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日
本
中
そ
揺
る
が
せ
た
オ
ウ

ム
真
理
教
事
件
を
め
ぐ
り
、
活

発
な
論
議
か
繰
り
広
げ
ら
れ
て

い
る
。
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
か

ら
教
団
幹
部
の
逮
捕
に
い
た
る

時
期
、
風
俗
的
な
話
題
が
世
の

関
心
そ
時
ん
だ
。
そ
の
狂
騒
が

冷
め
た
後
、
現
代
日
本
の
開
神

状
況
を
解
説
す
る
知
的
な
格
闘

が
静
か
に
始
ま
っ
て
い
る
。

口

口

定謂

-
「オ
ウ
ム
が
、
あ
る
い
は
オ

ウ
ム
的
な
も
の
が
、
私
自
身
も

そ
う
で
あ
り
う
る
可
能
性
を
示

)

し

て
い
る
、
と
い
う
自
覚
な
し

H

K

は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
包

釦

く
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」
。

日

一

九

五
八
年
生
ま
れ
の
社
会
学

司

者
、
大
沢
真
幸
氏
は
近
刊
の
『
血

r
構
の
時
代
の
果
て
』
(
ち
く
ま

マ

新
宮
)
は
こ
う
記
レ
た
。

。
オ
ウ
ム
が
抱
い
て
い
た
ハ
ル

釦

マ

ゲ
ド
ン
思
想
の
く
だ
ら
な
さ

成

-
を
酬
明
笑

(
ち
ょ
う
し
&
う
)
す

伊
一一

る
の
は
た
や
す
い
。
だ
が
、
そ

年
一

の
「
く
だ
ら
な
さ
」
が
特
妹
で

6

な
い
多
く
の
人
の
行
動
そ
と
ら

ゆ

え
て
し
ま
っ
た
根
拠
に
ま
で
さ

日

か
の
ぼ
れ
ば
、
社
会
学
的
な
分

析
に
大
切
な
意
味
が
出
て
く

る。

議斤説草業玄，泊三二iE1-

グ:r~7'
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
る

通
り
、
大
択
氏
も
オ
ウ
ム
の
思

想
そ
終
末
イ
メ
ー
ジ
に
彩
ら
れ

た
七
、
八
0
年
代
サ
ブ
カ
ル
チ

ャ
ー
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
見
る
。

例
え
ば
、
教
団
施
設
に
あ
っ
た

空
気
清
浄
器
と
人
気
ア
ニ
メ

「宇
宙
戦
艇
ヤ
マ
ト
」
に
出
て

く
る
放
射
能
除
去
装
置
の
名
前

が
同
じ
「
コ
ス
モ
ク
リ
ー
ナ
ー」

だ
っ
た
と
い
っ
た
点
そ
確
認
す

る
。
過
去
の
新
興
宗
教
で
は
、

貧
困
や
病
気
が
入
信
を
促
す
こ

と
が
多
か
っ
た
の
に
対
し
、
オ

に
さ
か
の
ぼ
り
、
救
済
へ
と
回

線
的
に
発
医
す
る
時
間
の
流
れ

方
そ
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
そ

の
近
代
の
論
理
そ
戦
後
日
本
に

あ
て
は
め
る
。
社
会
変
革
の
回

想
が
否
定
さ
れ
た
後
、
な
お
理

想
の
純
化
を
目
指
せ
ば
、
論
理

的
に
理
想
は
自
己
否
定
さ
れ
、

服
梢
の
肯
定
を
招
く
。
そ
れ
が

現
実
の
否
定
、
世
界
の
破
線
へ

と
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
の

で
あ
る
。

ー
エ
イ
ジ
の
ム
1
ブ
メ
ン
ト
に

位
世
付
け
ら
れ
る
と
市
く
。

ニュ

1
エ
イ
ジ
と
は
、
新
狸

性
運
動
と
も
い
わ
れ
、
一
九
七

O
年
ご
ろ
か
ら
同
時
的
に
先
進

国
の
都
市
で
展
開
し
て
い
る
運

動
。
芹
沢
氏
は
こ
ん
な
ふ
う
に

分
析
す
る
。
若
者
の
慢
し
さ
は

「
心
配
を
か
け
な
い
と
い
う
形

で
働
き
か
け
を
や
め
る
」
よ
う

に
変
容
し
、
や
が
て
人
間
関
係

の
不
全
そ
も
た
ら
し
た
。
そ
の

『
出
制
。
ム
』
盈
む
祉
会
容
解
龍

戦
後
日
本
の
精
神
構
造
と
連
関

〈言
語
〉派
社
会
学

ウ
ム
の
場
合
は
不
幸
が
何
も
な

い
と
い
う
空
雌
さ
が
入
信
動
機

と
な
っ
て
い
る
。
サ
ブ
カ
ル
チ

ャ
ー
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
や
空
臨
さ

の
克
服
が
現
実
の
金
否
定
へ
と

暴
走
し
て
い
っ
た
の
は
な
ぜ
な

の
か
。大

沢
氏
は
「
近
代
」
の
ル
ー

ツ
を
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
の
一
神
教

オ
ウ
ム
真
理
教
を
論
じ
る
著
作

物
の
刊
仔
が
相
次
い
で
い
る

そ
れ
日
休
は
む
き
出
し
の
ロ

ジ
ッ
ク
だ
が
、
そ
と
に
冷
戦
の

崩
壊
や
白
殺
本
の
流
行
に
見
る

生
の
無
意
昧
他
と
い
っ
た
附
代

相
そ
軍
一
ね
て
い
く
。

評
論
家
の
芹
沢
俊
介
氏
は

「イ
エ
ス
の
方
向
」
を
は
じ
め
、

日
本
の
新
し
い
宗
教
に
注
目
し

て
き
た
。
近
軒
『
「
オ
ウ
ム
現

象
」
の
併
前
』
(
筑
際
部
房
)

