別
し
た
い
た
め
で
あ
る
)。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
以
上
の
論
点
と
は
お
そ
ら

く
独
立
な
、
異
質
な
因
子
が
、
ネ
オ
本
質
主
義
に
は

い
と
も
無
造
作
に
混
入
し
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て
い
る
節
が
み
え
る
。
不
純
物
は
そ

こ
か
ら
除
か
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
と

い
う
の
も
、
隠
喩
が
言
語
の
本
来
の
可
能
性
た
る
こ
と
を
、
曇
り
な
く
見
通
す

た
め
で
あ
る
。

不
審
な
点
は
二
つ
数
え
ら
れ
る
。

ま
ず
第

一
に
、
ネ
オ
本
質
主
義
は
事
物

の

名
に
つ
い
て
、
そ
の
初
発
の
、
ま
さ
に
は
じ
め
て
事
物
が
己
れ
の
名
で
呼
ば
わ

れ
る
瞬
問
と
、
命
名
の
事
業
が
成
就

さ
れ
た
の
ち
、
そ
の
威
信
に
す
が

っ
て
人

が
名
を
使
用
す
る
機
会
と
を
混
同
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
ク
リ
プ
キ
は
認

・識
の
様
態
に
か
か
わ
る
ア
プ
リ
オ

リ
/

ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
と
い
う
観
念
と
、
形

而
上
学
的
問
題
区
分
に
か
か
わ
る
必
然
的
/
偶
然
的
と

い
う
観
念
を
厳
格
に
分

け
る
必
要
を
強
調
し
た
。
で
は
こ
の
点
を
な
お
ざ
り
に
す
る
こ
と
な
く
、
事
物

の
名
が
は
じ
め
て
言
語

へ
導
入
さ
れ

る
さ

い
の
模
様
を
注
視
し
て
み
よ
う
。
ネ

オ
本
質
主
義
者
に
よ
れ
ば
、
さ
し
あ

た
り
利
用
し
う
る
理
論
を
外
延
固
定
に
使

も

へ

い

つ

つ
、

も

の

は

命

名

さ

れ

る

。

た

と

え

ば

こ

の

黄

色

で
酸

っ
ぱ

い
果

実

を

指

し

て

、

人

は

そ

の

か

み

「
レ

モ

ン
」

と

呼

ん

だ

の

だ

。

し

か

し

レ

モ

ン

は

黄

色

で

な

く

と

も

よ

か

っ
た

。

全

部

の

レ

モ

ン
が

紫

色

を

呈

す

る

よ

う

な

可

能

世

界

が

存

在

す

る

。

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

現

に

レ

モ

ン
は

こ

の

よ

う

に
黄

色

で
あ

り

、

こ

の
偶

然

的

特

性

を

捉

え

て

、

人

は

レ

モ

ン
を

指

し

た

の

で

あ

る

。

こ

こ
は

事

物

が

は

じ

め

て

そ

の
名

を

あ

か

す

と

い
う

場

面

で

あ

る

。

換

言

す

れ

ば

、

こ

こ

は
事

象

の
定

義

の

場

面

な

の
だ

(p
)。

「
レ

モ

ン
が

黄

色

で

あ

る

こ
と

」

は

、

レ

モ

ン
を

調

べ

な

け

れ

ば

知

り

え

な

い

こ
と

で

は

な

い
。

と

い
う

の
も

、

そ

の
特

性

で

レ

モ

ン
を

固

定

す

る

こ
と

に
、

人

は

約

定

し

た

の
だ

か

ら

。

こ
う

し

て

右

の
真

理

の
身

分

は

、

ア
プ

リ

オ

リ
な

偶

然

性

に

ほ

か

な

ら
な

い
。

ク
リ

プ

キ

は

、

に
も

か

か

わ

ら
ず

、

木

製

の

テ

ー

ブ

ル
に

つ
き

こ
う

述

べ

て

い

る

。

も
し
本
質
主
義

の
見
解
が
正
し
け
れ
ば
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が

一
方
で
ア
ポ

ス
テ
リ
オ
リ
な
真
理
と
ア
プ
リ
オ
リ
な
真
理
と
い
う
観
念
、
他
方
で
偶
然
的

真
理
と
必
然
的
真
理
と
い
う
観
念
を
き

っ
ぱ
り
区
別
す
る
場
合

に
の
み
正
し

い
の
だ
。
と
い
う
の
も
、
こ
の

〔木
製
の
〕
テ
ー
ブ
ル
は
、

い
や
し
く
も
そ

れ
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
氷
製
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
言
明
は
、

必
然
的
で
あ
り
、
が
し
か
し
こ
の
言
明
は
、
確
実
に
、
わ
れ
わ
れ
が
ア
プ
リ

オ
リ
に
知
る
こ
と
が
ら
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
(・。)。
(挿
入
旬
は
引
用
者
の
補

い

。)

つ
ま
り
か
れ
は

「
こ
の
テ
ー
ブ
ル
が
木
製
で
あ
る
」
と
い
う
真
理
の
身
分
は
、

ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
必
然
性
だ
と
言
う
の
だ
。
A
7
、
事
物
の
起
源
と
そ
の
本
質

の
関
連
の
問

(
こ
の
例
で
言
え
ば
、
テ
ー
ブ
ル
が
木
か
ら
作
ら
れ
た
事
実
と
、

テ
ー
ブ
ル
が
木
製
で
あ
る
こ
と
が
こ
の
テ
ー
ブ

ル
に
と
り
本
質

で
あ
る
こ
と
と

の
関
連
性
)
は
脇
に
の
け
る
こ
と
に
す
る
。
と
い
う

の
も
ク
リ
プ
キ
が
レ
モ
ン

を
例
に
語

っ
て
く
れ
て
い
な

い
だ
け
で
、
引
用
中
の

「
テ
ー
ブ
ル
」
、
「木
製
」
、

「氷
製
」
を
そ
れ
ぞ
れ

「
レ
モ
ン
」、
「黄
色
」
、
「紫
色
」
に
置
き
換
え
れ
ば
、
わ

れ
わ
れ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
何

の
変
わ
り
も
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う

語
る
ク
リ
プ
キ
が
身
を
置
く
場
所
が
、
命
名
と
い
う
事
業
が
す
で
に
完
了
し
た

後
、
先
人
の
遺
産
で
暮
ら
す
相
続
人
よ
ろ
し
く

「テ
ー
ブ

ル
」
と

い
う
名
辞
を

消
費
す
る
場
面
で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
。
相
続
人
ク
リ
プ
キ
は
、
被
相
続
人
す

