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親
縁
性
と
非
感
性
的
類
似
性

―
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
言
語
論
の
読
解
―

河 

口　

篤

キ
ー
ワ
ー
ド
：
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
／
言
語
論
／
親
縁
性
／
非
感
性
的
類
似
性

序
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
語
に
つ
い
て
の
思
想
は
「
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
てÜ

ber Sprache überhaupt und über die 

Sprache des M
enschen

」（1919

）、「
翻
訳
者
の
使
命D

ie Aufgabe des Ü
bersetzers

」（1921

）
な
ど
の
初
期
言
語
論
と
、「
模
倣
の
能

力
に
つ
い
てÜ

ber das m
im

etische Verm
ögen

」（1933

）、「
類
似
す
る
も
の
の
教
説Lehre vom

 Ähnlichen

」（1933

）、「
言
語
社
会

学
の
諸
問
題Problem

e der Sprachsoziologie

」（1936

）
等
の
後
期
言
語
論
に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
間
の
連
続
性
は
時
折
問
題

と
な
る
。
本
稿
で
は
、「
翻
訳
者
の
使
命
」
と
「
類
似
す
る
も
の
の
教
説
」
お
よ
び
「
模
倣
の
能
力
に
つ
い
て
」
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
同

じ
も
の
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
「
親
縁
性Verw

andtschaft

」
と
「
非
感
性
的
類
似
性unsinnliche Ä

hnlichkeit

」
に
つ
い
て
、

そ
の
異
同
と
、
用
語
の
変
遷
の
理
由
を
考
察
す
る
。
初
期
言
語
論
に
お
い
て
親
縁
性
が
議
論
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
は
、
親
縁
性
は
類
似
性
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と
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
期
言
語
論
で
は
非
感
性
的
類
似
性
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
類
似
性
の
概
念
の

下
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
本
稿
の
問
い
は
以
下
の
三
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
親
縁
性
と
非
感
性
的

類
似
性
は
同
一
の
も
の
と
み
な
せ
る
の
か
ど
う
か
。
も
し
違
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
（
特
に
類
似
性
の
概
念
に
関
し
て
）
ど
の
よ

う
な
違
い
が
あ
る
の
か
。
そ
し
て
そ
の
違
い
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
語
お
よ
び
認
識
を
巡
る
思
索
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
必
然
性
が
、
あ

る
い
は
意
義
が
あ
っ
た
の
か
。
最
後
の
問
い
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
不
十
分
に
し
か
言
及
さ
れ
え
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
応
え
る

た
め
に
、
本
稿
で
は
こ
の
二
つ
の
概
念
を
、
幾
つ
か
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
追
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
最
初
に
二
つ
の
概
念
が
同
一
と
思

わ
れ
る
根
拠
と
な
る
テ
ク
ス
ト
を
提
示
す
る
（
一
章
）、
次
い
で
「
翻
訳
者
の
使
命
」
に
お
け
る
親
縁
性
の
用
法
を
確
認
し
、
ま
た
類
似

性
と
親
縁
性
の
区
別
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
調
べ
る
た
め
に
「
類
比
性
と
親
縁
性Analogie und Verw

andtscha�

」
と
い
う
テ
ク
ス
ト

を
参
照
す
る
（
二
章
）。
そ
し
て
親
縁
性
の
概
念
は
「
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
」
で
の
親
縁
の
語
の
使
用
に
由
来
す
る

と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
意
味
を
確
認
す
る
（
三
章
）。
そ
の
後
、「
類
似
す
る
も
の
の
教
説
」
に
お
け
る
非
感
性
的
類
似
性
の
概
念
に
つ

い
て
、
初
期
言
語
論
で
の
親
縁
性
の
概
念
と
比
較
し
つ
つ
確
認
し
、
ま
た
こ
の
非
感
性
的
類
似
性
の
認
識
可
能
性
に
つ
い
て
も
僅
か
な
が

ら
考
察
す
る
（
四
章
）。
結
論
と
し
て
、
親
縁
性
と
非
感
性
的
類
似
性
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
後
者
は
少
な
く
と
も
表

面
上
は
脱
神
学
化
が
な
さ
れ
て
お
り
、
前
者
に
は
持
ち
え
な
か
っ
た
認
識
論
的
な
射
程
を
獲
得
し
て
い
る
と
示
唆
す
る
こ
と
で
、
本
稿
を

閉
じ
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
章　

二
つ
の
似
た
議
論

　

は
じ
め
に
、「
翻
訳
者
の
使
命
」
で
現
れ
る
親
縁
性
に
つ
い
て
の
、
次
い
で
「
類
似
す
る
も
の
の
教
説
」
で
の
非
感
性
的
類
似
性
に
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親縁性と非感性的類似性

つ
い
て
の
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
議
論
に
つ
い
て
、
提
示
し
て
お
く
。
先
ず
は
「
翻
訳
者
の
使
命
」
か
ら
、
二
つ
の
文
を
引
用
す
る
。

　

諸
言
語
の
最
も
内
的
な
関
係
は
、
あ
る
特
有
の
収
斂
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
、
諸
言
語
は
互
い
に
疎
遠
な
の
で
は
な
く
、
ア
プ
リ

オ
リ
に
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
関
係
性
を
離
れ
て
、
そ
れ
ら
が
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
互
い
に
親
縁
（verw

andt

）

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
存
し
て
い
る
。（Ⅳ

-1: 12

））1
（

　

諸
言
語
の
あ
ら
ゆ
る
歴
史
を
超
え
た
親
縁
性
は
、
全
体
を
な
し
て
い
る
言
語
と
し
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
に
お
い
て
、
そ
の
つ
ど

一
つ
の
、
つ
ま
り
同
一
の
も
の
が
意
図
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
同
一

の
も
の
は
、
そ
れ
ら
個
々
の
言
語
の
内
の
ど
の
言
語
で
も
な
く
、
た
だ
諸
言
語
の
相
互
に
補
完
し
合
う
志
向
の
総
体
、
す
な
わ
ち
純

粋
言
語
（die reine Sprache

）
に
よ
っ
て
の
み
達
し
う
る
。（
13
）

こ
こ
で
は
、
同
じ
も
の
を
志
向
す
る
言
語
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
に
歴
史
を
超
え
た
親
縁
性
を
持
っ
て
い
る
、
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
歴
史
を
超
え
た
、
と
い
う
の
は
、
血
統
的
な
親
縁
性
、
す
な
わ
ち
、
同
一
の
歴
史
的
起
源
を
持
つ
と
言
う
意
味
で
の
親
縁

性
（
血
縁
関
係
）
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
事
を
表
わ
し
て
い
る
）
2
（

。
親
縁
性
は
あ
く
ま
で
、
諸
言
語
が
同
一
の
も
の
を
志

向
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
類
似
す
る
も
の
の
教
説
」
の
中
で
は
、（
非
感
性
的
）
類
似
性
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

同
じ
も
の
を
意
味
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
の
言
葉
を
、
そ
の
中
心
と
し
て
の
あ
の
意
味
さ
れ
る
も
の
の
周
り
に
並
べ
て
み
れ
ば
、
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そ
れ
ら
全
て
―
―
お
互
い
に
は
し
ば
し
ば
全
く
類
似
性
を
持
っ
て
い
な
い
―
―
は
そ
れ
ら
の
〔
言
葉
の
〕
中
心
に
お
け
る
あ
の
意
味

さ
れ
る
も
の
に
類
似
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。（Ⅱ

-1: 207, 〔
〕
内
は
訳
者
。
以
下
同
様
。）

こ
こ
で
は
単
語
の
レ
ベ
ル
で
い
く
つ
か
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
が
、
意
味
上
の
相
違
は
あ
ま
り
な
い
と
言
え
る
）
3
（

。
先
ほ
ど
の
親
縁
性
の

語
と
同
じ
よ
う
に
、
類
似
性
（
後
に
説
明
す
る
が
、
こ
れ
は
ほ
ぼ
非
感
性
的
類
似
性
と
し
て
読
み
替
え
ら
れ
る
）
も
ま
た
諸
言
語
が
同
じ

も
の
を
意
味
し
て
い
る
（
意
図
し
て
い
る
）
と
い
う
関
係
性
の
内
に
見
出
さ
れ
る
。
当
然
な
が
ら
こ
こ
に
は
歴
史
的
な
親
縁
性
と
い
っ
た

要
素
は
見
当
た
ら
ず
、
先
ほ
ど
の
親
縁
性
の
語
の
範
疇
に
ぴ
っ
た
り
と
重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
）
4
（

。

こ
の
二
つ
の
概
念
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
前
提
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
を
正
確
に
把
握
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
先
ず
は
親
縁
性
の
概
念
に
つ
い
て
「
翻
訳
者
の
使
命
」
の
内
容
を
、
本
稿
に
関
連
す
る
範
囲
内
で
再
構
成
し
な
が
ら
確

認
し
て
い
く
。

第
二
章　
「
翻
訳
者
の
使
命
」
に
お
け
る
親
縁
性

第
一
節　

翻
訳
可
能
性

「
翻
訳
者
の
使
命
」
は
、
芸
術
作
品
に
つ
い
て
の
見
解
を
述
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
芸
術
は
人
間
一
般

の
存
在
と
本
質
を
前
提
と
し
て
は
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
芸
術
作
品
は
人
間
に
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
芸
術
作

品
や
芸
術
形
式
に
つ
い
て
考
察
す
る
時
に
、
受
容
者
を
考
慮
す
る
こ
と
は
無
意
味
な
の
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
翻
訳
の
意

義
と
い
う
も
の
は
、
原
作
を
（
そ
の
言
語
の
た
め
に
）
理
解
し
な
い
読
者
の
た
め
に
、
そ
の
内
容
を
伝
達
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
す
る
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親縁性と非感性的類似性

考
え
方
が
否
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
原
作
に
お
い
て
伝
達
の
範
疇
の
外
に
あ
る
も
の
、
そ
の
本
質
的
な
も
の
、
つ
ま
り
〈
詩
的
な
も

の
〉
を
、
翻
訳
者
み
ず
か
ら
も
が
詩
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
完
全
に
再
現
し
よ
う
と
す
る
翻
訳
も
ま
た
、
否
定
さ
れ
る
。
と
い
う
の

も
、
こ
の
後
者
の
翻
訳
も
ま
た
、
翻
訳
の
読
者
に
そ
れ
を
伝
達
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
は
原
作
が
伝
達
を
目
的
と
し
な
か
っ

た
こ
と
に
対
応
し
な
い
の
だ
。
こ
れ
ら
二
つ
の
翻
訳
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
翻
訳
を
原
作
よ
り
も
劣
っ
た
も
の
と
す
る
根
拠
と
も
な
っ

て
い
る
。
だ
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
れ
に
反
し
て
、
翻
訳
に
は
そ
の
独
自
の
意
義
が
あ
る
の
だ
と
主
張
す
る
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
翻
訳
を
ひ
と
つ
の
形
式
と
し
て
定
義
す
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
に
翻
訳
可
能
性
と
い
う
も
の
を
問
題
に
す