の
中
で
同
氏
は
オ
ウ
ム
其
理
教

は
突
然
変
以
で
は
な
く
、
ニュ

内
向
か
ら
「
自
分
間
同
し
」
が
始

ま
り
、
「
自
分
が
変
わ
れ
ば
世

界
が
変
わ
る
」
と
い
う
ニ
ュ
ー

エ
イ
ジ
の
流
れ
に
合
流
し
て
い

っ
た
|
|
。
日
本
の
戦
後
五
十

年
は
こ
の
「
自
分
探
し
」
が
露

出
す
る
過
程
だ
っ
た
と
い
う
。

社
会
学
者
、
橋
爪
大
三
郎
氏

の
分
析
に
よ
れ
ば
、
戦
後
の
日

本
人
は
自
ら
の
芯
志
で
体
制
を

選
ん
で
い
な
い
コ
ン
プ
レ
ッ
ク

ス
そ
持
ち
続
け
た
と
い
う
(
附

風
社
刊
『
オ
ウ
ム
と
近
代
国

家
』
)
。
子
供
は
制
か
ら

「自

由
げ
比
し
て
い
い
」
と
い
う
指
示

と
「
こ
れ
そ
し
て
は
い
け
な
い
」

と
い
う
紫
北
そ
同
時
に
示
さ
れ

る
と
初
判
的
に
分
裂
す
る
。
専

門
周
知
で
い
う
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン

ド
状
況
が
ア
メ
リ
カ
と
白
木
の

間
に
あ
り
、
オ
ウ
ム
も
ま
た
、

ζ
の
枇
後
の
精
神
構
造
の
中
に

あ
る
、
と
杭
爪
氏
は
指
摘
す
る
。

教
聞
が
糊
端
な
反
米
主
義
だ
っ

た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

口

口

先
日
行
わ
れ
た

「宗
教
と
社

会
」
学
会
で
は
、
オ
ウ
ム
そ
生

ん
だ
神
秘
主
義
な
ど
の
潮
流
が

事
件
の
後
、
衰
退
す
る
こ
と
な

く
、
拡
大
し
て
い
る
と
報
告
さ

れ
た
。
若
者
た
ち
の

「身
休
や

認
識
を
京
紳
と
感
じ
る
感
受

性
」
(
芹
沢
氏
)
、
そ
れ
を
乗

り
越
え
る
た
め
の
超
能
力
へ
の

関
心
は
、
む
し
ろ
進
行
し
て
い

る
か
に
見
え
る
。
オ
ウ
ム
的
な

も
の
そ
い
か
に
し
て
超
え
る

か
。
大
沢
氏
は
社
会
学
的
な
考

察
、
梢
闘
の
果
て
に
「
他
者
に

対
す
る
制
ほ
し
た
究
容
」
と
い

う
芦
別
対
応
」
し
ぼ
り
だ
し
て
い

る
a

文
化
部
内
田
洋
一

橋

爪

大

三

郎

こ
と
を
越
え
て
、

〈
言
語

〉
派
社
会
学
は
、

理
論
社
会
学
に
お
け
る
、

ひ
と
つ
の
立
場
で
あ
る
。

の

み

な

ら

ず

そ

れ

は

、

ひ

と

つ

の

立

場

で

あ

る

あ

ら

ゆ

る

社

会

学

が

立

脚

す

べ

き

理

論

的

な

前

提

を

与

え

る

も

の

で

あ

る

。

-..2-6 

な
ぜ
、

そ

の

よ

う

に

主

張

で

き

る

の

か

っ

そ
の
う
え
で
、

そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
、

い
っ
た
ん
、

社

会

学

の

理

論

構

成

を

め

ぐ

る

問

題

設

こ

の

立

場

を

め

ぐ

る

一

連

の

論
点
を
、

順

番

に

詳

し

く

み

て

い

く

定

の

基

本

に

た

ち

か

え

る

こ

と

に

し

よ

う

。

タ96

こ
と
に
し
よ
う
。

/ 
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行
為
の
集
積
と
し
て
の
社
会

-
-
J
-
J

、

中
l
手
I
1
L

複

数

の

人

聞

が

か

た

ち

づ

く

る

相

互

行

為

の

秩

序

で

あ

る

。

社
会
は
、

こ
の
こ
と
は
、

必

ず

し

も

意

識

さ

れ

な

い

。

わ

れ

わ

れ

自

身

が

社

会

に

参

入

し

て

お

り

、

日

々

そ

こ

で

生

き

て

い

そ

の

実

態

が

ど

の

よ

う

な

も

の

で

あ

る

か

を

改

め

て

意

識

す

る

こ

と

は

少

な

い

。

る

た

め

に

、



2 

l
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そ
う
し
た
社
会
の
あ
り
方
を
明
確
に
意
識
し
、
科
学
的
に
考
察
す
る
の
が
、
理
論
社
会
学
の
役
割
で
あ
る
。

社
会
は
、
家
族
や
都
市
や
学
校
や
職
場
や
地
域
社
会
や
法
現
象
や
芸
術
現
象
や
医
療
現
場
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
、
社

会
を
そ
う
し
た
部
分
領
域
に
区
画
し
、
そ
の
ど
れ
か
ひ
と
つ
を
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
、
家
族
社
会
学
、
都
市

社

会

学

と

い

っ

た

、
個
別
の
社
会
学
(
H

連
字
符
H

社
会
学
)と
な
る
。

こ
の
場
合
、
お
の
お
の
の
部
分
領
域
は
、
ほ
か
の

さ
ま
ざ
ま
な
部
分
領
域
が
正
常
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
考
察
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
議
論
は
大
幅
に
単
純
化
で

き
る
。

し
か
し
そ
の
代
償
と
し
て
、
結
論
は
、
わ
れ
わ
れ
の
常
識
を
な
ぞ
る
も
の
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
理
論
社
会
学
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
領
域
の
相
互
連
関
を
視
野
に
お
さ
め
、
社
会
の
成
立
そ
れ
自
身
を
考

察
す
る
。
そ
の
た
め
、
議
論
は
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
前
提
か
ら
出
発
す
る
。
そ
し
て
結
論
は
、
社
会
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の

常
識
を
、
そ
う
し
た
基
本
前
提
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
解
体
し
、
再
編
成
す
る
も
の
に
な
る
。

こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
学
者
に
よ
っ
て
練
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
、
理
論
社
会
学
の
議
論
の
す
じ
道
を
、
簡
単
に
以
下
、
復
習