な
わ
ち
命
名
者
と
は
異
な
り
、
テ
ー
ブ
ル
が
木
製
で
あ
る
と
い
う
約
定
は
す
で
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に
受
け
い
れ
て
い
る

一
方
で
、
そ
れ
が
約
定
ど
お
り
木
材
か
ら
で
き
て
い
る
か

ど
う
か
実
地
に
検
分
す
る
権
利
を
保
留
し
て
い
る
。
ネ
オ
本
質
主
義

の
命
名
理

論
を
名
の
使
用
理
論
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
透
明
で
味
の
無
い
液
体

を

「水
」
と
呼
ぶ
の
が
な
ぜ
正
当

か
、
こ
の
間
は
名
の
使
用
に
か
か
わ
る
問
で

あ
る
。
化
学
分
析
の
結
果
液
体
が

掌

○
だ
と
判
明
す
る
な
ら
、
そ
の
名
の
使
用

は
正
当
化
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
パ

ッ
ト
ナ
ム
も
言

っ
て
い
る
、
こ
の
種
の
正
当

化
の
手
段
は
名
の
意
味
を
構
成
し
な
い
、
そ
れ
は
た
ん
に
語
の
正
し
い
使
用
を

保
持
す
る
の
に
必
要
な
だ
け
だ
、

と
(a)。
ネ
オ
本
質
主
義
者
が

「本
質
」
を
持
ち

だ
す
や
り
口
に
は
二
重
の
恣
意
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

名
の
使
用
の
正
当
化
に
要
請
さ
れ

る

「本
質
」
を
そ
の
都
度
の
例
に
あ
わ
せ
て

自
ら
が
指
定
す
る
と

い
う
恣
意
。

な
ぜ
レ
モ
ン
の
本
質
は
そ
の
染
色
体
構
造
X

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
。
む

し
ろ
X
を
規
定
す
る
分
子
構
造
Y
で
は
な
い

の
か
。
ど
ち
ら
も
同
じ
資
格
で
本
質
な
の
か
、
そ
れ
と
も
Y
が
よ
り
本
質
的
な

の
か
、
そ
も
そ
も
究
極
的
本
質
が
別
に
あ
る

(レ
モ
ン
性
!
)
の
か
、
な
ど
、

こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
追
究
し
え
な

い
種

々
の
問
題
が
残

っ
て
い
る
。
そ
し
て
使

用
理
論
の
探
索
途
上
で
指
定
さ
れ
た
は
ず

の
本
質
を
命
名
理
論
の
名
の
も
と
に

ひ
け
ら
か
す
と

い
う
恣
意
。

か
れ
ら
の

「本
質
」
の
確
言
が
、
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
解
す
る
よ
う
に
命

名
理
論
か
ら
独
立
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
果
し
て
ど
の
よ
う
な
根
拠
を
持

つ
の

だ
ろ
う
。
そ
の
理
由
の
全
部
で
な

い
に
せ
よ
、
少
く
と
も
そ
の

一
部
は
か
れ
ら

の
言
う

「可
能
世
界
」
概
念
に
求

め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
実
は
わ
れ
わ
れ
の

二

つ
目
の
疑
義

(と

い
う
よ
り
異
見
)
は
、

こ
の
概
念
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の

だ
。
次
に
そ
の
次
第
を
述

べ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

「可
能
世
界
」
は
六
十
年
代

か
ら
現
在
ま
で
、

ひ
き

つ
づ
き
、
英
米

の
哲
学

文
献
に
も

っ
と
も
頻
繁
に
登
場
し
て
い
る
用
語
の

一
つ
だ
と
断
言
で
き
る
。
そ

の
語
の
使
用
は
さ
し
ず
め
哲
学
的
モ
ー
ド
の
さ
ま
を
見
せ
て

い
る
。
か
つ
て
の

我
国
の
哲
学
的
公
衆
に
お
け
る

「実
存
」
の
使
用
の
よ
う
に
。
し
か
し
そ
の
よ

う
な
流
行
語
の
常
と
し
て
そ
の
精
確
な
語
義
は
必
ず
し
も
判
然
と
し
て
い
な

い

し
、
ま
た
そ
の
共
通
理
解
が
確
立
さ
れ
て
い
る
と
も
言

い
が
た
い
の
が
実
情
で

あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

こ
の
場
所
で
最
小
限
必
要
な
語
義
の
整
理
を
し
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
。
と
は
言
え
、
そ
の
た
め
に
文
献
を
博
捜
し
て
言
語
社
会
学
者

の
ま
ね
を
す
る
暇
も
な
し
、
ま
た
そ
の
必
要
も
全
然
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