る
）
5
（

。
こ
の
翻
訳
可
能
性
は
原
作
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
二
重
の
意
味
が
あ
る
。
一
つ
は
、
理
想
的
な
翻
訳
者
が
現
わ
れ
る

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
そ
の
作
品
は
翻
訳
を
許
容
す
る
の
か
、
従
っ
て
、
翻
訳
を
要
求
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
後
者
の
翻
訳
可
能
性
（
許
容
、
要
求
、
可
能
性
と
様
々
な
言
い
方
が
な
さ
れ
る
が
、
ど
れ
も
同
じ
こ
と
を
さ
し
て
い
る
）
に
つ

い
て
、
そ
の
意
味
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

あ
る
種
の
関
係
概
念
は
、
そ
れ
ら
が
は
じ
め
か
ら
専
ら
人
間
に
だ
け
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
場
合
に
、
そ
の
良
き
意
味

を
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
最
良
の
意
味
を
保
持
す
る
。（Ⅳ

-1: 10

）

こ
れ
は
先
ほ
ど
の
、
原
作
や
翻
訳
が
人
間
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
無
い
、
と
い
う
こ
と
の
繰
り
返
し
で
も
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
は
、
こ
の
あ
る
種
の
関
係
概
念
を
、
人
間
で
な
い
も
の
に
関
連
づ
け
る
こ
と
を
指
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
神
の
領
域
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
あ
る
忘
れ
が
た
い
生
な
い
し
瞬
間
は
、
全
て
の
人
々
が
そ
れ
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
で
さ
え
も
、
語
ら
れ
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う
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
〔
忘
れ
が
た
い
生
な
い
し
瞬
間
の
〕
本
質
が
、
忘
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
と
要
請
し
て
い
る
の
で
あ

れ
ば
、
あ
の
賓
辞
は
何
ら
の
偽
り
も
含
む
こ
と
無
く
、
人
間
に
は
応
え
ら
れ
な
い
あ
る
要
請
を
、
同
時
に
お
そ
ら
く
は
あ
る
領
域
、

そ
こ
に
お
い
て
は
そ
の
要
請
に
応
え
う
る
よ
う
な
領
域
、
す
な
わ
ち
神
の
記
憶
、
へ
の
参
照
指
示
を
も
含
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
10
）

忘
れ
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
要
請
は
必
ず
し
も
人
間
に
よ
っ
て
応
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
同
様
に
し
て
、
翻
訳
の
要
請
も
ま
た
、

必
ず
し
も
人
間
に
よ
っ
て
応
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
思
考
に
よ
っ
て
、
原
作
は
理
想
的
な
翻
訳
者
を
見
つ
け
ら
れ
る
か

ど
う
か
、
と
い
う
問
い
と
は
別
の
も
の
と
し
て
、
原
作
は
翻
訳
を
要
請
し
て
い
る
か
、
と
い
う
問
い
が
立
て
ら
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
こ
こ
で
は
同
時
に
、
翻
訳
の
要
請
が
、
神
学
的
な
背
景
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
翻
訳
の
要
請
は
、
ど
の
よ
う
な
領
域
を
指
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

翻
訳
は
結
局
、
諸
言
語
の
相
互
の
最
も
内
的
な
関
係
の
表
出
に
つ
い
て
合
目
的
的
で
あ
る
。（
12
）

つ
ま
り
翻
訳
は
、
究
極
的
に
は
こ
の
諸
言
語
の
相
互
の
最
も
内
的
な
関
係
を
表
出
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
訳
で
あ
る
。
で
は
そ
の

関
係
と
は
何
な
の
か
。
そ
れ
が
「
親
縁
性Verw

andtschaft
」
で
あ
る
。

　

諸
言
語
の
最
も
内
的
な
関
係
は
、
あ
る
特
有
の
収
斂
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
、
諸
言
語
は
互
い
に
疎
遠
な
の
で
は
な
く
、
ア
プ
リ

オ
リ
に
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
関
係
性
を
離
れ
て
、
そ
れ
ら
が
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
互
い
に
親
縁
（verw

andt

）
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で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
存
し
て
い
る
。（
12
）

翻
訳
は
諸
言
語
間
の
親
縁
性
を
（
明
示
的
に
で
は
な
い
に
せ
よ
）
示
す
た
め
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し

て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
お
い
て
、
親
縁
性
の
意
味
合
い
が
よ
り
詳
細
に
語
ら
れ
る
。

　

翻
訳
に
お
い
て
諸
言
語
の
親
縁
性
が
現
わ
れ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
模
作
と
原
作
と
の
漠
然
と
し
た
類
似
性
（Ä

hnlichkeit

）

に
よ
っ
て
で
は
無
い
。
親
縁
性
〔（
血
縁
関
係
）〕
の
あ
る
と
こ
ろ
に
必
然
的
に
類
似
性
が
現
わ
れ
て
来
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
、
一
般
に
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
連
関
に
お
け
る
親
縁
性
の
概
念
は
、〔
諸
言
語
間
お
よ
び

血
縁
関
係
間
の
〕
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
起
源
〔（
血
統
）〕
の
同
一
性
に
よ
っ
て
は
十
分
に
定
義
さ
れ
得
な
い
と
い
う
点
で
、
も
ち
ろ

ん
起
源
概
念
は
あ
ら
ゆ
る
狭
義
の
用
法
の
規
定
に
不
可
欠
で
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
狭
義
の
用
法

に
お
い
て
一
致
す
る
。
―
―
二
つ
の
言
語
間
の
親
縁
性
は
、
そ
の
歴
史
的
親
縁
性
を
度
外
視
す
る
と
す
れ
ば
、
ど
こ
に
探
し
求
め

ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
詩
作
（D

ichtungen
）
の
類
似
性
の
中
に
で
も
、
お
そ
ら
く
は
同
様
に
そ
の
言
葉
の
類
似
性
の
中
に
で
も

な
い
。
む
し
ろ
、
諸
言
語
の
あ
ら
ゆ
る
歴
史
を
超
え
た
親
縁
性
は
、
全
体
を
な
し
て
い
る
言
語
と
し
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
に
お

い
て
、
そ
の
つ
ど
一
つ
の
、
つ
ま
り
同
一
の
も
の
が
意
図
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
そ
の
同
一
の
も
の
は
、
そ
れ
ら
個
々
の
言
語
の
内
の
ど
の
言
語
で
も
な
く
、
た
だ
諸
言
語
の
相
互
に
補
完
し
合
う
志
向

（Intentionen

）
の
総
体
、
す
な
わ
ち
純
粋
言
語
（die reine Sprache
）
に
よ
っ
て
の
み
達
し
う
る
。（
13
）

こ
こ
で
は
は
っ
き
り
と
、
類
似
性
と
親
縁
性
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
血
縁
関
係
が
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
必
ず
し
も
類
似
性
が
あ
る
訳
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で
は
な
い
、
と
い
う
例
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。
従
っ
て
、
親
縁
性
が
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
類
似
性
が
見
い
だ
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

く
、
つ
ま
り
は
類
似
性
に
よ
っ
て
親
縁
性
を
表
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
詩
作
（D

ichtungen

）
の
類

似
性
）
6
（

―
―
こ
れ
は
つ
ま
り
、
原
作
に
お
け
る
〈
詩
的
な
も
の
〉
の
構
成
（
詩
作
）
と
、
翻
訳
に
お
け
る
、
翻
訳
者
も
ま
た
詩
作
す
る
こ
と

に
よ
る
、
そ
の
（
不
完
全
な
）
再
現
と
の
間
の
類
似
性
だ
と
考
え
ら
れ
る
―
―
、
あ
る
い
は
言
葉
の
類
似
性
―
―
こ
れ
は
特
に
音
や
表
記

上
で
の
類
似
性
だ
と
考
え
ら
れ
る
―
―
に
親
縁
性
を
求
め
る
こ
と
も
ま
た
否
定
さ
れ
る
。
で
は
ど
こ
に
親
縁
性
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
か
と

い
う
と
、
そ
れ
は
先
ほ
ど
述
べ
た
特
有
の
収
斂
の
関
係
、
つ
ま
り
同
一
の
も
の
が
志
向
さ
れ
て
い
る
と
い
う
関
係
の
内
に
、
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
同
一
の
も
の
、
あ
る
い
は
、
そ
の
同
一
の
も
の
に
達
し
う
る
も
の
が
純
粋
言
語
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

忘
れ
が
た
い
も
の
が
神
の
記
憶
の
領
域
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
純
粋
言
語
は
神
の
言
語
と
言
い
換
え
る
こ
と

も
出
来
る
だ
ろ
う
。
神
の
言
語
が
、
諸
言
語
の
親
縁
性
を
保
証
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
神
の
言
語
の
内
に
お
い
て
、
諸
々
の
言
語
は

親
縁
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
互
い
に
補
完
し
合
う
志
向
、
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
こ
う
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
こ
で
、
志
向
（Intention

）
に
お
い
て
、「
意
図
さ
れ
る
も
のdas G

em
einte

」

と
「
意
図
す
る
仕
方die A

rt des M
einens

」
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
）
7
（

。
そ
し
て<pain>

（「
パ
ン
」
の
フ
ラ
ン
ス
語
）

と<Brot>

（「
パ
ン
」
の
ド
イ
ツ
語
）
と
い
う
二
つ
の
語
を
例
示
す
る
。
こ
の
二
つ
の
語
は
同
じ
も
の
、
つ
ま
り
「
パ
ン
」
を
意
図
し
て

い
る
が
、
し
か
し
互
い
に
異
な
る
意
図
す
る
仕
方
を
持
っ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
、
そ
の
意
味
す
る
も
の
は
交
換

不
可
能
で
、
互
い
に
排
除
し
合
い
さ
え
す
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
二
つ
の
語
に
お
い
て
は
意
図
す
る
仕
方
は
互
い
に
敵
対
し
合
う
の

だ
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
二
つ
の
語
が
属
す
る
二
つ
の
言
語
に
お
い
て
は
補
完
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
お
そ
ら
く
以
下
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
が<Brot>

を<pain>

と
翻
訳
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
図
す
る
仕
方
を
獲
得
し
た
と
す
る
（
そ
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の
時
に
は
普
通<pain>

が
意
味
し
て
は
い
な
い
よ
う
な
パ
ン
が
、
例
え
ばBrezel

が
新
た
に
意
味
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
読
者
が
そ
れ

を
理
解
す
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
）。
そ
の
時
、
そ
の
翻
訳
に
お
け
る<pain>

は
も
は
や
元
の
フ
ラ
ン
ス
語
の<pain>

で
は
な
く
、

<Brot>
を
も
包
括
す
る
よ
う
な
仕
方
で
「
パ
ン
」
を
意
図
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
語
の<pain>

は<Brot>

に
よ
っ
て

補
完
さ
れ
、「
パ
ン
」（
全
て
の
「
パ
ン
」）
を
十
全
に
言
い
現
わ
す
あ
の
言
語
（
つ
ま
り
純
粋
言
語
）
に
、
よ
り
一
歩
近
づ
い
て
い
る
）
8
（