し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

1 

行
為
と
そ
の
接
続

社
会
は
、
と
り
あ
え
ず
、

一
人
ひ
と
り
の
人
間
の
集
ま
り
で
あ
る
、
と
言
え
る
(
洋
一昨
H
M
B
3
c
。

し
か
し
こ
れ
は
、
社
会
を
、
自
立
的
な
個
人
(
主
体
)
の
集
合
と
考
え
る
、
近
代
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
ス
ト
レ

ー
ト
な
反
映
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
自
立
的
な
個
人
そ
の
も
の
が
、
社
会
的
に
形
成
さ
れ
る
と
い
う
側
面
を
、
こ
の
前
提
は
お
お
い
隠
し
て
し
ま

う
も
う
少
し
適
切
な
出
発
点
は
、
行
為
で
あ
る
。
大
部
分
の
社
会
学
者
は
、
社
会
が
行
為
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ

i 

と
に
、
同
意
し
て
い
る
(
芹
ゆ
H
M
3
N
V
)
。

そ
こ
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
が
集
ま

っ
て
、
そ
こ
に
、

理
論
社
会
学

ど
の
よ
う
な
秩
序
を
形
成
す
る
の
か
?
|
|
こ
れ
が
、

の
中
心
テ
l

マ
と
な
る
。

* 

さ
ま
ざ
ま
な
行
為
の
あ
い
だ
の
秩
序
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
個
体
の
う
え
で
生
じ
る
。

ひ
と
り
の
人
聞
を
観
察
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
、
行
為
列

2
2
5ロ
9
0同

R
Z
o
ロ
ω
)を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る

個
体
の
身
体
の
う
え
で
、

つ
ぎ
つ
ぎ
に
展
開
さ
れ
る
行
為
が
、
行
為
列
で
あ
る
。

行
為
列
は
、
任
意
に
並
べ
か
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
内
部
に
あ
る
秩
序
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
仮
に
、
統
合
構
造

(宮
E
E
m
B
O
)と
よ
ぶ

こ
と
に
す
る
。
行
為
の
統
合
構
造
は
、
行
為
を
展
開
し
て
い
る
個
体
が
、
な
ん
ら
か
の
内
的
構
成
(
心

的
構
造
)
を
持

っ
て
い
る
こ
と
に
対
応
す
る
。

一
つ
ひ
と
つ
の
行
為
は
、

レ
ち
お
う
観
察
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
行
為
は
、
「
身
体
の
観
察
可
能
な
変
化
」
か
ら
な
る
か

ら
で
あ
る
。
行
為
列
も
、
同
じ
く
観
察
可
能
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
行
為
列
の
秩
序
(統
合
構
造
)
は
、
そ
こ
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
単
に
観
察
可
能
な
も
の
で
は
な
い
。
統
合
構
造
は
、

3一 ー〈言語〉派社会学

行
為
列
の
内
部
構
造
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
な
ん
ら
か
の
仮
説
を
設
定
し
な
い
と
み
え
て
こ
な
い
し
、
実
証
で
き
な
い
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
。

* 

も
う
ひ
と
つ
の
行
為
秩
序
は
、
あ
る
個
体
と
別
の
個
体
の
あ
い
だ
で
生
じ
る
。

あ
る
人
聞
が
あ
る
行
為
を
し
、

そ
れ
が
も
う
ひ
と
り
の
人
間
に
そ
れ
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
も
う
ひ
と
り
の



人
聞
が
つ
ぎ
の
行
為
を
し
、

4 

そ
れ
が
今
度
は
、
も
と
の
人
間
に
そ
れ
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ふ
た
た
び
、
も
と
の

人
聞
が
行
為
す
る
。
そ
れ
を
受
け
と
め
た
も
う
ひ
と
り
の
人
聞
が
、

ふ
た
た
び
行
為
す
る
。
:
:
。

こ
の
よ
う
に
展
開
す
る
一
連
の
行
為
の
布
置
は
、
あ
る
ひ
と
り
の
人
間
の
う
え
で
だ
け
生
じ
る
場
合
と
違
っ
て
、
自
明
な
か

た
ち
で
行
為
列
を
つ
く
り
出
す
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
行
為
が
、
別
の
誰
か
に
行
為
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
た
ま
た
ま
人
び
と
の
あ
い
だ
で
行
為
の
連
鎖
が
観
察
で
き
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
、
偶
然
ば
ら
ば
ら
に
生
じ
た
の
で
な
い

こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
も
、
あ
る
人
間
の
行
為
と
べ
つ
の
人
間
の
行
為
と
の
あ
い
だ
に
は
、
秩
序
が
存
在
す
る
。
こ
れ
を
仮
に
、
連
合
構
造

(ω
可
ロ

-g
m
B伶
)
と
よ
ん
で
お
く
。
こ
れ
は
社
会
学
で
、
伝
統
的
に
、
分
業
と
か
相
互
行
為
と
か
よ
ば
れ
て
き
た
。

* 

行
為
は
一
般
に
、
単
独
で
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ほ
か
の
行
為
と
関
係
し
あ
っ
て
、
緊
密
な
秩
序
を
形
成
し
て
い
る
。

ど
ん
な
行
為
も
、
す
で
に
生
起
し
た
行
為
や
、
こ
れ
か
ら
生
起
す
る
で
あ
ろ
う
行
為
を
前
提
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
続
す

る
ほ
か
の
行
為
の
な
か
で
、

そ
の
効
力
を
確
認
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

社
会
が
成
立
し
て
い
る
と
は
、
こ
う
し
た
行
為
の
秩
序
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

行
為
と
行
為
の
関
係
が
、
あ
る
個
体
の
う
え
で
統
合
構
造
と
し
て
実
現
し
て
い
る
に
せ
よ
、
異
な
る
個
体
の
あ
い
だ
で
連
合

構
造
と
し
て
実
現
し
て
い
る
に
せ
よ
、
そ
こ
で
は
、
行
為
の
接
続
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
。

ひ
と
つ
ず
つ
生
起
し
て
い
く
行
為
が
、

そ
れ
に
先
行
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
や
そ
れ
以
外
の
行
為
の
拡
が
り
の
な
か
で
、
ど