語
が
元
来
形
式
的
意
味
論
構
築
の
道
具
立

て
の

一
つ
と
し
て
、
そ
の
昔
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
使

っ
た
こ
と
ば
か
ら
借
用
し
た
も
の
だ
と
い
う
経
緯
に
不
明
は
な
い

か
ら
だ
。
ク
リ
プ
キ
こ
そ
五
十
年
代
末
か
ら
様
相
論
理
の
意
味
論
を
自
ら
の
手

で
作

っ
た
当
事
者

の

一
人
で
あ
り
、
後
の
か
れ
の
哲
学
的
言
説
で
用

い
ら
れ
る

同
じ
語
が
、
右
の
経
緯
に
無
関
係
だ
と
誰
が
言
え
よ
う
。
か
れ
や
可
能
世
界

の

意
味
論

の
哲
学
的
応
用
を
お
こ
な

っ
て
い
る
と
も
目
さ
れ
る
パ
ッ
ト
ナ
ム
ら
ネ

オ
本
質
主
義
者
の

「本
質
」
が
、
こ
う
し
た
由
来
を
持

つ
可
能
世
界
概
念
に
か

か
わ
り
が
あ
り
そ
う
だ
と

い
う
予
想
に
は
立
派
な
状
況
証
拠
が
あ
る
、
と
わ
れ

わ
れ
は
思
う
。

い
さ
さ
か
前
置
き
が
長
く
な

っ
た
が
、
わ
れ
わ
れ
の
結
論
を
、
そ
の
説
明
は

後
ほ
ど
す
る
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
こ
こ
に
披
露
し
て
お
く
。
す
な
わ
ち

「
可

能
世
界
」
は
少
く
と
も
二
義
的
な
の
だ
。

一
つ
は
、
ネ
オ
本
質
主
義
者
流
の
、

様
相
論
理
の
意
味
論
に
出
自
を
持

つ
可
能
世
界
匚。

こ
れ
は
現
実
世
界
が
あ
る

イ

フ

い
は
辿

っ
た
で
も
あ
ろ
う
別
の
く
歴
史
V

(歴
史

に

「も
し
」
は
禁
句
だ
と
言
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う

が

、

こ
れ

こ
そ

「
も

し
」

付

き

の
歴

史

で

あ

る

)

で

あ

り

、
ま

た

こ
れ

は

「
可

も

も

能
的
経
験
」
な

い
し
現
実
世
界
の
知
識
の
範
囲
を

つ
い
に
越
え
る
こ
と
が
な

い
。

も
う

一
つ
は
、
可
能
的
経
験
を
超
出
し
た
、

い
わ
ば
奇
想
の
歴
史
と
し
て
の
可

ぬ

も

能
世
界
,
。

こ
れ
は
現
実
世
界

の
知
識
を
大
巾
に
は
み
だ
し
、
ま
さ
し
く
想
像

も力
に
よ
り
育
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

ネ
オ
本
質
主
義
者

は
可
能
世
界
2
に
思

い
到

ら
な
い
。
そ
れ
が
か
れ
ら
の
言
語
観
の
貧
し
さ
の
事
由
で
あ
る
。
誤
解
な
き
よ

う
も
う

一
度
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ

は
ネ
オ
本
質
主
義
の
唱
え
る
本
質
を
無
碍
に

拒
む
も
の
で
は
な

い
。
わ
れ
わ
れ

が
指
摘
し
た
い
の
は
、
た
だ
こ
の
こ
と
で
あ

る
。

つ
ま
り
人
間
は
知
識
を
生
き
る
こ
と
に
お
い
て
空
し
い
地
の
上
に
本
質
と

い
う
図
を
照
ら
し
だ
す

こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
想
像
力

を
は
ば
た
か
せ
て
事
物
を
夢
み
る

こ
と
も
な
し
う
る
の
だ
。
し
か
も
実
の
と
こ

ろ
、
知
は
想
像
ど
、
本
質
は
夢
想
と
、
分
ち
難
く
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
結
ぼ
れ
、
こ
れ
こ
そ
知
識
そ
の
も
の
で
あ
り
、
た
ん
な
る
可
能
的

経
験
な
ど
と

い
テ
も
の
に
知
識
を
す
り
か
え
て
は
な
ら
な
い
。
隠
喩
の
論
が

い

さ
さ
か
隠
.喩
過
多

に
流
れ
て
い
る
と
批
判
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
れ
に

は
、
隠
喩
は
言
語
の
運
命
で
あ
り
、
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
運
命
で
は
な

い
か
と

答
え
た
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
で
き
る

か
ぎ
り
隠
喩
抜
き
の
散
文
で
語
る
こ
と
に
努
め
よ
う
。

可
能
世
界
、
の
意
義
を
見
ぬ
く

の
に
よ

い
証
言
は
、
古
く
は
カ
ル
ナ

ッ
プ
の

も
の
と
、
近
年
で
は
ク
リ
プ
キ
が

「命
名

と
必
然
性
」
と
題
し
て
お
こ
な

っ
た

講
義
を
新
た
に
単
行
本
と
し
て
だ
す
さ
い
付
し
た
序
文
中
の
コ
メ
ン
ト
の
二

つ

で
あ
る
。
す
で
に

一
九
四
七
年
の
日
付
を
持

つ
著
書
で
、
カ
ル
ナ

ッ
プ
は
可
能

世
界
、
と
本
質
的
に
同
等
な
構
想
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
〈
状
態
記
述
〉

(。・冨
8
ム
①
ω
。二
℃ぎ

ロ
)
の
概
念
で
あ
る
。
言
語
体
系
亀

(す
な
わ
ち
第

一
階
の

言
語
)
の
お
の
お
の
の
原
子
文
か
ら
、
こ
の
文
ま
た
は
そ
の
否
定
の
ど
ち
ら
か

一
方
を
選
べ
ば

一
つ
の
文
の
集
合
が
定
ま
る
が
、
こ
れ
を
鼠
に
お
け
る
く
状
態

記
述
V
と
よ
ぶ
。
も
と
よ
り
状
態
記
述
の
数
は
無
限
で
あ
る
。

一
つ
の
状
態
記

述
に
よ

っ
て
、
亀
が
含
む
述
語
に
よ

っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
特
性
な
い
し
関
係
を

持

つ
個
体
か
ら
成
る
宇
宙
の
、

一
つ
の
可
能
な
状
態
に
対
し
、
完
璧
な
描
写
が

与
え
ら
れ
る
(召
。
ク
リ
プ
キ
は

「可
能
世
界
」
の
語
が

(
こ
れ
自
体
隠
喩
に
ほ

か
な
ら
な

い
)
し
ば
し
ば
あ
ら
ぬ
誤
解
を
招
く
と
し
て
、
「可
能
的
状
態
(な

い

し
歴
史
)」
も
し
く
は

「反
事
実
的
状
況
」
の
用
語
の
方
が
好
ま
し
い
と
た
び
た

び
述

べ
て
い
る
が
(お)、
用
語
の
類
似
に
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ク
リ
プ