。

さ
て
「
翻
訳
者
の
使
命
」
に
は
他
に
「
芸
術
作
品
の
生
」
と
い
う
概
念
や
、
翻
訳
の
「
忠
実
」
と
「
自
由
」
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
議

論
が
あ
る
が
、
本
稿
の
主
眼
は
あ
く
ま
で
親
縁
性
の
概
念
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
は
親
縁
性
の
語
も
現
れ
な
い
の
で
、「
翻
訳
者
の
使
命
」

の
検
討
は
こ
こ
ま
で
に
し
て
お
こ
う
。

第
二
節　

類
似
性
と
親
縁
性

親
縁
性
、
類
似
性
の
関
係
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、「
翻
訳
者
の
使
命
」
の
二
年
前
に
書
か
れ
た
「
類
比
性
と
親
縁
性Analogie 

und Verw
andtscha�

」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
あ
る
。
親
縁
性
と
類
似
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
初
期
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
を
よ
り
詳

し
く
辿
る
た
め
に
、
こ
れ
も
参
照
し
て
お
こ
う
。

こ
の
論
文
に
は
前
書
き
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
類
比
性
と
類
似
性
の
区
別
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
類
比
性
は

隠
喩
的
な
「
関
係
の
類
似
性
」
で
あ
り
、
本
来
の
意
味
で
の
類
似
性
は
「
実
体
（Substanz

）
の
類
似
性
」
で
あ
る
の
だ
と
い
う
）
9
（

。
類
比

性
、
類
似
性
、
親
縁
性
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
の
記
述
が
最
も
明
確
で
あ
る
。

　

類
比
性
か
ら
も
類
似
性
か
ら
も
親
縁
性
は
十
分
に
は
推
論
さ
れ
得
な
い
。
た
だ
し
場
合
に
よ
っ
て
は
類
似
性
が
親
縁
性
を
予
告
で

き
る
の
に
対
し
、
類
比
性
に
お
い
て
は
そ
れ
は
決
し
て
起
こ
ら
な
い
。（Ⅵ

: 43
）

73



興
味
深
い
の
は
、
こ
こ
で
は
類
似
性
が
親
縁
性
を
予
告
で
き
る
場
合
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
翻
訳
者
の
使
命
」

に
お
い
て
血
縁
関
係
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
類
似
性
が
親
縁
性
を
示
す
わ
け
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
思
え

る
。
だ
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
も
ま
た
、
血
縁
関
係
に
お
け
る
親
縁
性
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。

　

類
比
性
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
も
親
縁
性
を
根
拠
づ
け
は
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
子
供
は
彼
ら
が
両
親
に
類
似
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
よ
っ
て

0

0

0

0

両
親
と
親
縁
な
の
で
は
な
く
﹇
類
比
性
と
類
似
性
の
区
別
が
欠
け
て
い
る
！
﹈、
ま
た
そ
の
類
似
性
に
お
い
て

0

0

0

0

で
も

な
い
。（
43
）

こ
こ
で
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
が
書
き
込
ん
で
い
る
よ
う
に
、
類
比
性
と
類
似
性
の
区
別
が
曖
昧
で
は
あ
る
。
こ
の
類
比
性
と
類
似
性
の

区
別
、
特
に
先
に
述
べ
た
、
類
似
性
が
親
縁
性
を
予
告
し
得
る
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
と
し
て
、
類
似
性
が
親
縁
性
を
根

拠
づ
け
は
し
な
い
と
い
う
議
論
は
「
翻
訳
者
の
使
命
」
で
の
も
の
と
全
く
同
様
で
あ
る
。
ま
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
親
族
間
の
親
縁
性
に
つ
い

て
、
そ
れ
は
因
果
関
係
に
よ
っ
て
も
説
明
さ
れ
な
い
と
言
う
。
こ
こ
で
の
因
果
関
係
と
い
う
の
は
、
母
が
子
を
産
ん
だ
、
父
が
そ
の
子
を

孕
ま
せ
た
、
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
起
源
の
同
一
性
の
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
親
縁
性
は
寧
ろ
夫
婦
間
に
、
そ
し
て
親

子
間
に
、
そ
の
類
似
性
や
因
果
関
係
と
は
別
の
も
の
と
し
て
あ
る
の
だ
と
言
う
。

　

そ
う
で
は
な
く
て
親
縁
性
は
、
分
割
さ
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
全
本
質
に
関
係
し
て
い
る
、
何
ら
か
の
特
別
な
表
現
（Ausdruck

）

を
求
め
る
こ
と
な
し
に
﹇
親
縁
性
の
表
現
な
き
も
のAusdruckloses der Verw

andtschaft

﹈。（
43
）
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こ
こ
で
の
親
縁
性
が
表
現
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
表
現
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
、「
翻
訳
者
の
使
命
」

で
の
議
論
に
お
い
て
、
親
縁
性
が
翻
訳
に
お
い
て
は
決
し
て
明
示
的
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
に
も
対
応
し
て
い
る
。
純
粋
言
語
は
、

「
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
」
を
踏
ま
え
る
な
ら
「
最
も
語
ら
れ
て
あ
る
も
の
」
で
は
あ
る
の
だ
が
、
純
粋
言
語
の
内
に
、

あ
る
い
は
純
粋
言
語
と
諸
言
語
の
間
に
存
在
し
て
い
る
親
縁
性
と
い
う
関
係
は
、
決
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
説
明
さ
れ
得

ず
、
言
わ
ば
た
だ
啓
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
親
縁
性
の
認
識
可
能
性
は
か
な
り
限
定
さ
れ
て
い
る
。「
親
縁
性
の
本
質
は
謎
め
い

て
い
る
」（
43
）
の
だ
。

こ
の
こ
と
は
類
比
性
と
親
縁
性
の
対
比
と
し
て
、
合
理
性
と
感
情
が
例
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。
類
比
性
は
冷
徹
な
観

察
に
よ
っ
て
、
感
情
抜
き
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
類
比
性
は
あ
る
学
問
的
な
、
合
理
的
（rational

）
な
原
理
で
あ
る
」（
44
）。

そ
こ
に
感
情
の
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。
然
る
に
、
類
比
性
の
限
界
が
策
定
さ
れ
る
。

　

父
と
子
は
親
縁
で
あ
る
、
こ
れ
は
理
性
（ratio

）
に
お
い
て
本
質
的
に
規
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
関
係
で
あ
る
、
理
性
に
よ
っ

て
理
解
さ
れ
得
る
も
の
で
は
あ
る
に
し
て
も
。（
44
）

一
方
で
、
親
縁
性
に
お
い
て
は
寧
ろ
感
情
の
出
番
が
あ
る
。

　

類
比
性
と
親
縁
性
の
取
り
違
え
は
、
全
く
の
倒
錯
で
あ
る
。
こ
の
取
り
違
え
は
、
類
比
性
が
親
縁
性
の
原
理
と
、
あ
る
い
は
親
縁

性
が
類
比
性
の
原
理
と
見
な
さ
れ
て
い
る
点
に
存
す
る
。（
44
）
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ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
前
者
の
取
り
違
え
、
す
な
わ
ち
、
類
比
性
を
親
縁
性
の
原
理
と
見
な
す
取
り
違
え
の
例
と
し
て
、
音
楽
を
聴
い
て

風
景
、
出
来
事
、
詩
を
思
い
描
く
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

　

音
楽
か
ら
類
比
す
る
も
の
へ
の
移
行
は
不
可
能
で
あ
り
、
音
楽
は
た
だ
親
縁
性
だ
け
を
認
め
る
。
そ
し
て
音
楽
に
親
縁
で
あ
る
も

の
が
純
粋
な
感
情
な
の
で
あ
り
、
そ
の
純
粋
な
感
情
は
認
識
可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
純
粋
な
感
情
に
お
い
て
、
音
楽
は
認
識
可
能

な
の
で
あ
る
。（
44
）

こ
こ
で
の
感
情
に
お
け
る
認
識
と
い
う
の
は
、
説
明
は
で
き
な
い
が
音
楽
が
「
分
か
る
」
と
い
う
経
験
を
表
わ
し
て
い
る
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
私
は
こ
の
個
所
で
、
ク
ロ
ー
ド
・
ド
ビ
ュ
シ
ー
（C

laude D
ebussy, 1862-1918

）
の
『
海La M

er

』（1905

）
を
思
い
浮

か
べ
て
し
ま
う
）
10
（

。
ド
ビ
ュ
シ
ー
は
こ
の
作
品
を
、
海
か
ら
離
れ
た
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
地
方
の
あ
る
村
で
、
海
に
つ
い
て
の
「
数
え
切
れ
な
い

想
い
出
」
を
も
と
に
し
て
書
き
始
め
た
。
さ
ら
に
、
現
実
の
海
は
想
像
力
の
邪
魔
に
な
り
か
ね
な
い
と
も
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
作

品
は
単
純
な
「
海
の
描
写
」
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
で
は
明
確
に
類
比
性
が
排
さ
れ
て
い
る
訳
で
も
な
い
。
特
に
第
一
曲
に
顕
著

で
あ
る
が
、
類
型
的
な
「
波
」
の
表
現
も
見
ら
れ
る
し
、
い
く
つ
か
の
箇
所
で
は
聴
き
な
が
ら
海
の
姿
を
イ
メ
ー
ジ
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
。
素
描
（esquisses

）
と
題
さ
れ
、
各
曲
に
も
具
体
的
な
表
題
が
つ
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
類
比
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
か
ず
に
聴
く
方

が
難
し
い
と
も
言
え
る
。

初
演
後
、
多
く
の
論
者
が
「
海
の
描
写
性
」
が
不
十
分
だ
と
指
摘
し
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
音
楽
を
類
比
性
に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と

す
る
態
度
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
批
評
に
ド
ビ
ュ
シ
ー
本
人
が
困
惑
し
た
よ
う
に
、
彼
は
あ
く
ま
で
想
い
出
と
想
像
を
音
楽
化
し
た
の
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で
あ
っ
て
、
現
実
の
海
を
描
い
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
作
品
は
「
自
然
の
う
ち
に
あ
る
、『
眼
に
見
え
な
い
も
の
』
の
、
感
情
を
通
じ
て

の
転
写
）
11
（

」
な
の
だ
。
後
の
箇
所
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
花
」
と
「
苦
悩
」
と
の
親
縁
性
を
述
べ
て
い
る
が
（Ⅵ

: 45

）、
こ
こ
に
あ
る
の
は

「
海
」
と
「
音
楽
」
な
い
し
（
海
の
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
持
つ
）「
感
情
」
と
の
親
縁
性
だ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
に
戻
ろ
う
。
以
下
の
文
章
で
は
、
類
似
性
と
親
縁
性
の
関
係
、
お
よ
び
親
縁
性
と
感
情
の
関
係
に
つ
い
て
、

よ
り
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
て
い
る
。

　

類
似
す
る
も
の
が
親
縁
性
を
作
り
出
す
の
で
は
な
い
。
類
似
す
る
も
の
は
、
た
だ
そ
れ
が
類
比
性
を
超
え
出
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
る
よ
う
な
所
で
の
み
―
―
最
終
的
に
そ
の
こ
と
は
至
る
所
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
―
―
親
縁
性
を
予
告
す
る
も
の