ん
な
位
置
を
占
め
、
ど
の
よ
う
に
関
係
し
あ
う
か
。
そ
し
て
、
既
存
の
行
為
秩
序
の
な
か
に
、
ど
の
よ
う
に
織
り
込
ま
れ
て
い

く
か
。
新
た
に
生
起
し
た
行
為
が
、
既
存
の
行
為
と
有
効
に
関
係
で
き
る
こ
と
が
、
行
為
の
接
続
で
あ
る
。

行
為
が
接
続
す
る
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
行
為
秩
序
を
考
え
る
た
め
に
も

っ
と
も
基
本
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
べ

る
と
、
行
為
が
あ
る
人
間
の
う
え
で
展
開
し
て
い
く
か
、
人
び
と
の
あ
い
だ
で
展
開
し
て
い
く
か
の
違
い
(
統
合
構
造
/
連
合

構
造
)
は
、

二
義
的
な
違
い
に
す
ぎ
な
い
。

2 

行
為
と
意
味

行
為
と
い
う
も
の
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
考
え
て
み
よ
う
。

行
為
に
関
し
て
、

つ
ぎ
の
特
徴
が
本
質
的
で
あ
る
。

川
行
為
は
、
互
い
に
連
関
し
あ
う
こ
と
で
、
存
立
し
て
い
る
(行
為
の
相
互
依
存
性
)

凶
行
為
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
が
そ
な
わ

っ
て
い
る
(
行
為
の
有
意
味
性
)

間
行
為
の
意
味
は
、
規
則
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
る
(
行
為
の
規
則
依
存
性
)

5一一〈言語〉派社会学

第
一
の
特
徴
(行
為
の
相
互
依
存
性
)
は
、
ど
の
行
為
も
、
そ
れ
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
と
連
関
し
あ
う
こ
と
で
、
存
立
し

て
い
る
こ
と
を
い

っ
て
い
る
。
た
と
え
ば

H

歩
く
μ

と
い
う
行
為
は
、

H

走
る
μ

こ
と
や

H

立
ち
止
ま
る
H

こ
と
や

w
坐
る
H

ひ
と
つ
の
行
為
選
択
肢
と
な

っ
て
レ
る
。
ま
た
た
と
え
ば
、
」
冗
る
μ

や
H

挨
拶
す
る
μ

は
、
」
貝

こ
と
と
の
対
比
に
お
い
て
、

ぅ
μ

や
H

挨
拶
を
返
す
H

と
ベ
ア
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
成
り
立
た
な
い
よ
う
な
行
為
で
あ
る
。

ま
た
た
と
え
ば
、

H

代
議
士
に

立
候
補
す
る
μ

は、

H

国
会
を
解
散
す
る
u

や、

H

日
本
国
憲
法
を
公
布
す
る
u

と
い

っ
た
行
為
(
と
そ
の
効
果
)
を
前
提
と
し
な

け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
よ
う
な
、
階
層
的
な
連
関
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
。
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r I 

6 

こ
の
点
で
行
為
は
、
言
語
と
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

『
一
般
言
語
学
講
義
』
に
ま
と
め
ら
れ
た
ソ
シ
ュ

|
ル
の
考
察
に
よ
る
と
、
言
語
は
、
対
立
し
あ
う
記
号
の
シ
ス
テ
ム
で
あ

っ
て
、
ど
の
言
葉
も
そ
れ
以
外
の
言
葉
と
の
差
異
(
庄
司

2
2
2
)に
よ
っ
て
存
立
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
差
異
と
対
立
が
あ

る
だ
け
で
あ
っ
て
、
個
々
の
言
葉
の
な
か
に
積
極
的
な
な
に
か
が
実
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
||

ソ
ン

ュ
1

ル
の
提
起

し
た
こ
の
原
理
の
う
え
に
、

一一

O
世
紀
の
理
論
言
語
学
が
成
立
し
、
構
造
主
義
や
記
号
論
の
系
譜
が
発
展
し
た
。

ソ
シ
ュ

l
ル
の
指
摘
は
、

一旦語、が
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
(
範
時
)
と
し
て
存
立
し
て
い
る
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
。

カ
テ
ゴ
リ

ー
は、

そ
の
素
材
で
あ
る
連
続
的
な
実
体
(
言
語
の
場
合
は
、
立
日
)
の
、

ポ
孟
田
川
的
H(
R
E可
巳
月
)な
切
断
の
う
え
に
成
り
立

っ
て

い
る
。

行
為
も
ま
た
、
カ
テ
ゴ
リ

ー
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
た
と
え
ば
、
失
行
症
(
告

E
色
色
。
失
行
症
の
患
者

は
、
筋
肉
や
感
覚
・
運
動
神
経
に
は
異
常
が
な
い
の
に
、
大
脳
に
損
傷
が
あ
る
た
め
に
、
行
為
が
で
き
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、

行
為
が
大
脳
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
て
、
単
な
る
筋
運
動
と
は
異
な
る
レ
ヴ
ェ
ル
の
高
次
な
活
動
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
構
成
失
行
と
い
う
事
例
で
は
、

マ
ッ
チ
を
擦
る
、

ハ
ジ
ャ
マ
を
着
る
と
い
っ
た
、

い
わ
ゆ
る
構
成
行
為
(
前
後

左
右
な
ど
の
空
間
知
覚
や
自
分
の
身
体
図
式
を
前
提
に
し
て
行
な
う
タ
イ
プ
の
行
為
)
が
で
き
な
く
な
る
。
幼
児
も
、
ほ
か
の

単
純
な
行
為
を
習
得
し
た
あ
と
、
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
行
為
を
よ
う
や
く
習
得
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
逆
に
、
要
素
的
な
行
為

を
集
積
し
た
複
合
的
な
行
為
(
内
部
に
統
合
構
造
を
そ
な
え
た
行
為
)
の
あ
り
方
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

行
為
は
、
筋
肉
の
運
動
と
し
て
実
現
さ
れ
る
と
し
て
も
、
認
知
や
意
図
の
よ
う
な
、
大
脳
の
精
神
機
能
に
依
存
し
て
い
る
。

行
為
と
言
語
は
、
大
脳
の
皮
質
の
別
々
の
場
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
機
能
部
位
」(
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
場
所
)