キ
の
言
う

可
能
世
界
、
は
カ
ル
ナ
ッ
プ
の
状
態
記
述

と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。

か
れ
が
、
個
体
の
い
わ
ゆ
る
通
世
界
的
同
定
の
問
題
1

つ
ま
り
、
各
可
能
世

界
を
通
じ
て
同

一
の
個
体
を

い
か
に
し
て
指
定
し
う
る
か
、
と
い
う
問
題
1

を
偽
問
題
と
し
て

一
再
な
ら
ず
斥
け
て
い
る
(勿)理
由
は
、
そ
も
そ
も
可
能
世
界

を
現
実
世
界

(
こ
れ
も
、
カ
ル
ナ

ッ
プ
流
に
言
え
ば
亀
の

一
つ
の
状
態
記
述
に

対
応
す
る
)
を
外
に
し
た
遠

い
場
所
に
あ

っ
て
、
望
遠
鏡
で
覗
き
見
し
う
る
よ

う
な
、
何
か
し
ら
実
体
と
し
て
考
え
て
し
ま
う
の
が
錯
覚
だ
、
と
い
う
点
で
あ

っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
、
可
能
世
界
と
は
亀
の
内
部
状
態
の
こ
と
な
の
だ
。
ご

く
単
純
な
可
能
世
界
の
モ
デ
ル
を
ク
リ
プ
キ
は
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

二
つ
の
骰
子
を
投
げ

て
で
た
目
の
和
に
い
く
通
り
の
も
の
が
あ
る
か
、
と
い
う

例
だ
。
た
と
え
ば
和
が
十

一
に
な
る
可
能
的
状
態
は
た
だ
二
つ

(
一
方
の
目
が

五
で
他
方
が
六
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
)
で
あ
る
。
そ
し
て
可
能
的
状
態
の
総
数

は
、
こ
の
場
合
、
三
十
六
通
り
存
在
す
る
。
も
ち
ろ
ん
自
然
言
語
の
場
合
は
、
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こ
ん
な
単
純
な
モ
デ
ル
と
は
異
な
り
、

「ず

っ
と
多
数

の
も

っ
と
複

雑

な
状

態
」
(ゐ)が
伴

っ
て
い
る
が
、
し
か
し
基
本

に
お

い
て
は
二
つ
の
モ
デ
ル
に
何
の

変
わ
り
も
な

い
。
ク
リ
プ
キ
は
こ
う
明
言
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
明
ら
か
に
な

っ
た

の
は
、
か
れ
の
言
う
可
能
世
界
が
現
実
世
界

と
㈲
同
数
の
個
体
か
ら
成
り
、
し
か
し
そ
の
性
状
や
振
舞

い
が
変
容
し
て
い
る

か
、
㈲
個
体

の
数
が
増
減
し
て
い
る
か
、
こ
の
い
ず
れ
か
で
あ

っ
て
、
そ
の
い

ず
れ
で
あ
る
に
せ
よ
、
原
理
的
に
ネ
タ
の
あ
が

っ
た
亀
の
内
部
状
態
と
し
て
構

想
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
ク
リ
プ
キ
は
自
身
で
自
然
言
語
に
か
ん

す
る
理
論
的
探
究
を
体
系
立

っ
て
企
て
て
は

い
な
い
し
、
ま
た
自
然
言
語
観
を

明
確
に
し
て
も

い
な
い

(少
く
と
も
主
題
的
に
)。
だ
か
ら
今
し
が
た
の
わ
れ
わ

れ
の
判
定
が
た
ん
な
る
こ
ち
ら
側

の
思

い
込
み
に
す
ぎ
ぬ
恐
れ
は
、
公
平
に
見

て
、
ゼ
ロ
で
は
な

い
。
そ
こ
で
仮

に
、
と
言
い
添
え
よ
う
。
仮
に
亀

(自
然
言

語
)
の
全
て
の
文
を
生
成
し
う
る
装
置
が
定
式
化
さ
れ
う
る
と
ク
リ
プ
キ
が
考

え
て
い
る
な
ら
、
た
と
え
亀

の
原
、子
文
が
無
限
箇
で
あ
れ
、
あ
る
意
味
で
原
理

的
に
、
亀
に
お
け
る
内
部
状
態
の
ネ
タ
は
あ
が

っ
て
い
る
わ
け
だ
。
あ
た
か
も

骰
子
の
目
数
の
和
と

い
う
事
象
の
ネ
タ
が
、
こ
の
場
合
は
原
理
的
に
も
事
実
上

も
、
あ
が

っ
て
い
る
よ
う
に
。
こ
の
よ
う
な
規
定
性

に
置
か
れ
た
可
能
世
界
集

合
Σ

の
認
識
論
的
関
数
を
、
わ
れ
わ
れ
は

〈
可
能

的
経
験
〉
あ
る
い
は
短

く

<
知
識
〉
と
呼
ぶ
。
こ
の
可
能
的
経
験
の
中

に
生
体
で
あ
る
鉛
筆
や
日
本
人
で

あ
る
ア
ラ
ン

・
ド

ロ
ン
の
存
在
は
含
ま
れ
て
い
な

い
は
ず
だ
。
と
い
う
の
も
、

そ
も
そ
も

Σ

が
許
容

し
う
る
事
象

の
資
格
を
、
そ
う
し
た
怪
物
た
ち
が
欠
く

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
も
う

一
歩
踏
み
こ
ん
で
、
な
ぜ
か
、
と
問
う
ご
と
が
で

き
る
。
恐
ら
く
、
Σ

の
構
成
に
は
次
の
暗
黙
の
原
理
が
関
与
し
て
い
る
の
で
は

な

い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
Σ

が
許
容
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
事
象

(Σ

の

成

員
)
は
、
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
名
の
も
と
に
存
在
可
能
性
を
授