で
あ
り
え
、
そ
し
て
そ
の
親
縁
性
の
予
告
は
、（
直
観
（A

nschauung

）
に
お
い
て
で
も
な
く
理
性
に
お
い
て
で
も
な
く
）
た
だ
感

情
に
お
い
て
の
み
、
直
接
に
（unm

ittelbar

）
聞
き
取
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
理
性
に
お
い
て
は
し
か
し
厳
格
に
そ
し
て
控
え

目
に
、
理
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。（
45
）

先
ほ
ど
か
ら
何
度
か
言
及
さ
れ
て
い
た
、
類
似
性
が
親
縁
性
を
示
す
場
合
が
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
類
似
性
と
類
比

性
の
区
別
が
完
全
に
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
類
似
性
は
親
縁
性
を
予
告
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
既
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

に
と
っ
て
類
似
性
の
概
念
の
明
確
化
が
課
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
そ
し
て
親
縁
性
に
関
し
て
は
、
感
情
に
よ
る
聞
き
取
り

（vernehm
en

）
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
葉
に
反
し
て
こ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
あ
る
が
、
重

要
な
の
は
、
こ
れ
が
あ
る
種
の
特
別
な
認
識
の
形
態
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
感
情
だ
と
か
、
聞
き
取
り
だ
と
か
言
う
言
葉
は
後
に
は

使
わ
れ
な
く
な
る
）
12
（

。
し
か
し
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
親
縁
性
の
概
念
の
明
確
化
が
、
重
要
な
課
題
と
し
て
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
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か
る
だ
ろ
う
。

さ
て
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
親
縁
性
は
、
し
か
し
そ
の
由
来
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
次
章

で
は
「
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
」
を
検
討
す
る
。

第
三
章　
「
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
親
縁
性

第
一
節　

言
語
の
位
置

1916

年
に
執
筆
さ
れ
、
生
前
に
公
表
さ
れ
る
事
の
な
か
っ
た
「
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
」（
以
下
「
言
語
一
般
」）

で
は
、
言
語
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
哲
学
、
認
識
論
に
関
す
る
彼
独
自
の
い
く
ら
か
神
秘
主
義
的
な
思
想
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

特
に
言
語
の
位
置
付
け
に
注
目
し
な
が
ら
、
論
を
追
っ
て
い
く
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
言
語
（
一
般
）
を
、
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
人
間
が
用
い
る
音
声
記
号
（
あ
る
い
は
文
字
）
と
し
て
で
は
な

く
、
精
神
的
内
容
（
本
質
）
を
伝
達
す
る
よ
う
な
表
現
一
般
に
拡
張
し
て
考
え
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
、
そ
の
言
語

を
想
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

生
物
界
で
あ
れ
、
非
生
物
界
で
あ
れ
、
何
ら
か
の
仕
方
に
お
い
て
言
語
に
関
与
し
て
い
な
い
出
来
事
や
事
物
は
存
在
し
な
い
、

そ
れ
と
い
う
の
も
全
て
の
も
の
に
と
っ
て
、
そ
の
精
神
的
内
容
を
伝
達
す
る
こ
と
は
本
質
的
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
（Ⅱ

-1: 140-

141

）。
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そ
の
よ
う
に
捉
え
た
と
き
、
言
語
は
も
は
や
何
か
を
伝
え
る
た
め
の
手
段
で
は
な
い
。

　

言
語
は
自
ら
に
相
応
す
る
精
神
的
本
質
を
伝
達
す
る
。
こ
の
精
神
的
本
質
は
自
己
を
言
語
に
お
い
て

0

0

0

（in

）
伝
達
す
る
の
で
あ
っ

て
、
言
語
に
よ
っ
て

0

0

0

（durch

）
で
は
な
い
。（142

）

言
語
が
何
か
を
伝
達
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
な
ら
ば
、
事
物
は
言
語
に
よ
っ
て
伝
達
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
事
物

は
言
語
に
お
い
て
自
ら
の
精
神
的
本
質
を
伝
達
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
伝
達
さ
れ
る
も
の
、
あ
る
い
は
伝
達
可
能
な
も
の

（
精
神
的
本
質
）
が
言
語
的
本
質
と
呼
ば
れ
る
）
13
（

。

で
は
こ
の
よ
う
な
伝
達
に
よ
っ
て
、
事
物
は
何
を
伝
達
す
る
の
か
。「
ど
の
言
語
も
自
己
自
身
を
伝
達
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（142

）。
こ
れ
は
事
物

そ
れ
自
体
が
言
語
に
お
い
て
伝
達
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
事
物
の
言
語
が
そ
の
言
語
に
お
い
て
伝
達
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
（
同
語
反
復
だ
が
明
確
に
す
る
た
め
に
繰
り
返
し
て
お
く
と
）、
言
語
が
伝
達
す
る
の
は
言
語
そ
れ
自
身
な
の
で
あ
る
。「
ど
の
言

語
も
自
己
自
身
に
お
い
て

0

0

0

0

自
己
を
伝
達
す
る
の
で
あ
り
、
言
語
は
す
べ
て
、
最
も
純
粋
な
意
味
で
伝
達
の
〈
媒
質M

edium

〉
な
の
だ
」

（142

）
）
14
（

。
そ
の
よ
う
に
し
て
事
物
の
言
語
的
本
質
（
再
度
述
べ
る
と
、
そ
の
精
神
的
本
質
に
あ
っ
て
伝
達
可
能
な
も
の
）
は
、
事
物
の
言
語
そ

の
も
の
の
こ
と
に
な
る
。
で
は
人
間
の
場
合
に
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
と
、「
人
間
の
言
語
的
本
質
と
は
、
人
間
の
言
語
で
あ
る
」

（143

）。
し
か
し
人
間
の
場
合
に
は
、
事
物
と
異
な
り
、
人
間
は
言
葉
に
お
い
て
語
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、「
人
間
は
あ
ら
ゆ

る
他
の
事
物
を
名
づ
け
る

0

0

0

0

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
の
精
神
的
本
質
を
（
そ
れ
が
伝
達
可
能
な
限
り
に
お
い
て
）
伝
達
す
る
」（143

）。
そ

し
て
「
人
間
の
言
語
的
本
質
は
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
が
事
物
を
名
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
」（143

）
と
さ
れ
る
。
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こ
こ
で
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
何
の
た
め
に
名
づ
け
る
の
か
、
誰
に
人
間
は
自
己
を
伝
達
す
る
の
か
」（143

）
と
問
い
か
け
る
。
と
い

う
の
も
、
事
物
の
言
語
と
人
間
の
言
語
で
は
そ
の
伝
達
対
象
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
事
物
、
ラ
ン
プ
、
山
々
、
狐
と
い
っ
た

も
の
は
、
自
己
自
身
を
人
間
に
伝
達
す
る
。
人
間
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
そ
れ
ら
を
名
づ

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
誰
に
自
己
を
伝
達
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
伝
達
と
い
う
も
の
が
、
言
語
に
お
い
て

0

0

0

0

な
さ
れ
る
以
上
、
そ

れ
は
言
語
に
よ
っ
て

0

0

0

0

伝
達
す
る
、
人
間
に
対
す
る
伝
達
と
は
区
別
さ
れ
る
。
や
や
突
飛
な
が
ら
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
う
結
論
す
る
。「
名0

に
お
い
て
人
間
の
精
神
的
本
質
は
自
己
を
神
に
伝
達
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（144

）。

神
へ
伝
達
す
る
、
と
い
う
こ
と
の
意
味
合
い
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
名
づ
け
は
、
神
学
的
な
背
景
の
下

で
、
人
間
の
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。

第
二
節　

名
づ
け
＝
翻
訳
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
の
親
縁
性

だ
が
こ
の
名
づ
け
と
は
何
な
の
か
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
れ
を
「
事
物
の
言
語
の
人
間
の
言
語
へ
の
翻
訳
で
あ
る
」（150

）
と
言
う
。

こ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
「
言
語
一
般
」
に
お
け
る
翻
訳
の
概
念
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。
そ
こ
で
の
翻
訳
は
通
常
の
翻
訳
概
念
と

は
全
く
異
な
る
。
だ
が
一
方
で
、「
翻
訳
者
の
使
命
」
で
述
べ
ら
れ
た
翻
訳
概
念
と
近
し
い
も
の
で
も
あ
る
。

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
言
語
を
媒
質
だ
と
し
た
。
言
語
が
媒
質
で
あ
る
と
す
る
と
、
諸
言
語
（
人
間
の
言
語
に
限

ら
ず
言
語
一
般
の
諸
言
語
）
の
差
異
は
、「
い
わ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
密
度
に
よ
っ
て
段
階
的
に
区
別
さ
れ
る
媒
質
」（146

）
の
差
異
で
あ
る

こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
諸
言
語
相
互
の
翻
訳
可
能
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
」（151

）
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
翻
訳
と
は
、

一
つ
の
変
換
の
連
続
体
に
よ
る
（durch

）
あ
る
言
語
か
ら
他
の
言
語
へ
の
移
行
（Ü

berführung

）
で
あ
る
。
抽
象
的
な
合
同
領
域
や

類
似
領
域
（Ä

hnlichkeitsbezirke

）
な
ど
で
は
な
く
、
こ
の
変
換
の
諸
連
続
体
を
、
翻
訳
は
踏
破
す
る
」（151

）。
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こ
こ
で
も
類
似
性
は
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
諸
言
語
の
間
の
独
特
の
説
明
し
難
い
関
係
性
を
言
い
現
わ
し
て
も
い

る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
こ
で
も
う
一
度
、
名
づ
け
に
戻
っ
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

事
物
の
言
語
の
人
間
の
言
語
へ
の
翻
訳
は
、
沈
黙
す
る
も
の
の
音
声
を
持
つ
も
の
へ
の
翻
訳
だ
け
で
は
な
く
、
名
な
き
も
の
の
名

へ
の
翻
訳
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
あ
る
不
完
全
な
言
語
の
よ
り
完
全
な
言
語
へ
の
翻
訳
で
も
あ
り
、
そ
の
翻
訳
は
何

か
を
付
け
加
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
つ
ま
り
認
識
を
。（151

）

名
づ
け
と
い
う
翻
訳
は
、
そ
の
言
語
に
認
識
を
付
け
加
え
る
。
こ
れ
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
人
間
の
名
づ
け
は
人
間
の
認
識
に
基
づ

く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
反
映
で
あ
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
人
間
に
よ
る
恣
意
的
な
名
づ
け
が
、
つ
ま
り
記
号

と
し
て
の
、
手
段
と
し
て
の
言
語
が
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
こ
の
名
づ
け
は
翻
訳
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
こ
で
直
接
触
れ
て
は
い
な
い
が
、
諸
言
語
間
の
翻
訳
も
こ
こ
で
は
そ
の
一
種
と
し
て
想
定
で

き
る
。
そ
の
よ
う
な
翻
訳
に
お
い
て
恣
意
性
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
こ
の
名
づ
け
＝