を
持

っ
て
い
る
(
運
動
野
と
言
語
野
)
。
た
だ
そ
れ
は
、
両
者
が
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
言
語
も
ま

た
、
行
為
の
一
種
で
あ
り
、
そ
の
非
常
に
重
要
な
特
殊
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、
両
者
は
並
行
し
、
互
い
に
関
連
を
持
ち
な
が

t 
r 

ら
高
度
な
も
の
に
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
行
為
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
存
立
す
る
。
そ
の
輪
郭
を
際
立
た
せ
、
そ
れ
を
よ

り
高
度
な
も
の
に
統
合
し
て
い
く
た
め
に
、
言
語
を
含
む
高
度
な
精
神
機
能
は
お
お
い
に
役
立
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
の
、
直
接
の
証
拠
を
あ
げ
る
の
は
む
ず
か
し
い
。

ひ
と
つ
の
傍
証
と
し
て
、
石
器

の
進
化
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

フ
ラ
ン
ス
の
人
類
学
者
A
・
ル
ロ
ワ
H

グ

l
ラ
ン
は
、

の
な
か
で
、
ご
く
初
期
の
簡
単
な
石
器
(
石
核
石

『
身
ぶ
り
と
言
葉
』

石
器
製
作
技
術
の
発
展
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。
初
期
の
石
器
は
、
素
材
と
な

る
石
塊
に
い
く
つ
か
の
方
向
か
ら
打
撃
を
加
え
、
成
形
さ
れ
た
石
核
を
石
器
と
し
て
用
い
る
。
そ
れ
が
徐
々
に
発
展
し
、
あ
る

器
)
の
段
階
か
ら
新
石
器
時
代
に
い
た
る
、

時
期
(彼
の
い
う
「
象
徴
革
命
」
の
時
期
、

い
ま
か
ら
数
万
年
前
)
を
境
に
、
石
塊
か
ら
打
ち
落
と
し
た
薄
片
に
系
統
的
な
打
撃

を
加
え
、
効
率
よ
く
細
石
器
を
生
産
す
る
技
術
と
し
て
大
発
展
す
る
。

こ
の
間
、
人
間
の
身
体
能
力
に
、
特
に
大
き
な
変
化
が

あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
石
器
を
製
作
す
る
に
は
、
決
ま
っ
た
方
向
か
ら
の
打
撃
、
明
瞭
な
目
的
意
識
、
反
復
と
修
練
な

ど
と
い
っ
た
、
高
度
な
行
為
の
統
合
構
造
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
が
、
人
間
の
言
語
能
力
・
象
徴
能
力
の
発
展
と
並
行
し
て
出

現
し
て
い
る
事
実
が
注
目
さ
れ
る
。

* 

第
二
の
特
徴
(
行
為
の
有
意
味
性
)
は
、
行
為
が
、
身
体
の
挙
動
や
そ
の
物
理
的
な
帰
結
に
還
元
さ
れ
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
、

そ
れ
が
も
た
ら
す
意
味
と
と
も
に
行
な
わ
れ
、
受
け
と
め
ら
れ
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。

マ
ッ
ク
ス

・
ヴ
ェ
|
バ

ー
は
、
行
為
の
意
味
理
解
を
、
社
会
学
の
中
心
的
な
課
題
に
掲
げ
た
。

行
為
が
有
意
味
で
あ
る
こ
と
、

行
為
を
研
究
す
る
の
に
そ
の
意
味
の
解
明
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
社
会
学
者
の
一
致
し
た
見
解
と
な
っ

て
い
る
。



び
と
が
受
け
と
る
意
味
、
さ
ら
に
、
行
為
を
観
察
す
る
第
三
者
(
研
究
者
)
の
受
け
と
る
意
味
は
同
一
の
も
の
な
の
か
?

同

問
題
は
、
そ
の
先
で
あ
る
。
行
為
す
る
本
人
に
と

っ
て
の
意
味
(
行
為
者
の
思
念
す
る
意
味
)と
、
行
為
に
関
わ
る
周
囲
の
人

8 

一
で
な
い
と
す
れ
ば
、
行
為
の
意
味
の
客
観
性
や
妥
当
性
は
、
ど
う
や
っ
て
保
証
さ
れ
る
の
か
?

-

1

悩
ま
し
い
こ
の
問
題

は
、
(
そ
れ
で
も
社
会
は
営
ま
れ
て
い
る
、

と
い
う
事
実
を
持
ち
出
し
て
)
適
当
に
や
り
過
ご
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
厳
密
な

方
法
論
(
た
と
え
ば
現
象
学
)
に
も
と
ご
つ
い
て
徹
底
的
に
議
論
さ
れ
た
あ
げ
く
、

結
論
の
見
え
な
い
迷
路
の
な
か
に
放
置
さ
れ
る

か
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
行
為
が
接
続
す
る
こ
と
の
基
礎
も
、
あ
い
ま
い
な
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
き
た
。

ヴ
ェ

l
パ
ー
に
始
ま
る
こ
の
間
い
は
、
聞
い
の
ス
タ
イ
ル
が
間
違
っ
て
い
る
。

権
利
を
持
っ
て
レ
る
。
|
|
こ
う
い
う
設
定
で
は
、
行
為
の
意
味
が
一
般
に
一
致
せ
ず
、

不
確
定
に
な
る
の
は
当
た
り
前
で
あ

行
為
は
、
客
観
的
な
出
来
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
行
為
者
に
と
っ
て
も
、
社
会
を
生
き
る
他
の
人
び
と
に
と
っ
て
も
、
観
察

者
に
と

っ
て
も
、
客
観
的
に
確
実
に
そ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
行
為
の
意
味
の
ほ
う
は
、
人
び
と
に
ば
ら
ば
ら
に
わ
け

そ
れ
以
外
の
人
び
と
、
観
察
者
が
め
い
め
い
ば
ら
ば
ら
に
、
行
為
の
意
味
を
理
解
し
、
決
定
す
る

持
た
れ
て
い
る
。
行
為
者
、

う
な
理
解
を
も
っ
と
も
明
快
に
提
示
し
た
の
が
、

ソ
シ
ュ

l
ル、

ヴ
ェ
|
パ
ー
か
ら
約
半
世
紀
あ
と
の
哲
学
者
、

L
・
ヴ
ィ
ト

る
行
為
と
そ
の
意
味
と
を
切
り
離
し
て
、
別
々
の
場
所
に
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
想
定
す
る
か
ら
、