っ
た
個
体
、
特
性
、
関
係
か
ら
成

る
と
い
う
原
理
で
あ
る
(釜
。
こ
の
原
理
を
く
異
象
排
除
原
理
V
と
よ
ぼ
う
。
残

さ
れ
た
問
題
は
少
く
な

い
。
た
し
か
に
異
象
排
除
原
理
が
働
け
ば
、

い
か
な
る

可
能
世
界
に
お
い
て
も
怪
物
は
出
現
で
き
な

い
。

い
つ
ま
で
待

っ
て
も
鉛
筆
は

つ
い
に
産
卵
し
な
い
だ
ろ
う
し
、
ア
ラ
ン

」・
ド

ロ
ン
は

つ
ね
に
青

い
眼
の
赤
ん

坊
を
生
む
だ
ろ
う
。

「し
か
し
原
理
中
の

「法
則
性
」
の
内
容
が
曖
昧

で
あ
る
。

そ
れ
は
現
実
世
界
で
現
に
妥
当
し
て
い
る
物
理
法
則
の
こ
と
な
の
か
、
心
理
学

の
法
則
は
て
は
倫
理
規
範
ま
で
含
め
て
考
え
る
べ
き
な
の
か
、
し
か
し
、
物
理

法
則
が
異
な
る
可
能
世
界
、
た
と
え
ば
水
の
沸
点
が

一
気
圧
下
で
二
〇
〇
度
で

あ
る
よ
う
な
可
能
世
界
を
構
想
す
る
の
は
十
分
可
能
で
は
な
い
の
か
、
そ
れ
と

も
や
は
り
ネ
オ
本
質
主
義
者
の
言
う
よ
う
に
、

そ
の
よ
う
な
仮
想
は
水
の
本
質

に
反
し
て
お
り
、
可
能
的
状
況
と
し
て
は
許
容
さ
れ
な

い
の
か
、
等
々
(乙
。
わ

れ
わ
れ
は
心
残
り
な
が
ら
問
題
を
放
置
し
た
ま
ま
、
可
能
世
界
の
二
番
目

の
意

義

へ
と
目
を
転
じ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。

可
能
世
界
2
は
異
象
排
除
原
理
の
制
約

を
こ
う
む
ら
ず

に
創
ら
れ
る
よ
う
な

反
事
実
的
状
況

の
こ
と
で
あ
る
。

可
能
世
界
重
が
知
識
の
関
数

で
あ
る
と
す
る

な
ら
、
可
能
世
界
2
は
想
像
力

の
関
数

に
ほ
か
な
ら
な

い
(馨
。

こ
こ
に
は
あ
ら

ゆ
る
怪
物
が
跳
梁
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
世
界
で
は
、
入
間
が
即
ゴ
リ
ラ
と

し
て
咆
哮
し
子
女
を
あ
や
め
、
会
社
の
同
僚
が
フ
ラ
ン
ス
人
俳
優
の
顔
で
女
性

職
員
と
談
笑
す
る
。
後
者

の
例
は
フ
ロ
イ
ト
が
夢
で
出
会

っ
た
ド
ク
タ
i

・
M

な
る
人
物
の
件
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
の
人
物
は
な
る
ほ
ど

「
ド
ク
タ
ー

・
M
」
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と
い
う
名
前
を
持
ち
、
ド
ク
タ
ー