翻
訳
の
正
当
性
（
客
観
性
）
は
何
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
翻
訳
の
客
観
性
は
、
し
か
し
〔
た
だ
〕
神
の
う
ち
に
お
い
て
保
証
さ
れ
て
い
る
。（151

）

こ
れ
は
後
に
「
翻
訳
者
の
使
命
」
に
お
い
て
、
純
粋
言
語
が
、
そ
し
て
親
縁
性
が
、
翻
訳
可
能
性
を
保
証
し
て
い
た
こ
と
に
対
応
す
る

だ
ろ
う
。「
翻
訳
者
の
使
命
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
と
同
様
に
「
言
語
一
般
」
で
の
議
論
に
お
い
て
も
、
現
在
の
（
堕
罪
後
の
）
人
間
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の
言
語
に
は
完
全
な
翻
訳
は
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
少
な
く
と
も
事
物
の
中
に
は
神
に
よ
る
名
が
秘
め
ら
れ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
名
づ
け
は
そ
の
完
全
な
言
語
（
神
の
言
葉
）
へ
の
予
感
を
孕
ん
だ
も
の
で
あ
り
う
る
。

や
や
先
走
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
神
の
言
葉
と
人
間
の
言
語
と
の
関
係
を
確
認
し
よ
う
。
そ
こ
に
親
縁
の
語
も
現
れ
る
の
で
あ
る
。

「
言
語
一
般
」
の
な
か
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
『
創
世
記
』
を
参
照
し
な
が
ら
、
言
語
の
意
味
を
考
察
し
て
い
る
。
名
づ
け
る
言
語
と
い
う

の
は
、
神
の
創
造
す
る
言
葉
の
名
残
で
あ
り
、
人
間
に
与
え
ら
れ
た
認
識
の
力
で
あ
る
（
そ
れ
は
神
の
創
造
を
成
就
す
る
も
の
で
も
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
神
は
事
物
を
創
造
し
、
名
づ
け
た
の
で
あ
り
、
こ
の
名
づ
け
を
人
間
は
受
け
継
い
で
い
る
か
ら
で
あ
る
）。「
人
が
す

べ
て
生
き
物
に
与
え
る
名
は
、
そ
の
名
と
な
る
の
で
あ
っ
た
」（『
創
世
記
』
二‒

19
）。
そ
し
て
こ
の
翻
訳
、
す
な
わ
ち
人
間
に
よ
る
命

名
は
、
人
間
の
（
名
の
）
言
語
と
、
事
物
の
名
な
き
言
語
と
が
神
の
う
ち
に
お
い
て
親
縁
で
あ
る
こ
と
に
、
す
な
わ
ち
そ
の
親
縁
性
に
基

づ
い
て
い
る
の
だ
と
言
う
。

　

人
間
の
名
言
語
（N

am
ensprache
）
と
事
物
の
名
な
き
言
語
と
が
神
の
う
ち
に
お
い
て
親
縁
（verw

andt

）
で
は
な
い
の
だ
と

し
た
ら
、〔
…
…
〕、〔
事
物
を
名
づ
け
る
と
い
う
、
人
間
の
〕
課
題
は
解
き
え
な
い
だ
ろ
う
。（151

）

実
は
言
語
一
般
で
親
縁
と
い
う
語
が
現
わ
れ
る
の
は
今
の
箇
所
と
、
最
後
の
方
で
「
歌
声
の
、
鳥
た
ち
の
言
語
と
の
親
縁
性
」（156

）

と
述
べ
ら
れ
る
箇
所
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
然
の
言
語
の
、
芸
術
の
言
語
へ
の
翻
訳
の
一
例
で
あ
る
。
芸
術
創
造
は
名
づ
け
＝
翻
訳
の

一
種
で
あ
る
が
、
芸
術
の
言
語
は
名
言
語
よ
り
は
下
位
の
も
の
、
つ
ま
り
神
の
言
葉
か
ら
遠
い
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ

の
用
法
に
親
縁
性
の
起
源
が
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
親
縁
性
が
人
間
の
名
づ
け
を
、
つ
ま
り
は
翻
訳
を
可
能
に
し
て
い

る
も
の
な
の
で
あ
り
、
ま
た
翻
訳
さ
れ
る
諸
言
語
の
間
に
見
出
さ
れ
る
関
係
性
で
も
あ
る
の
だ
（「
言
語
一
般
」
に
お
い
て
は
明
言
さ
れ
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て
い
な
い
が
、
人
間
の
諸
言
語
の
間
に
も
見
出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
）。
し
か
し
そ
の
親
縁
性
は
あ
く
ま
で
神
の
内
に
お
け
る
も
の
で
あ

り
、
楽
園
か
ら
追
放
さ
れ
た
人
間
に
と
っ
て
常
に
手
元
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
認
識
の
方
法
が
問
題
と
な
り
う

る
。
つ
ま
り
、
我
々
は
い
か
に
し
て
名
づ
け
る
＝
翻
訳
す
る
の
か
。

そ
れ
は
啓
示
（
す
な
わ
ち
、
直
接
の
＝
無
媒
介
的
な
認
識
）
で
も
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
神
の
恩
寵
に
よ
る
開
示
で
あ
る
。
だ

が
こ
れ
だ
け
で
は
名
お
よ
び
親
縁
性
の
認
識
可
能
性
は
あ
ま
り
に
も
限
定
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
認
識
へ
の
試
み
が
「
類
比

性
と
親
縁
性
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
音
楽
と
感
情
と
の
関
係
だ
と
か
、「
絵
画
に
つ
い
て
、
ま
た
は
ツ
ァ
イ
ヒ
ェ
ン
と
マ
ー
ルÜ

ber die 

M
alerei oder Zeichen und M

al
（G

S, Bd.Ⅱ
-2: 603

）」（1917

）
で
の
マ
ー
ル
と
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
（
に
お
い
て
示
さ
れ
る
言
葉
）
と

の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
と
い
っ
た
形
で
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
前
者
は
直
接
の
、
説
明
不
能
な
認
識
で
あ
り
、
言
わ
ば
感
情
に
お
け
る

啓
示
で
あ
ろ
う
。
後
者
で
は
、
マ
ー
ル
＝
絵
画
的
言
語
と
い
う
媒
質
の
中
に
、
マ
ー
ル
と
親
縁
な
「
言
葉
」
が
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
お
い

て
入
り
込
み
、
自
ら
を
啓
示
す
る
こ
と
で
絵
が
名
づ
け
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
啓
示
で
あ
る
が
、
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
お
い

て
、
と
い
う
こ
と
で
具
体
性
を
増
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
翻
訳
者
の
使
命
」
に
お
い
て
は
、
親
縁
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
課
題
は

（
人
間
の
諸
言
語
間
の
）
翻
訳
に
託
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
同
時
に
、
同
じ
も
の
を
意
味
す
る
諸
言
語
の
間
の
関
係
、
と
い
う
説
明
も
与

え
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
あ
の
説
明
は
、
親
縁
性
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
の
と
同
時
に
、（
翻
訳
と
共
に
）
親
縁
性
を
認
識
す
る
た
め

の
一
つ
の
方
法
の
提
示
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

そ
う
す
る
と
、
そ
れ
と
同
じ
説
明
を
持
つ
非
感
性
的
類
似
性
の
認
識
は
、
親
縁
性
の
認
識
と
、（
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
）
重
な
り

合
う
事
に
な
り
、
そ
れ
は
こ
の
親
縁
性
が
持
つ
言
語
論
的
、
認
識
論
的
射
程
を
、
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が

そ
こ
で
は
、
か
つ
て
は
否
定
さ
れ
て
い
た
類
似
性
の
概
念
が
復
活
し
て
い
る
。
そ
の
差
異
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
非
感
性
的
類
似
性
の
認
識
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
新
た
な
可
能
性
を
得
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
そ
の
非
感
性
的
類
似
性
の
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概
念
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

第
四
章　
「
類
似
す
る
も
の
の
教
説
」
に
お
け
る
非
感
性
的
類
似
性
（
（1
（

第
一
節　

非
感
性
的
類
似
性

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
初
期
言
語
論
に
お
い
て
は
神
の
言
葉
や
純
粋
言
語
な
ど
、
ま
だ
神
学
的
な
用
語
が
当
然
の
よ
う
に
登
場
し
て
い
た
。
し

か
し
後
年
に
な
る
と
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
う
い
っ
た
も
の
を
表
に
出
さ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
行
く
。
そ
れ
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
に
お
い

て
神
学
的
な
い
し
神
秘
的
な
も
の
か
ら
の
離
脱
（
転
向
）
な
の
か
、
そ
う
で
な
い
の
か
は
議
論
の
余
地
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
）
16
（

。
筆
者

は
こ
れ
に
つ
い
て
、
根
本
的
に
は
神
学
的
な
い
し
神
秘
的
な
言
語
観
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
立
場
を
取
る
が
、
本
稿
の
結
論
は
、
そ

れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
の
後
期
言
語
論
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
が
模
倣
、
そ
し
て
類
似

性
の
概
念
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、「
模
倣
の
能
力
に
つ
い
て
」
お
よ
び
そ
の
草
稿
で
あ
る
「
類
似
す
る
も
の
の
教
説
」
と

い
う
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
が
存
在
す
る
。「
類
似
す
る
も
の
の
教
説
」
は
「1900

年
代
の
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代Berliner Kindheit um

 

neunzehnhundert

」
の
第
一
章
を
準
備
す
る
中
で
定
着
さ
れ
た
と
い
う
（G

esam
m

elte Briefe, Bd.Ⅳ
: 163

）。
そ
の
「
類
似
す
る
も

の
の
教
説
」
を
「
言
語
一
般
」
を
参
照
し
な
が
ら
改
稿
し
た
も
の
が
「
模
倣
の
能
力
に
つ
い
て
」
と
な
る
。

な
お
こ
の
「
模
倣
の
能
力
に
つ
い
て
」
と
「
類
似
す
る
も
の
の
教
説
」
の
改
稿
前
後
の
異
同
だ
が
、
全
体
が
凝
縮
さ
れ
た
他
に
、
後
者

で
見
ら
れ
た
オ
カ
ル
ト
的
、
神
秘
主
義
的
な
要
素
が
削
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
マ
ル
ク
ス

主
義
へ
の
接
近
か
ら
、
意
図
的
に
削
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
後
者
の
草
稿
段
階
の
方
が
よ
り
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
本
来
の

思
考
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
主
に
こ
の
「
類
似
す
る
も
の
の
教
説
」
の
内
容
を
見
て
行
く
こ
と
に
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な
る
。

さ
て
、「
類
似
す
る
も
の
の
教
説
」
は
以
下
の
よ
う
に
始
ま
る
。

〈
類
似
す
る
も
の
〉
の
領
域
へ
の
理
解
（Einsicht

）
は
、
オ
カ
ル
ト
的
な
知
と
い
う
広
大
な
圏
域
の
解
明
に
、
根
本
的
な
意
義
を

持
っ
て
い
る
。（II-1: 204

）

オ
カ
ル
ト
的
、
と
い
う
の
は
そ
の
ま
ま
の
意
味
で
取
っ
て
も
良
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
特
に
人
間
の
感
覚
的
把
握
を
超
え
た
も
の
（
す