こ
う
い
う
結
果
に
な
る
。

古
典
的
な
主
観
/
客
観
図
式
に
よ
っ
て
も
の
ご
と
を
記
述
し
、
行
為
は
客
観
、
意
味
は
主
観
に
ふ
り
わ
け
る
と
い
う
想
定
そ
の

も
の
に
問
題
が
あ
る
。
こ
う
い
う
想
定
の
も
と
で
は
、
社
会
現
象
は
、
主
観
/
客
観
に
引
き
裂
か
れ
た
、
掴
み
ど
こ
ろ
の
な
い

現
象
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
も
そ
も
行
為
と
意
味
は
、
切
り
離
せ
る
も
の
な
の
か
。

行
為
と
そ
の
意
味
と
は
、
同
時
に
出
現
す
る
。
行
為
と
そ
の
意
味
と
は
、
切
り
離
せ
な
い
ま
ま
そ
こ
に
あ
る
。
ー
!
こ
の
よ

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
で
あ
る
。

* 

第
三
の
特
徴
(
行
為
の
規
則
依
存
性
)
は
、
行
為
が
規
則
(
ル
ー
ル
)
に
従
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
限
り
で
、
行
為
は
意

味
あ
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、

言
語
ゲ
ー
ム

(
Zロ
m
g向
。
官
E
O
)
の
ア
イ
デ
ア
に
よ
っ
て
、
行
為
と
ル

l
ル
の
関
係
を
徹

底
的
に
考
察
し
た
。
そ
し
て
、
人
間
の
行
為

一
般
を
、
規
則
に
従

っ
た

(E
宮
内
。
口
。
三
ロ
問
)
ふ
る
ま
い
と
し
て
記
述
す
る
道
を

聞
い
た
。

行
為
と
ル

l
ル
の
関
係
を
、
こ
れ
以
上
単
純
に
で
き
な
い
か
た
ち
で
示
す
の
が
、
数
列

2
2
5ロのめ
)
で
あ
る
。
数
列
は
、

行
為
列
の
最
単
純
モ
デ
ル
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

個
々
の
行
為
は
、
個
別
的
で
具
体
的
、
す
な
わ
ち
有
限
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
意
味
は
、

一
般
的
で
抽
象
的
、
す
な
わ

ち
無
限
で
あ
る
。
|
|
こ
の
よ
う
に
両
者
を
対
比
さ
せ
る
と
、

さ
き
の
古
典
的
な
主
観
/
客
観
図
式
に
陥
り
、
そ
の
な
か
で
も

の
ご
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

し
か
し
ほ
ん
と
う
に
そ
う
だ
ろ
う
か
?

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は

こ
こ
に
疑
問
を
抱
い
た
。
そ
し
て
彼
は
、
理
念
的
な

H

意
味
μ

が
ど
こ
か
に
実
在
す
る
と
仮
定
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
を
示
し

Tこ

9-一 〈言語〉派社会学

数
列
と
は
、

た
と
え
ば
、

{
タ
}

H

N

・

hr

F

∞-
H

C

(1) 
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10 

の
よ
う
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、

」
の
数
列

は
じ
め
の
い
く
つ
か
の
項
を
み
て
い
く
う
ち
に
、
「
わ
か
っ
た
!
」
と
ひ
ら
め
き
、

の
規
則
を
理
解
す
る
。

い
っ
た
ん
規
則
を
理
解
し
て
し
ま
え
ば
、
数
列
の
そ
の
先
を
い
く
ら
で
も
書
き
続
け
て
い
く
こ
と
が
で

き
る
。
だ
か
ら
、

い
ち
い
ち
書
か
ず
に
、
省
略
で
き
る
。
「
・
・
・
」
(
以
下
同
様
)
の
部
分
は
、
そ
の
省
略
の
し
る
し
(
つ
ま
り
、

ま
さ
し
く
こ
こ
に
、
川
式
の
か
た
ち
で
眼

の
前
に
あ
る
。
規
則
を
理
解
し
た
と
た
ん
に
、
規
則
は
こ
の
数
列
の
な
か
に
実
在
し
は
じ
め
る
。
こ
の
数
列
と
は
ち
が
っ
た
ど

「
わ
か
っ
た
!
」
と
い
う
し
る
し
)
で
あ
る
。

で
は
、
規
則
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

こ
か
に
、

規
則
が
実
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

数
列
の
一
般
項
を
記
述
す
る
(
右
の
山
で
言
え
ば
、

一
般
項
を

P
H
Nロ
と
表
記
す
る
)
こ
と
は
、
本
質
的
で
な
い
。

般
項

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
知
る
に
は
、

-
で
与
え
ら
れ
よ
う
。

そ
こ
に
含
ま
れ
る

n
を
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は

ロ
H
f

N
・

ω
-
P

こ
れ
は
実
の
と
こ
ろ
、
川
式
と
変
わ
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
仮
に

一
般
項
に
よ
っ
て
、
あ
る
数
列
の

「
:
:
:
」
(
以
下
同
様
)
の
部
分
を
消
去
し
た
よ
う
に
み
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
な
し
で
す
む
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

数
列
と
同
じ
よ
う
に
、
行
為
列

(ω
2
5ロ
2
0『

h
R
Z
。ロ

ω)を
、

{
mf
}
H
P
・

何

回

M
・

E
-
h
r
w
r

(2) 

の
よ
う
に
書
い
て
み
よ
う
。
こ
の
各
項
は
、
個
々
の
行
為
を
あ
ら
わ
す
。
個
々
の
行
為
は
、

こ
の
行
為
列
の
メ

ン
バ

ー
で
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
た
り
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
規
則
に
従
っ
て
お
り
、

そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
あ
る
意
味
を
帯
び
た

も
の
と
な
る
。

た
と
え
ば
、
凶
が
、

サ
ッ
カ
ー
の
ゲ

l
ム
だ
と
し
よ
う
。

サ
ッ
カ
ー
は
、
ボ
ー
ル
を
ゴ
ー
ル
に
蹴
り
こ
む
、

ノ 、

ス
す
る
、

-
・
な
ど
の
行
為
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ボ
ー
ル
を
手
で
持
っ
て
走
る
、
な
ど
の
行
為
は
含
ま
れ
な
い
。