・
M
の
ご
と
く
話
し
た
り
振
舞

っ
た
り
す
る

が
、
こ
の
人
物

の
か
ら
だ
の
特
徴
や
病
的
症
状
は
実
は
別
の
人
物
、

つ
ま
り
フ

ロ
イ
ト
の
長
兄
の
そ
れ
そ
の
も
の
だ

っ
た
、
と
言
う
。
精
神
分
析
学
者
は
、
蒼

白

い
顔
色

と
い
う
点
で
M
も
長
兄
も
現
実
に
共
通
し
て
い
た
、
と
い
う
指
摘
を

逸
し
て
は

い
な

い
(3
。
か
れ
は
夢

の
像
の
こ
の
種
の
形
成
を
く
圧
縮
V
と
呼
ん

で
そ
れ
を
合
成
写
真

に
な
ぞ
ら
え
た
が
、
わ
れ
わ
れ
に
言
わ
せ
る
な
ら
、
こ
の

事
例
は
固
有
名
を
用
い
た
隠
喩
の
機
制
と
同
型
で
あ
る
。
合
成
写
真
の
た
と
え

は
蕪
雑
に
す
ぎ
て
と
る
に
足
り
な

い
。

三

結
論

隠
喩
に
は
焦
点
化
さ
れ
る
要
素
と
枠
を
な
す
要
素
の
論
理
的
タ
イ
プ
ー

一

般
名
辞
か
個
別
名
辞
か
、
限
量
の
有
無
な
ど
の
要
因
が
そ
れ
を
き
め
る
ー

に

よ
り
、
各
種
の
型
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
指
示
の
転
移
と

い
う
現
象
が
み
と

め
ら
れ
る
。
指
示
の
転
移
は
〈
語

の
意
味
〉
と

い
う
概
念
に
か
ん
し
再
考
を
強

い
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
語

の
意
味
が
概
念
か
ら
で
き
て
い
る
と

い
う
式

の
内
包
主
義
か
ら
す
れ
ば
、
指
示

の
転
移
な
ど
は
た
ん
な
る

「現
象
」
に
す
ぎ

な

い
か
ら
だ
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が

こ
れ
と
同
じ
問
題
を
我
が
身
に
ひ
き
う
け
た

と
き
、
そ
の
論
文

「語
の
意
味
」

の
皿
節
で
お
こ
な

っ
た
の
は
、
実
質
的
に
は

内
包
主
義

の
批
判
で
あ
り
、
か
れ
が
反
例
と
し
て
あ
げ
た
中
に
ま
ぎ
れ
も
な

い

・隠
喩
が
多
く
採
ら
れ
て
い
た
の
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な

い
、
と
わ
れ
わ
れ
は

思
う
(・。)。
し
か
し
か
れ
は
性
急
に
も
、
問
題
の
概
念
が
ノ
ン
セ
ン
ス
だ
と
き
め

つ
け
た
。

つ
ま
り
、
し
か
じ
か
の
語
の
意
味
は
何
か
と
問
う
こ
と
は
有
意
味
で

あ

っ
て
も
、
総
じ
て
語
の
意
味
と
は
何
か
と
訊
ね
る
の
は
た
だ
ち
に
無
意
味

に

陥
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
問
題
は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
こ
の
論
文
で
、
こ
れ
こ

れ
の
語
の
意
昧

(子
。
日
霽
三
品

亀

p
鬢
。
a
∀
を
正
当
に
認
め
て
い
る
か
ど
う

か
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
普
通
の
意
味
で
は
か
れ
は
そ
れ
を
認
め
る
し
、
だ
か
ら

A
7述

べ
た
よ
う
に
、
個
別
の
語
に
か
ん
し
て
そ
の
意
味
を
問

い
立

て
す
る
こ
と

は
可
能
な
こ
と
だ
と
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
語
の
意
味
の
事
例
を

是
認
し
な
が
ら
、
語
の
意
味
と
い
う

一
般
者
を
認
め
ず
に
す
ま
す

こ
と
が
、

い

か
な
る
精
妙
な
理
論
に
よ
れ
ば
か
な
え
ら
れ
る
の
か
。
唯
名
論
者
は
普
遍
を
切

も

も

り
捨
て
る
代
償
に
普
遍
の
事
例
も
割
愛
す
る
。
か
れ
は
個
別
者
と
む
き
あ
う
だ

け
だ
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
ど
う
や
ら
語
の
意
味
の
存
在
を
是
認
し
て
は

い
な

い

へ

ら
し
い
。
か
れ
は
言
う
、

「厳
密

に
言

っ
て
意
味
を
持

つ
の
は
ひ
と
り
文
の
み

で
あ
る
と
、
そ
う
主
張
し
て
間
違
い
は
な
か
ろ
う
」
と
(13)。

こ
れ
は
奇
妙
で
あ
る
。
語
も
文
と
は
別
に
意
味
を
持
つ
と
い
う
直
観
を
、
反
対

に
、
説
明
す
る
仕
事
が
増
え
て
し
ま
う
ば
か
り
で
な
い
。
文
が
意
味
を
持

つ
こ
と

を
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
認
め
て
い
る
。
で
.は
文
中
の
あ
る
語
を
別
の
語
に
変
え
て

み
よ
。
そ
の
結
果
文
の
意
味
が
変
わ

っ
た
と
し
た
ら
、
こ
の
変
化

の
要
因
は
明

ら
か
に
語
の
置
換
に
あ
る
。
そ
し
て
語
の
置
換
が
文
の
意
味
上
の
変
化
に
有
意

性
を
持

つ
な
ら
、
語
そ
の
も
の
に
こ
の
変
化

の
潜
在
能
力
を
認
め
ざ
る
を
え
な

い
。
こ
の
潜
在
能
力
を
語
の
意
味
と
わ
れ
わ
れ
は
称
す
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
わ
れ
わ
れ
が
面
し
て
い
る
問
題
状
況
は
こ
う
で
あ
る
。
〈
語

の

意
味
〉
を
無
碍
に
排
し
も
せ
ず
、
し
か
し
従
来
の
内
包
主
義
に
も
く
み
し
え
な

い
と
す
れ
ば
、
隠
喩
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
語
の
意
味
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
。
状
況
の
行
手
に
明
る
い
光
を
投
じ
る
見
地
を
、
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わ
れ
わ
れ
は
ネ
オ
本
質
主
義
に
見
出
し
た
。
名
辞
は
さ
し
あ
た
り
使
用
し
う
る

理
論
を
用
い
て
対
象
を
固
定
し

つ
.つ
命
名
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
〈
語
の
意
味
V

は
こ
う
し
た
命
名
理
論
と
両
立
し
う
る
方
向
で
そ
の
概
念
内
容
が
規
定
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
概
念
は
、
ま
だ
荒
削
り
だ
と
は
い
え
、
す

で
に
あ
る
種
の
隠
喩
に
お
け
る
指
示
の
転
移
を
よ
く
説
明
す
る
。
そ
れ
は
た
ん

な
る

「現
象
」
で
は
な
く
、
自
ず

か
ら
目
の
あ
た
り
に
立
ち
現
わ
れ
る
現
実
そ

の
も
の
な
の
だ
。
と
こ
ろ
が

こ
れ

で
は
ま
だ
説
明
で
き
ぬ
指
示
の
転
移
が
各
種

残

っ
て
い
る
。
こ
の
隘
路
を
抜
け

る
に
は
、
ネ
オ
本
質
主
義
の
可
能
世
界
論
を

拡
張
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
知
識
と
想
像
力

の
結
合
と

い
う
形
で
実
現
す
る
こ
と
を
企
て
た
。

こ
の
企
て
に
は
細
部
に
お
い
て
、
未
知

の
問
題
を
も
含
め
多
く
の
課
題
が
立
ち
ふ
さ
が

っ
て
い
る
。
し
か
し
大
要
に
お

い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
探
求
が
誤

っ
た
道
を
辿

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
、

す

で
に
明
ら
か
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
更
新
さ
れ
つ
つ
あ
る
新
た
な
く
知
識
V

の
概
念
こ
そ
、
ネ
オ
本
質
主
義
で
は
救
助
し
え
な
か

っ
た
隠
喩
を
、
た
ん
な
る

言
語
の
誤
用
と
し
て
で
は
な
く
、

わ
れ
わ
れ
の
自
己
の
住
家
た
る
言
語
の
本
来
.