な
わ
ち
、
非
感
性
的
な
も
の
）
の
事
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
何
は
と
も
あ
れ
、
我
々
は
こ
の
一
文
で
既
に
通
常
の
思
考
圏

か
ら
は
吹
き
飛
ば
さ
れ
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
（
神
秘
主
義
的
な
）
思
考
圏
に
立
ち
入
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
よ
う
な
理
解
は
し
か
し
、
直
面
し
た
類
似
性
を
示
す
こ
と
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
類
似
性
を
生
み
出
す
過
程
の
再
現
に

よ
っ
て
よ
り
も
、
僅
か
に
し
か
獲
得
で
き
な
い
。
自
然
は
類
似
性
を
生
み
出
す
。
擬
態
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
だ
け
で
良
い
。
類
似

性
を
生
み
出
す
最
高
度
の
能
力
を
持
っ
て
い
る
の
は
し
か
し
人
間
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
人
間
の
高
度
な
機
能
の
う
ち
、
決
定

的
な
形
で
模
倣
の
能
力
が
そ
の
規
定
に
関
与
し
て
い
な
い
よ
う
な
も
の
は
お
そ
ら
く
な
い
だ
ろ
う
。（204

）

こ
こ
で
模
倣
の
能
力
が
言
及
さ
れ
る
。
こ
の
文
章
か
ら
、
模
倣
の
能
力
が
、
類
似
性
を
生
み
出
す
能
力
で
も
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ

の
模
倣
の
能
力
は
系
統
発
生
的
な
、
そ
し
て
個
体
発
生
的
な
歴
史
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
が
、
こ
の
後
者
に
つ
い
て
は
特
に
子
ど
も

の
遊
び
の
う
ち
に
、
そ
の
発
現
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
対
象
は
人
間
に
限
ら
な
い
。「
子
ど
も
は
店
の
人
や
先
生
の
み
な
ら
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ず
、
風
車
や
電
車
を
も
演
ず
る
〔
真
似
を
し
て
遊
ぶ
〕」（205

）。
だ
が
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

に
は
、
模
倣
の
能
力
の
系
統
発
生
的
な
意
味
の
自
覚
が
必
要
だ
と
言
う
。

　

こ
の
意
味
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
例
え
ば
今
日
我
々
が
類
似
性
の
概
念
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
だ
け

で
は
、
十
分
で
は
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
か
つ
て
類
似
性
の
法
則
に
支
配
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
た
生
活
領
域
は
、
遥
か
に
広

大
だ
っ
た
。〔
…
…
〕。
今
日
の
人
々
に
関
し
て
も
な
お
次
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
得
る
。
今
日
の
人
々
が
日
々
の
中
で
類
似
性
を
意
識

的
（bew

ußt
）
に
知
覚
す
る
事
例
は
、
類
似
性
が
無
意
識
的
（unbew

ußt

）
に
規
定
さ
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
無
数
の
事
例
の
う
ち

の
、
ほ
ん
の
一
部
で
し
か
な
い
。
意
識
に
よ
っ
て
（m

it Bew
ußtsein

）
知
覚
さ
れ
る
類
似
性
は
―
―
例
え
ば
顔
に
お
け
る
類
似
性

は
―
―
、
数
え
き
れ
な
い
多
く
の
無
意
識
的
に
知
覚
さ
れ
た
、
ま
た
は
全
く
知
覚
さ
れ
な
い
類
似
性
と
比
較
す
れ
ば
、
巨
大
な
氷
山

の
海
面
下
の
塊
の
、
海
面
か
ら
突
き
出
て
見
え
て
い
る
、
そ
の
小
さ
な
先
端
部
と
の
比
較
に
お
け
る
の
と
同
様
で
あ
る
。（205

）

ポ
イ
ン
ト
は
二
つ
で
あ
る
。
一
つ
は
、
今
日
の
人
々
が
類
似
性
の
概
念
の
下
に
理
解
す
る
も
の
は
、
か
つ
て
の
そ
れ
に
比
べ
る
と
は
る

か
に
狭
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
人
々
の
類
似
性
を
知
覚
す
る
、
ま
た
は
類
似
性
を
創
造
す
る
（
模
倣
の
）
能
力

が
衰
退
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
一
つ
目
の
結
果
と
し
て
で
も
あ
る
が
、
今
日
の
人
々
に
と
っ
て
類
似
性
の
知
覚

は
必
ず
し
も
意
識
的
（
意
図
的
・
自
覚
的
）
な
も
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
は
、
知
覚
さ
れ
な
い
類
似
性
も
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
と
は
い
え
知
覚
し
得
な
い
の
で
は
そ
れ
を
生
か
す
こ
と
も
出
来
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
そ
れ
が
特
定
の
瞬
間
に
の
み

可
能
に
な
る
よ
う
な
知
覚
に
つ
い
て
語
る
の
だ
。
だ
が
、
こ
れ
は
後
で
触
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
、
か
つ
て
は
可
能
で
あ
っ
た
も
の
の
、
今
日
の
人
々
に
は
知
覚
す
る
こ
と
の
困
難
な
類
似
性
の
例
、
つ
ま
り
は
模
倣
の
能
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力
の
衰
退
の
歴
史
を
示
す
例
と
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
占
星
術
を
挙
げ
て
い
る
。

　

天
空
の
事
象
は
、
か
つ
て
生
き
て
い
た
人
々
に
と
っ
て
、
集
団
に
よ
っ
て
も
個
々
人
に
よ
っ
て
も
、
模
倣
可
能
で
あ
っ
た
。

（206
）

星
々
の
配
置
は
集
団
な
い
し
個
人
の
運
命
（
あ
る
い
は
自
然
現
象
等
）
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
占
星
術
の
発
想
で
あ
る
が
、
そ

う
い
う
オ
カ
ル
ト
的
な
知
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
の
が
模
倣
の
能
力
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
類
似
性
の
知
覚
で
あ
る
の
だ
と
言
う
。
だ
が
そ

の
よ
う
な
類
似
性
は
、
も
は
や
今
日
の
人
々
に
は
知
覚
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
は
ず
の
、
そ
し

て
知
覚
し
得
な
い
な
が
ら
も
今
も
存
在
し
て
い
る
は
ず
の
類
似
性
で
あ
る
。
そ
れ
が
非
感
性
的
類
似
性
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
非
感
性
的
類
似
性
は
ま
た
、
言
語
に
お
い
て
も
見
い
だ
さ
れ
る
と
言
う
。
言
語
は
、
そ
れ
が
恣
意
的
な
記
号
体
系
で
な
い
の
で
あ

れ
ば
（
こ
れ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
は
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
）、
そ
の
発
生
に
関
し
て
、
模
倣
の
能
力
が
関
与
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
て
き
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、
言
語
は
擬
声
語
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
明
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
感
性
的
な
類
似
性
に
の

み
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
た
め
に
不
完
全
な
説
明
で
あ
っ
た
。
し
か
し
非
感
性
的
類
似
性
の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
完
全
で
透
明
な

も
の
に
な
る
の
だ
と
言
う
。
そ
し
て
、
本
稿
の
冒
頭
で
引
い
た
文
章
が
現
わ
れ
る
。

　

同
じ
も
の
を
意
味
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
の
言
葉
を
、
そ
の
中
心
と
し
て
の
あ
の
意
味
さ
れ
る
も
の
の
周
り
に
並
べ
て
み
れ

ば
、
そ
れ
ら
全
て
―
―
お
互
い
に
は
し
ば
し
ば
全
く
類
似
性
を
持
っ
て
い
な
い
―
―
は
そ
れ
ら
の
（
言
葉
の
）
中
心
に
お
け
る
あ
の

意
味
さ
れ
る
も
の
に
類
似
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。（207

）
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な
お
、
こ
の
直
後
に
は
親
縁
の
語
が
現
わ
れ
て
も
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
理
解
（Auffassung

）
は
も
ち
ろ
ん
、
神
秘
主
義
的
な
ま
た
は
神
学
的
な
言
語
理
論
と
極
め
て
近
く
親
縁

（verw
andt

）
で
あ
る
。（207-208

）

神
秘
主
義
的
な
ま
た
は
神
学
的
な
言
語
理
論
、
と
い
う
言
葉
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
自
ら
の
「
言
語
一
般
」
等
で
展
開
し
た
言
語
理
論
を
想

定
し
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
は
間
違
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
親
縁
の
語
が
現
わ
れ
る
の
は
、「
翻
訳
者
の
使
命
」
で
の
類
似

し
た
記
述
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
意
識
を
過
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

「
言
語
一
般
」
に
お
い
て
は
基
本
的
に
言
語
が
音
声
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
は
対
照
的
に
、「
類
似
す
る
も
の
の
理

論
」
で
は
、
文
字
を
も
そ
の
思
考
圏
に
取
り
込
む
事
で
、
そ
の
関
係
性
の
適
応
さ
れ
る
範
囲
が
拡
張
さ
れ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
話
さ
れ
た
も
の
と
意
図
さ
れ
た
も
の
の
間
だ
け
で
な
く
、
書
か
れ
た
も
の
と
意
図
さ
れ
た
も
の
、
そ
し
て
同
様
に

話
さ
れ
た
も
の
と
書
か
れ
た
も
の
と
の
間
に
緊
密
な
結
び
つ
き
を
作
り
出
す
も
の
が
、
こ
の
非
感
性
的
類
似
性
で
あ
る
。
そ
れ
も
そ

の
た
び
に
全
く
新
し
い
、
独
自
の
、
導
出
不
可
能
な
方
法
で
。（208

）

こ
こ
で
は
意
図
さ
れ
た
も
の
（G

em
einte

）
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
、「
翻
訳
者
の
使
命
」
と
の
相
同
性
が
よ
り
は
っ
き
り
と
表
れ
て

い
る
。
そ
し
て
話
す
こ
と
と
書
く
こ
と
が
、「
異
な
る
意
図
す
る
仕
方
」
で
あ
る
の
だ
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
、
か
つ
て
親
縁
性
の
語
で
表
現
さ
れ
て
い
た
、
諸
言
語
の
間
の
最
も
内
的
な
関
係
と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
い
っ
そ
う
明
ら
か
と
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な
る
。
ま
た
、
こ
の
非
感
性
的
類
似
性
の
導
出
不
可
能
性
は
、
親
縁
性
の
本
質
が
謎
め
い
た
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
対
応
す
る
だ

ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
言
語
の
起
源
（
言
語
の
擬
声
語
説
と
い
う
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
言
語
の
起
源
を
説
明
す
る
た
め
の
理
論
で
あ
る
）
は
こ

の
非
感
性
的
類
似
性
の
概
念
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
名
づ
け
（
こ
れ
は
人
間
の
言
語
の
起
源
で
も
あ
る
）

が
親
縁
性
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
を
想
い
起
す
な
ら
ば
、
ま
さ
に
こ
の
非
感
性
的
類
似
性
が
名
づ
け
に
お
け
る
親
縁
性
の
正
体
に
他
な
ら

な
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
親
縁
性
は
神
の
内
に
お
け
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、
人
間
の
堕
罪
の
歴
史
と
、
非
感