そ
う
し
た
一
連
の
行
為
の
集
積
の
な
か
に
、

サ
ッ
カ
ー
の
ル

l
ル
(
規
則
)
が
存
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
為

(言
語
ゲ

l
ム
)も、

こ
う
し
た
構
造
を
そ
な
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
、
行
為
の
集
積
と
し
て
の
社
会
は
、

ま
た
、

言
語
ゲ
ー
ム
の
集
積
で
あ
る
と
も
言
え
る
こ
と
が

わ
か
る
。

枝
葉
に
わ
た
る
が
、

い
く
つ
か
注
意
を
し
て
お
く
。

ま
ず
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
語
ゲ

l
ム
の
ア
イ
デ
ア
に
対
し

て

ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
ク
リ
プ
キ
が
懐
疑
を
投
げ
か
け
た
。
有
限
の
行
為
列
は
ル

l
ル
を

一
義
的
に
確
定
し
な
い
の
で
は
な

、、品、

し
カ

と
い
う
懐
疑
が
そ
れ
で
あ
る
。
仔
細
に
検
討
す
る
と
、

こ
の

「
ク
リ
プ
キ
の
懐
疑
」
は
真
剣
に
考
慮
す
る
に
値
し
な
い

こ
と
が
わ
か
る
。
彼
の
懐
疑
は
、

ル
ー
ル
を
行
為
列
と
は
別
に
、
理
念
的
な
存
在
と
想
定
す
る
伝
統
の
枠
内
に
あ
る
(
紙
幅
の
関

係
で
、
そ
の
論
証
は
別
の
機
会
に
譲
る
)
。
第
二
に
、
言
語
ゲ

l
ム
の
ル

l
ル
は
、
有
限
の
行
為
列
の
な
か
に
見
て
と
ら
れ
る
し
か

な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
記
述
す
る
試
み
が
不
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
言
語
ゲ

l
ム
の
ル

1
ル
を
記
述
す
る
作
業
は
、

も
と
の
言
語
ゲ

ー
ム
と
区
別
で
き
る
も
う
ひ
と
つ
の
、
し
か
し
も
と
の
言
語
ゲ

l
ム
に
関
連
し
た
言
語
ゲ

l
ム
で
あ
る
。
私
は
、

こ
の
関
係
を
、
複
言
語
ゲ

l
ム
と
し
て
概
念
化
し
た
(
橋
爪
、

一
九
八
五
)。

行
為
列
(
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
ル

l
ル
)
は
、
行
為
者
か
ら
も
、
そ
れ
を
受
け
と
め
る
人
び
と
か
ら
も
、
行
為
を
観
察
す
る

第
三
者
か
ら
も
、

一
様
に
手
の
と
ど
く
場
所
(
い
わ
ば
、
等
距
離
)
に
あ
る
。
行
為
の
意
味
(
規
則
)は
、
特
定
の
誰
か
の
内
面
に
、

特
権
的
に
帰
属
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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間
身
体
的
作
用
と
し
て
の
言
語

さ
て
、

こ
こ
ま
で
、
行
為
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
行
為
の
特
殊
ケ
l
ス
で
あ
る
、

言
語
と
そ

の
意
味
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

1 

一
口
語
と
意
味

一呈
聞
を
、
行
為
と
し
て
特
徴
づ
け
て
み
よ
う
。

行
為
は
す
べ
て
、
規
則
に
従
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
限
り
で
、
意
味
を
も
っ
。
行
為
の
意
味
と
は
ま
ず
、
個
々
の
行
為

(
身
体
の
挙
動
)
が
、
行
為
列
の
な
か
で
負
荷
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
行
為
列
全
体
に
対
す
る
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。
行
為
列
は

さ
ら
に
、
互
い
に
複
雑
な
位
置
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
個
々
の
行
為
は
そ
こ
か
ら
も
複
雑
な
意
味
を
受
け
取
る
こ
と
に

な
る
。こ

う
し
た
場
合
、
行
為
と
そ
の
意
味
と
は
同
時
生
成
的
で
あ
る
。
行
為
す
る
と
は
、
そ
の
意
味
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
ま
た
、
行
為
の
意
味
を
示
そ
う
と
す
れ
ば
、
実
際
に
行
為
す
る
ほ
か
な
い
。
(
た
と
え
ば
、
贈
り
物
を
す
る
人
は
、

友
好
の
意
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
友
好
の
意
を
表
そ
う
と
す
れ
ば
、

な
に
か
行
為
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
)

こ
れ
に
対
し
て
、

言
語
は
、
指
示
な
い
し
意
味
作
用
(
巴
m
E
D
S
Z。
ロ
)
を
内
蔵
し
て
い
る
。

指
示
と
は
、

J
」
こ
に
な
い
u

も
の
を
指
し
示
す
作
用
で
あ
る
。

一
般
的
に
行
為
で
は
、
行
為
と
そ
の
意
味
と
が
分
離
し
て

い
な
い
(
行
為
の
意
味
は
、

こ
こ
に
あ
る
)
た
め
、

そ
こ
に
指
示
作
用
が
成
立
す
る
余
地
が
な
い
。

い
っ
ぽ
う
言
語
の
場
合
、
吾
一
口

葉
の
有
限
列
(
記
号
列
)
が
、

そ
の
外
に
あ
る
行
為
列
(
や
そ
の
集
積
で
あ
る
社
会
な
い
し
世
界
)
と
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
対

応
が
機
能
す
る
こ
と
が
、
指
示
作
用
で
あ
る
。

い
ま
、

こ
の
指
示
作
用
を
、
最
も
単
純
な
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
示
し
て
み
よ
う
。

{
了

}
H
r

(3) 

ー必誼』

-"" . 

. . . . 