の
可
能
性
と
し
て
処
遇
で
き
る
か

ら
な

の
で
あ
る
。
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1

」
、
『大

阪
大

学

人
間
科

学

部

紀

要
』

第

九

巻

、

一
九

八

三

、

三

一
四

ぺ
ー
ジ

。

(
6

)

こ

の
例

に

つ

い
て
は
前

註

に
あ
げ

た
論

文

、

三
〇

五

ペ
ー

ジ

を
見

て

い
た

だ

き
た

い
。

(
7

)

紋

切

型

の
概

念

に

つ

い
て
は

次

を
参

照

。

菅

野
盾

樹

、

『我

、

も

の

に
遭

う
』
、
新

曜

社

、

一
九
八

三

、

二

七
九

ー

二

八

一
ペ

ー
ジ

。

勺
暮
蟇

β

=
`

、訂

OQ
①
ヨ
き

けざ
。・

聞
。
ω
匹
三
①
嚼・
ぎ

=
目
葺

N

g

典

(巴

ωし
噸
卜
§

隣
§

鷺

"
しu
ミ

§

§

翫
ミ
ミ
§

ぎ

§

梦

H
⑩
刈
ρ

喝
・
沼

….、日
冨

羃

曁

鐔

。
喚

。竃
$

旨

。q
..、
ぎ

2

己

豊

。。。
尸

国
●
(巴

・)り
ト
§

-

恥
§

鷺
噸
ミ
討
3

「§

飢

映
§

ミ

巴

鷺

噌
H
⑩
誤

噸
歹
Hミ

噛
歹
一
〇
〇
匚罸

H

①8
・

(
8

)

分

析

し

の

こ
し

た

二

回
真

の
隠

喩

の
例

と

し

て
共

感

覚

に
か

か

わ

る
隠

喩

が

あ

る
。

も

う

た
と
え
ば

「
こ
の
絵
は
明
る
い
凶

こ
こ
に
は
絵
の
色
調
を

「
明
る

い
」
と

い
う
感
覚

も

へ

も

カ

し

も

で
提

え

、

こ

の
感

覚

の

「
明

る
さ

」

を
描

か
れ

た

も

の

へ
移

行

す

る

と

い
う

、

転
移

の

二
重

性

が
あ

る
。

(
9

)
.
カ

ッ
ツ
、

『言

語

と

哲
学

』
、

大

修
館

、

一
九

七

一
、

一
二
七

ぺ
.ー

ジ
。

(
10

)

カ

ッ
ツ
は

こ

の
く

概

念
V

に

つ
い
て
あ

ら
ま

し

こ
う

述

べ

て

い
る
。

そ

れ

は

イ

メ

ー
ジ

や

観

念
な

ど

の
、

個

人
が

心

意

の
う

ち

に
所
有

す

る
心

理

的
存

在

者

で

は

な
く

、

客

観

的

に
存
在

す

る

「
抽
象

物

」
(筈
ω
肓
器

け
雲

け三

窃

)
で

あ

る
云

々
。
滅
畧
N
唱
9

』
.9

⑦
§

§

§

『
譜

ミ
璽
噛
お

鳶

.
7
。。
。。
を
参

照

。

(
11

)

こ
う

し

た
批

判

が

次

に

示

さ
れ

て

い
る
。
國
①
日
眉
。。薯

》.閑
●
竃
こ
⑦
鳥
§
§

曹

『
書

ミ

撃

お

刈
メ

唱
.一㊤
山

O
●

(
12

)

一
般

に
は

か

れ

ら

の
立

場
を

「
本

質
主

義

」
(国
。。
。。①
薮

筈

ω目
)
と

呼

び

慣

わ

し

て

い
る
が

、

わ

れ

わ

れ
は

古
代

に

ア
リ

ス

ト

テ

レ

ス
が
述

べ
た

本

質
主

義

が

か

れ

ら

に

直

結

し

て

い
る

と

は
考

え

な

い
。

そ

こ

で

ク

リ
プ

キ

ら

の
考

え

を

言
う

場

合

に
は
特

に

「ネ

オ

」

の
修

辞

を

そ

え

る

こ
と

に
す

る
。

註

(
18

)
を

見

よ

。も

も

も

へ

も

う

(
13

.)

「も
し
意
味
を
与
え
る
こ
と

〔
つ
ま
り
意
味
を
伝

え
る
こ
と
〕
が
意
味
な
る
も
の
を

し

も

も

も

し

与
え

る
行
為
で
あ

る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
あ
る
は

っ
き
り
し
た
事
物
を
与
え
る
こ
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と

で

は

な

い

の

で

あ

る

凶

(
旧
9

舜

β

出
`
、尻

QQ
①
ヨ
m
暮

ざ

。・

勺
o
。。
。。
帥三
Φ

噂
、
ぎ

冨
目
三

言

9

巴

●
(
①
畠
ω
●)
り
ト
Ω
3
頓
§
9
磯
肉
㌧

bu
乳
蝕
S

負
δ
匙

ミ

ミ
黛
鳩
詣
璽
既
龕
》
お

刈
O
り
唱
・
①
ド
)

(
14

)

胃
二
宴

ρ

ω
こ

.Z
餌
巳

晨

p
巳

Z
Φ
o
窃

。趣
諄
団
、
ぎ

=
彎

3
譬

四
己

O
髦

乙

o。
8

(①
山
qα
し
》

⑦
恥
§
9
ミ

馬8

0
、

≧
ミ

舘
§

、
卜
Ω
臥
喰
舘
9
磯
食

H
㊤
刈
b二
導
歹

卜⊃
『
Qσ
1
詠a
『
心
・

(
15

)

勹
暮

轟

β

国
;

、↓
『
①

罎

①
o
巳
ロ
αq
o
隔
.、ζ

o
譽

ぎ
σq
..噸
ぎ

Ω
彗

告
①
誘

o
P

界

(巴

シ

ト
9
§
-

喰
費
Q
磯
ρ

ミ

§
9

0
昌
軋

映
§
o
$
貯
亀
恥
や

一
㊤
刈
μ

唱
」
α
b◎
.