性
的
類
似
性
を
知
覚
す
る
能
力
の
衰
弱
（
そ
れ
は
か
つ
て
知
覚
可
能
で
あ
っ
た
）
の
歴
史
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
つ
て
人

間
は
親
縁
性
に
基
づ
い
て
名
づ
け
を
行
っ
た
が
、
堕
罪
以
後
そ
れ
は
不
完
全
な
も
の
に
な
り
、
事
物
の
過
剰
命
名
と
い
う
事
態
を
引
き

起
こ
し
た
（
こ
れ
は
事
物
に
正
し
い
名
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
事
態
で
も
あ
る
）。
同
様
に
、
神
に
近
か
っ
た
時
代
に
持
っ
て
い
た
能
力

を
失
っ
て
い
く
こ
と
で
、
人
間
は
事
物
の
名
を
読
み
解
く
能
力
を
失
っ
て
い
っ
た
の
だ
。
し
か
し
仮
に
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
言
語
に
は
必
ず
そ
の
親
縁
性
な
い
し
は
非
感
性
的
類
似
性
へ
の
予
感
が
孕
ま
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
文
字
は
言
語
〔
音
声
言

語
〕
と
並
ん
で
、
非
感
性
的
類
似
の
、
非
感
性
的
照
応
（Korrespondenz

）
の
ア
ー
カ
イ
ブ
と
な
っ
た
」（208

）
の
だ
）
17
（

。

と
い
う
こ
と
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
非
感
性
的
類
似
性
の
概
念
の
導
入
に
よ
っ
て
、
神
秘
主
義
的
な
言
語
理
論
を
世
俗
的
な
解
釈
へ

（
そ
の
神
秘
主
義
的
な
含
意
を
残
し
た
ま
ま
）
開
い
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
非
感
性
的
類
似
性
の
概
念
を
基
礎
と

し
た
言
語
の
模
倣
理
論
（
こ
こ
で
は
擬
声
語
説
）
と
い
う
、
神
秘
主
義
的
な
言
語
理
論
と
極
め
て
近
く
親
縁
な
見
解
は
、「
け
れ
ど
も
そ

の
た
め
に
経
験
的
な
言
語
学
（Philologie

）
と
疎
遠
で
あ
る
こ
と
も
な
い
」（208

）
と
言
わ
れ
る
の
だ
。
こ
れ
は
実
際
、
後
の
「
言
語

社
会
学
の
諸
問
題
」
で
身
振
り
言
語
の
導
入
と
い
う
形
で
実
践
さ
れ
て
い
る
。
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第
二
節　

認
識
可
能
性

そ
れ
に
し
て
も
、
非
感
性
的
類
似
性
の
、
ま
た
は
非
感
性
的
類
似
性
に
基
づ
く
知
覚
は
、
い
か
に
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
親
縁
性

に
つ
い
て
は
啓
示
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
非
感
性
的
類
似
性
の
導
入
に
よ
っ
て
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
開
け

た
の
だ
ろ
う
か
。「
類
似
す
る
も
の
の
理
論
」
か
ら
、
以
下
の
記
述
が
示
唆
的
で
あ
る
。

　

類
似
性
の
知
覚
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
閃
き
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
さ
っ
と
過
ぎ
去
り
、
お
そ
ら
く
取
り
戻
さ

れ
う
る
が
、
し
か
し
他
の
知
覚
の
よ
う
に
確
保
し
て
お
く
こ
と
は
本
来
で
き
な
い
。（206

）

知
覚
す
る
能
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
な
お
あ
る
瞬
間
に
は
そ
の
知
覚
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
失
わ

れ
た
も
の
の
回
復
の
可
能
性
は
、
実
は
後
年
の
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
てÜ

ber den Begri� der G
eschichte

」（1940

）
で
過
去
の
真
の

イ
メ
ー
ジ
の
認
識
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
一
致
す
る
）
18
（

。

　

過
去
の
真
の
イ
メ
ー
ジ
は
さ
っ
と

0

0

0

過
ぎ
去
る
。
二
度
と
現
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
認
識
可
能
性
の
瞬
間
に
だ
け
閃
く
、
た
だ
そ

の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
み
、
過
去
は
確
保
さ
れ
う
る
。（W

erke und N
achlaß=W

N
, Bd.19: 32

）

「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
で
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
か
ら
着
想
を
得
た
「
想
起Erinnerung/Eingedenken

」
が
、
歴
史
認
識
の
方
法
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
無
意
志
的
想
起
」、
つ
ま
り
意
志
に
よ
ら
な
い
、
不
意
に
訪
れ
る
「
思
い
出
し
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
具
体
的
な
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方
法
で
あ
る
が
、
こ
の
方
法
を
根
底
で
支
え
て
い
る
の
が
非
感
性
的
類
似
性
の
概
念
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
想
起

は
忘
れ
去
ら
れ
た
も
の
が
思
い
出
さ
れ
る
、
と
い
う
事
態
を
表
わ
し
て
い
る
訳
だ
が
、
そ
れ
が
忘
れ
去
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の

思
い
出
し
が
可
能
に
な
る
何
ら
か
の
根
拠
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
今
と
そ
の
忘
れ
去
ら
れ
た
過
去
と
の
間
に
、
こ
の
非
感
性
的

類
似
性
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
）
19
（

。
更
に
言
う
と
、
類
似
性
が
親
縁
性
を
示
し
得
た
よ
う
に
、
感
性
的
類
似

性
も
ま
た
、
非
感
性
的
類
似
性
を
告
知
し
う
る
（
理
解
し
難
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
感
性
的
類
似
性
の
内
に
、
単
な
る
感
性
的
類
似
性
を

超
え
た
対
応
関
係
、
つ
ま
り
非
感
性
的
類
似
性
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）。
紅
茶
に
浸
し
た
マ
ド
レ
ー
ヌ
に
よ
る
想
起
。
こ

れ
は
同
じ
行
為
の
反
復
と
い
う
（
最
初
は
当
人
も
気
付
か
な
か
っ
た
）
感
性
的
類
似
性
に
基
づ
く
も
の
だ
が
、
明
ら
か
に
単
な
る
類
似
性

以
上
の
も
の
を
示
し
て
い
る
。
紅
茶
に
浸
し
た
マ
ド
レ
ー
ヌ
は
幸
福
な
子
供
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
非
感
性
的
類
似
性
に
よ
っ
て
分
か
ち

難
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
。

非
感
性
的
類
似
性
の
概
念
に
つ
い
て
語
っ
た
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
は
共
に
公
表
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
概
念
が
他

の
テ
ク
ス
ト
で
表
立
っ
て
現
れ
て
く
る
こ
と
は
な
い
。
だ
が
こ
の
概
念
を
、
か
つ
て
親
縁
性
と
呼
ば
れ
て
い
た
神
秘
主
義
的
な
概
念
か

ら
連
続
す
る
も
の
と
し
て
、
後
年
の
認
識
理
論
の
根
底
に
置
い
た
と
き
、
彼
が
言
わ
ん
と
し
て
い
た
こ
と
が
よ
り
明
瞭
に
理
解
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
非
感
性
的
類
似
性
の
認
識
可
能
性
は
、
過
去
を
解
き
放
つ
「
か
す
か
な

0

0

0

0

メ
シ
ア
的
な
力
」（W

N
 

Bd.19: 31

）
そ
の
も
の
な
の
だ
と
。

お
わ
り
に

非
感
性
的
類
似
性
の
概
念
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
認
識
可
能
性
（
認
識
可
能
な
も
の
の
領
域
）
を
押
し
広
げ
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た
。
あ
く
ま
で
神
学
的
、
神
秘
主
義
的
な
も
の
に
留
ま
る
親
縁
性
の
概
念
に
基
づ
い
た
理
論
で
は
、
宗
教
的
な
啓
示
に
頼
る
し
か
な
か
っ

た
の
に
対
し
、
非
感
性
的
類
似
性
は
、
類
似
性
と
い
う
、
必
ず
し
も
宗
教
を
前
提
と
し
な
い
概
念
に
基
づ
い
て
考
察
さ
れ
う
る
か
ら
だ
。

も
っ
と
も
、
そ
の
類
似
性
に
何
を
読
み
込
む
か
、
と
い
う
点
に
焦
点
を
絞
れ
ば
、
そ
れ
は
未
だ
に
親
縁
性
が
孕
ん
で
い
た
、
神
秘
主
義

的
な
要
素
と
袂
を
分
か
っ
て
は
い
な
い
。
こ
の
親
縁
性
か
ら
非
感
性
的
類
似
性
へ
の
移
行
は
、
あ
る
視
点
か
ら
見
れ
ば
壮
大
な
（
神
秘
主

義
の
、
あ
る
い
は
啓
示
の
）
客
観
化
の
試
み
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
、
主
観
性
を
突
き
抜
け
る
よ
う
な
あ
る
特
異
な
経
験
の
言
語
化
だ
と

も
言
え
る
だ
ろ
う
。

﹇
注
﹈

（
1
） 

以
下
で
の
引
用
は
旧
全
集（W

alter Benjam
in : G

esam
m

elte Schriften, unter M
itw

irkung von Th
eodor W

. A
dorno und G

ershom
 

Scholem
, hrsg. von Rolf Tiedem

ann und H
erm

ann Schw
eppenhäuser, Frankfurt am

 M
ain: Suhrkam

p Verlag, 1972-1989

）
よ

り
。
引
用
時
に
は
巻
数
と
頁
数
を
記
す
。
同
一
巻
か
ら
の
引
用
が
続
く
場
合
は
頁
数
の
み
記
す
。
な
お『
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
』の
み
、
新
全

集（W
alter Benjam

in: W
erke und N

achlaß. K
ritische G

esam
tausgabe Bd.19, Ü

ber den Begriff der G
eschichte, hrsg. von G

érald 
Rauler, Frankfurt am

 M
ain/Berlin: Suhrkam

p Verlag, 2010

）か
ら
引
用
す
る
。

（
2
） 

こ
こ
で
親
縁
性
と
訳
し
て
い
る“Verw

andtschaft ”
の
語
は
普
通
、「
血
縁
関
係
」「
親
族
関
係
」あ
る
い
は「
血
縁
」「
親
族
」と
い
っ
た
こ
と
を
意
味

す
る
。
人
間
の
親
族
関
係
の
他
に
、
言
語
の
親
族
関
係（
同
じ
言
語
か
ら
派
生
し
た
諸
言
語
間
の
関
係
）や
、
植
物
の
類
縁
関
係（
遺
伝
子
的
な
近

さ
、
つ
ま
り
進
化
前
に
同
一
種
で
あ
っ
た
と
い
う
関
係
）に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
語
の
別
の
用
法
と
し
て
化
学
物
質
間
の「
親
和
力
」（
あ

る
特
定
の
物
質
同
士
が
結
び
つ
き
や
す
い
と
い
う
傾
向
）の
意
味
も
あ
る
。
な
お
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
重
要
な
批
評「
ゲ
ー
テ
の『
親
和
力
』」で
扱
わ
れ

た
ゲ
ー
テ
の
作
品
の
原
題
は“W

ahlverw
andtschaften ”