(
16

)

胃
弓
号
犀
ρ

ω
こ

0
7

9
f

眉
・
ω
目
もQ
ゆ

.
(
17

)

勹
⊆
9

9
ヨ
咽
国
幽曽
.目
,
①

ζ

Φ
o
ロ
ぎ

σq

o
剛

.い冨

o
螢
昌
ぎ
σq
.、》り
歹

H
O
ド

(
18

)

菅

野

盾

樹

、

『
我

、

も

の

に

遭

う

』
、

新

曜

社

、

一
九

八

三

、

第

皿

部

参

照

。

著

者

は

俗

間

に

言

う

「
本

質

」

と

ネ

オ

本

質

主

義

者

の

言

う

「
本

質

」

と

を

、

両

者

の

重

な

り

や

類

似

を

是

認

す

る

一
方

で

、

概

念

と

し

て

あ

く

ま

で

別

の

も

の

だ

と

考

え

て

い

る

。

・

(
19

)

菅

野

盾

樹

、

同

書

、

二

八

八

-

三

〇

ニ

ペ

ー

ジ

参

照

。

(
20

)

困
弓
号
『
ρ

ω
こ

、畧

①
5
ユ
ξ

9
冨
島

Z
①
o
①
⑩
繊
ξ

.
ぎ

ζ

己
三
訂

'
ζ

●
囚
●
(
①
畠
し
》
毳

◎
ミ

蹄
璽

9
3
画

ぎ

羇

e
ミ
舘
Ω
詫
o
斜

H
㊤
『
H
堕
眉
」

O
b⊃
1
一
㎝
ω
噸

(
21

)

℃
畧

冒
騨
ヨ
》
誕
こ

.一
ω

ω
o
ヨ
9
昌
二
〇
ω

勺
o
ω
q自
子
『

噂
.》
歹

O
bo
・

(
22

)

0
9
弓
昌
9
㍗

切
;

ミ

①
自
3
§

領

織
昌
犠

〉
♂
o
毳

篦
ミ

》
一
⑩
心
メ

眉
・
⑩
●

(
23

)

内
二
唱
貯
ρ

ω
こ

.Z
拶
ヨ
ぎ
σq

薗
譯
窪

Z
o
o
①
oo
忽
ξ

、噌
歹

Qo
虧
伊

戸

H
㎝
…

〉
「o
§
討
頓

0
3
職

〉
べ
1

鳥
霧

臨

掌

一
〇
。。
O
も

」
㎝
.
実

際

グ

リ

プ

キ

は

論

文

、包

①
ロ
葺

鴇

僧
己

Z
①
。
①
ω
ω
一
ξ
.

を

含

め

「
反

事

実

的

状

況

」
(
8

ロ
三

霞

鵠
。
言

巴

。・
一
言
㊤
ユ
O
冨
)
の

語

を

好

ん

で

使

っ

て

い

る

よ

う

に

見

う

け

ら

れ

る

。

(
24

)

囚
胃
号

『
ρ

oQ
;

、畧

σ
冨
島
亳

拶
ロ
山

2
①
o
o
o。
q。
帥ξ

.》
眉
」
虧
O
…
.Z
9
目
ぎ
αq

9
コ
ユ

Z
①
o
①
o。
u。
諄
気
、噂

眉
・
b⊃
0
8

唱
・
b⊃
刈
O
》
歹

略o
刈
さ9
●
甲
N<
9
§
ぎ

頓

o
δ
亀

』く
⑩
6
①
霧

嵩
讐

サ
●
同
駅
.

(
25

)

囚
胃
号

界
①
》
ω
;

N<
自
§
詳
恥

9
§
犠

」く
①
6
⑪
吻
吻
蟄
璽
噸
℃
」

㊤
'

(
26

)

こ

の

原

理

は

レ

ヴ

ィ

ン

が

示

唆

し

た

Q

目
①
≦
尸

ω
'
菊
."
『
ぽ

恥
⑩
§
§

§

物
。
丶

ミ

ミ

㌣

唱
ぎ

3

お

謡

.
7

置

8

P

一
〇
曾
参

照

。

し

か

し

こ

こ

に

掲

げ

た

形

の

原

理

.は

あ

く

ま

で

も

わ

れ

わ

れ

の

考

案

で

あ

る

。

(
27

)

異

象

排

除

原

理

に

対

す

る

人

び

と

の

態

度

が

問

題

で

あ

る

。

怪

物

は

一
方

で

忌

み

嫌

わ

れ

、

他

方

で

好

み

喜

ば

れ

る

。

前

者

が

種

の

現

象

を

支

え

、

後

.者

が

隠

喩

の

そ

れ

を

支

え

る

。

こ

の

原

理

に

対

し

人

び

と

は

場

合

に

応

じ

建

前

と

本

音

を

使

い

分

け

て

い

る

よ

う

に

見

え

る

。

(
28

)

r
①
5

P

ω
.
男
ご

o
U
・
o
凶
け
こ
で
」

虧
8

コ
」
ρ

(
29

)

フ

ロ
イ

ト

、

『
夢

判

断

』

下

巻

、

新

潮

文

庫

、

一
九

六

九

、

三

七

八

ペ

ー

ジ

。

(
30

)

〉
=
ロリ
島
量

』
●
ピ
こ

.↓
『
o

竃

o
ゆ
昌
ぎ
σQ

o
{
9

≦
「o
弓
盛
、
ぎ

〉
己
oo
謡
尸

』
.
冖
●り
勺
隷

、o
吻
o
B
蕊
1

6
ミ

℃
o
辱
鴨
『
吻
曽
一
〇
刈
9

(
31

)

凶げ
置
;

歹

㎝
O
●

」
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