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
何
ら
か
の
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
は
、
本
稿
で
は
問

わ
な
い
こ
と
に
す
る
。
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（
3
） 

例
え
ば
、「
意
図
す
るm

einen

」と
い
う
語
で
は
な
く「
意
味
す
るbeduten

」と
い
う
語
が
、
ま
た「
同
一desselb

」の
語
で
は
な
く「
同
じ

gleich

」の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
初
期
言
語
論
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
語
の
使
い
分
け
に
則
っ
て
考
え
る
と
こ
の
差
異
は
大
問
題
な
の
で
あ
る

が
、
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
結
局
同
じ
事
態
を
述
べ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
4
） 
邦
訳（「
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
5
」）の
該
当
箇
所
で
は
、
訳
者（
浅
井
健
二
郎
）註
で
、「
翻
訳
者
の
使
命
」で
の
一
部
分（
本
稿
で
の
二

つ
目
の
引
用
文
の
周
辺
）が
指
示
さ
れ
、
こ
れ
ら
が「
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
」と
指
摘
さ
れ
て
い
る（「
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
5
」: 

154

）。

（
5
） 

こ
の「
形
式
」の
意
味
に
つ
い
て「
翻
訳
者
の
使
命
」の
中
で
は
明
瞭
に
は
語
ら
れ
な
い
が
、「
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
に
お
け
る
芸
術
批
評
の
概
念

D
er Begri� der Kunstkritik in der deutschen Rom

antik

」（1919

）で
の
形
式
概
念
と
近
い
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
端
的
に
言
う
と
、

無
限
の
媒
質
の
中
で
の
自
己
限
定
、
と
な
る
。
ま
た
ロ
マ
ン
派
論
と
の
関
係
で
は
、「
批
評
可
能
性
」と「
翻
訳
可
能
性
」と
の
並
行
性
も
指
摘
で
き

る
。

（6

） D
ichtungen

（D
ichtung

の
複
数
形
）と
い
う
語
は
、
特
に
そ
れ
が
複
数
形
で
あ
る
な
ら
ば
普
通
、
文
学
作
品
と
訳
さ
れ
る
。
手
元
に
あ
る
二

つ
の
邦
訳
は
共
に
そ
う
訳
し
て
い
る
。
こ
れ
を
詩
作
と
訳
し
た
の
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
原
作
に
お
い
て
伝
達
の
範
疇
の
外
に
あ
る
も
の
、

そ
の
本
質
的
な
も
の
、
つ
ま
り〈
詩
的
な
も
のdas D

ichterische

〉を
、
翻
訳
者
み
ず
か
ら
も
が
詩
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て（indem

 er auch 
dichtet

）、
不
完
全
に
再
現
し
よ
う
と
す
る
翻
訳
が
否
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
直
後
に「
そ
の
言
葉
」と
あ
る
よ
う
に
、
詩
作
す
る

こ
と
と
、
詩
作
さ
れ
て
作
ら
れ
た
も
の（
文
学
作
品
）と
を
包
含
す
る
概
念
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
文
脈
の
中
で（
原
作
と
翻
訳
と
い

う
関
係
に
な
い
、
例
え
ば
、
同
一
言
語
に
よ
る
）複
数
の
文
学
作
品
の
間
の
類
似
性
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
の
は
不
自
然
に
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ

で
は
特
に
原
作
と
翻
訳
と
の
間
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
意
図
で「
詩
作
」と
し
た
。
な
お
、
以
下
の
箇
所
も
参
照
の
こ
と
。「
実
際
に
は
、

諸
言
語
の
親
縁
性
は
、
表
面
的
で
定
義
で
き
な
い
二
つ
の
詩
作（D

ichtungen

）の
類
似
性
に
お
い
て
よ
り
も
、
翻
訳
に
お
い
て
は
る
か
に
深
く
、

明
確
に
、
証
明
さ
れ
る
」（Ⅳ

-1: 12

）。

（
7
） 

と
い
う
こ
と
は
、「
志
向Intention

」と
は
意
図
さ
れ
る
も
の
と
意
図
す
る
仕
方
と
の
総
体
の
こ
と
だ
ろ
う
。

（
8
） 

こ
れ
は「
意
図
さ
れ
る
も
の
」が
増
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
後
の
部
分
で
器
の
比
喩
を
用
い
る
が
、
こ
こ
で
も
そ
れ
を
用
い
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
以
下
の
よ
う
に
例
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。「
パ
ン
」を
十
全
に
言
い
現
わ
す
あ
る
言
語（
純
粋
言
語
）は
器
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
で
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き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
意
図
す
る
仕
方
は
、（
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
比
喩
の
よ
う
に
）こ
の
器
の
破
片
で
も
あ
り
う
る
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
あ
る
特
定
の

方
向
か
ら
器
を
掴
も
う
と
す
る
手
だ
と
考
え
れ
ば
良
い
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
複
数
の
手
は
、
同
じ
も
の
を
持
ち
な
が
ら
し
か
し
異
な
る
部
分

に
触
れ
て
い
る
。
こ
の
触
れ
て
い
る
部
分
が「
意
味
」で
あ
る
。
意
図
す
る
仕
方
が
違
え
ば
意
味
は
異
な
る
が
、
し
か
し
意
図
さ
れ
る
も
の
は
あ

く
ま
で
同
一
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

（
9
） 
こ
の「
実
体
の
類
似
性
」に
つ
い
て
、
三
角
形
の
例
が
出
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
相
同
性
が
類
似
性
の
顕
れ
と
さ
れ
て
お
り
、
読
者
を
更
な
る
混

乱
に
誘
う
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
が
、
答
え
を
用
意
出
来
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
揺
れ
幅
の
ゆ
え
に
、
非
感
性
的
類
似
性
と
い
う
概
念
の

生
じ
る
余
地
が
あ
っ
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
。

（
10
） 

正
式
な
題
は『
海
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
た
め
の
三
つ
の
交
響
的
素
描La M

er, trois esquisses sym
phoniques pour orchestra

』。
そ
れ
ぞ
れ
に
表

題
の
つ
い
た
三
曲
か
ら
成
る
。
演
奏
時
間
は
約
二
十
三
分
。
な
お
以
下
の『
海
』に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
は
、（
沼
野1999

）を
参
照
し
た
。

（
11
） 

ド
ビ
ュ
シ
ー
本
人
の
言
葉
と
の
こ
と
だ
が
、（
沼
野1999: 

44
）で
も
既
に
孫
引
き
で
あ
る
。

（
12
） 

実
際
、
後
期
言
語
論
に
お
い
て
は
現
わ
れ
な
い
。
し
か
し「
ド
イ
ツ
悲
哀
劇
の
根
源U

rsprung des deutschen Trauerspiels

」（1925

）で
は
、

原
聴
取U

rvernehm
en

と
い
う
言
葉
が
事
物
の
名
を
聞
き
取
る
こ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
13
） 

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
論
文
の
初
め
の
方
で
言
語
的
本
質
と
精
神
的
本
質
と
を
区
別
し
て「
あ
る
精
神
的
本
質
に
あ
っ
て
伝
達
可
能
な
も
の
が
、
そ

の
言
語
的
本
質
で
あ
る
」（142

）と
す
る
の
だ
が
、
後
で
こ
れ
ら
は
同
一
の
も
の
と
規
定
し
直
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
た
め

詳
し
く
は
触
れ
な
い
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
こ
の
論
文
に
挑
む
者
に
と
っ
て
は
注
意
が
必
要
な
箇
所
で
あ
る
。

（
14
） 

こ
の
媒
質
の
概
念
は
、
初
期
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
鍵
概
念
で
あ
る
と
同
時
に
、
解
釈
の
難
し
い
語
で
も
あ
る
。
こ
の
概
念
に
着
目
し
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

思
想
全
体
を
再
構
成
し
た
研
究
書
と
し
て
、
森
田
團
の『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
―
―
媒
質
の
哲
学
』（2011

）が
あ
る
。

（
15
） 

原
題
は“Lehre vom

 Ähnlichen ”

。
様
々
な
訳
し
方
が
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は「
類
似
す
る
も
の
の
教
説
」と
し
た
。
教
説（Lehre

）は「
宗

教
的
な
教
え
」と
い
っ
た
含
み
の
あ
る
語
で
あ
り
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
消
し
た
く
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
非
感
性
的
類
似
性unsinnliche 

Ä
hnlichkeit

に
関
し
て
は
一
般
的
な
訳
に
な
ら
っ
た
が
、（
三
島1998
）の「
非
感
覚
的
な
類
似
性
」と
い
う
訳
の
ほ
う
が
、
理
解
し
や
す
い
か
も

し
れ
な
い
。

（
16
） 

例
え
ば
三
原
は
転
向
と
見
て
い
る（
三
原1995: 141-143

）。
一
方
で
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、「
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
生
涯
に
渡
っ
て
言
語
の
模
倣
理
論
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を
堅
持
し
た
」（H

aberm
as 1972: 202

）と
述
べ
、
初
期
言
語
論
と
後
期
言
語
論
を
連
続
し
た
も
の
と
捉
え
て
い
る
。

（
17
） 

こ
こ
で
は
一
般
的
な
照
応
の
概
念
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
万
物
照
応correspondances

の
概
念
と
の
関

連
を
認
め
る
こ
と
も
出
来
る
。
非
感
性
的
類
似
性
は
、
万
物
照
応
の
経
験
が
成
立
す
る
前
提
だ
と
言
え
よ
う
。

（
18
） 
イ
メ
ー
ジ
と
非
感
性
的
類
似
性
の
関
係
に
つ
い
て
は
、（
森
田 2011

）が
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
森
田
は
初
期（
前
期
）言
語
論
と

後
期
言
語
論
と
を
特
に
名
と
の
関
係
に
つ
い
て
厳
し
く
区
別
し
て
は
い
る
の
だ
が
。

（
19
） 

こ
の「
想
起
」の
概
念
に
は
、「
翻
訳
者
の
使
命
」で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な「
忘
れ
え
な
い
」も
の
の
残
響
を
聞
き
取
る
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
。
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SUMMARY

Kinship and Nonsensuous Similarity:
Reading Benjamin’s Language Theory

Atsushi Kawaguchi

This paper investigates the relation as well as differences between Walter 
Benjamin’s two concepts, kinship （Verwandtschaft） and nonsensuous similarity 
（unsinnliche Ähnlichkeit）, mainly using the following four texts: �e Task of the 

Translator, Analogy and Kinship, On language as Such and on the Language of 
Man, and Doctrine of the Similar.

According to Benjamin’s earlier works is a relation that man could recog-
nize; for example, relation between same-meaning words from different lan-
guages. The origin of kinship is grounded on God’s words or the pure language. 
However, there is no practical way of recognizing this relation.

Nonsensuous similarity, according to Benjamin’s later works, is a relation 
similar to Kinship i.e., a relation that man could recognize; for example, relation 
between same-meaning words from different languages. However, nonsensu-
ous similarity includes the concept of similarity. This concept is not necessarily 
grounded on theological world view such as God’s words anymore. Therefore, 
there is higher possibility for man to recognize this relation.
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