-p。
-w 

‘ーー

4一一

そーー

‘一ー

‘一一

{タ

}
H
Y
-
町
凶

M

・

E
-
r
w
r

(4) 

こ
こ
で
、

f
・
r
・
r
:
:
は
、
言
語
列
{
了
}
の
成
分
。
た
と
え
ば
「

メ
」
「
テ
」
「
ク
チ
」
:
・
:
と
い
っ
た
、
個
々
の
言
葉
で

そ
れ
に
対
応
す
る
行
為
。
た
と
え
ば
目
や
手
や
口
に
関
わ
る
、

あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、

2
・

s・
g
・
-
:
は

ご
連
の
)
行
為
で

そ
れ
は
無
数
に
あ
り
う
る
の
で
、
厳
密
を
期
す
の
な
ら
、

P
・
E
-
2

・
:
:
は
そ
れ
ぞ
れ
が
行
為
で
は
な
く
行
為
列
で
あ

っ
て
、
{
タ
}
は
行
為
列
の
列
で
あ
る
、
と
言
っ
た
ほ
う
が
正
確
だ
ろ
う
)
。

言
語
列
の
成
分
か
ら
行
為
列
(
の
列
)
の
成
分
に
向
か
う
、
指
示
の
関
係
を
示
し
て
い
る
。
指
示
の
関
係
は
、
聞
と
凶
と

あ
る
(
目
や
手
や
口
に
関
係
す
る
行
為
と
い
っ
て
も
、

-++ょ、
の
あ
い
だ
の
対
応
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。

* 

言
語
は
、
行
為
の
一
種
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
言
語
は
、
ほ
か
の
行
為
と
違
っ
た
、
特
別
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
。
行
為
に
は
、

行
為
の
意
味
が
あ
る
。

ほ
か
の
行
為
の
場
合
、
行
為
の
意
味
は
行
為
そ
れ
自
身
で
あ
り
、
行
為
そ
の
も
の
と
区
別
さ
れ
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
言
語
の
場
合
、
そ
の
意
味
は
、

そ
の
指
示
作
用
の
こ
と
で
あ
る
。

11' ， 

I.r! 
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た
と
え
ば
誰
か
が
、
「
テ
」
と
い
う
言
葉
を
し
ゃ
べ

っ
て
い
る
と
し
よ
う
。
「
テ
」
と
い
う
言
葉
は
、

く
ち
び
る
や
舌
や
喉
な

ど
の
調
音
器
官
を
し
か
る
べ
く
調
節
し
て
発
声
す
る
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
以
外
の
言
葉
(
「
メ
」
や

「
ク
チ

」
や

-
:
・)と
区
別
が
あ
る
か
ら
、
「
テ
」

で
あ
る
。
「
テ
」
と
い
う
言
葉
を
し
ゃ
べ
る
行
為
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ

以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
。
そ
の
行
為
の
(
直
接
の

)意
味
は
、
「
テ
」
と
聞
こ
え
る
音
を
出
す
こ
と
、
で
あ
る
(
こ
の
限
り
で
は
、

行
為
の
意
味
は
ま
だ
、

そ
の
行
為
と
と
も
に
あ
る
)
。

し
か
し
、

言
葉
の
不
思
議
な
と
こ
ろ
は
、
「
テ
」
と
聞
こ
え
る
音
が
、
た
だ
ち
に

H

手
μ

と
い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。

」
れ
は
、

不
思
議
な
こ
と
だ
が
、

さ
き
ほ
ど
の
対
応
関
係
に
よ
っ
て
そ
う
な
る
。
こ
の
対
応
関
係
(指
示
作
用
)
を
前
提
に
し
て
、

最
初
か
ら

H

手
u

を
意
味
す
る
た
め
に
、
「テ

」
と
聞
こ
え
る
音
を
出
す
|
|
こ
の
よ
う
な
メ
タ
・
レ
ヴ
ェ
ル
の
構
造
を
、

「手
」
と
い
う
言
葉
は
そ
な
え
て
い
る
。

* 

一
口
葉
の
意
味
作
用
は
、
二
重
の
連
絡
が
複
合
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
。

「
山下」

δ
邸
時

E
J「
司
法

G 

「山下」

~
H
B
h
Lド
が
時
込山

E
N
V

G 

ι-H¥ 

作

「
d

叩
一抑
芽

(5) 

「怖」

作
「
d

J

V

叫
料

'-ft¥ 

(
茄
引
44
迫
)

ま
ず
、
川
最
初
の
連
絡

(G
)
は
、
あ
る
人
聞
が
、

一
連
の
発
音
行
為
(「
テ
」
「メ

」
:
:
な
ど
)を
対
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

て
い
る
こ
と
を
示
す
。
「
テ
」
「メ」

・

な
ど
の
発
音
行
為
は
、
互
い
に
分
節
し
て
い
る
。
ひ
か
か
仔
ル
、
↑
作
岳
伶
心
い
や

は
意
味
を
も
た
な
い
が
、
世
界
の
分
節
構
造
(
行
為
の
意
味
)を
そ
こ
に
投
影
し
反
映
さ
せ
る
た
め
の
土
台
と
な
る
。

つ
ぎ
に
、
凶
第
二
の
連
絡

(
G
)
は
、
「
テ
」
と
い
う
音
を
、
H

手
u

と
い
う
意
味
に
結
び
つ
け
る
。

H

手
H

と
い
う
意
味
は
、

「
テ
」
と
い
う
音
に
よ

っ
て
切
り
わ
け
ら
れ
る
ま
で
、
存
在
し
な
か
っ
た
。
存
在
し
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
く
て
も
、
少
な
く

と
も
そ
の
存
在
を
客
観
的
に
示
す
方
法
が
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
、
「
テ
」
と
い
う
言
葉
が
指
す
も
の
と
し
て
、

H

手
μ

と
い
う

意
味
が
存
在
し
は
じ
め
た
。

こ
の
二
つ
の
連
絡
の
複
合
と
し
て
、
指
示
作
用
(巴
m
Z
E
S
Z。ロ
)
が
成
立
し
て
い
る
。

ソ
シ
ュ

l
ル
は
記
号
の
指
示
作
用
を
、
能
記
(ω
広
三
宮
己
)と
所
記
(ω
釘
E
D
b
)

の
結
合
と
し
て
定
式
化
し
た
。
そ
し
て
、
能

記
の
実
体
は
聴
覚
映
像
、
所
記
の
実
体
は
概
念
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
、
(
聴
覚
映
像
と
概
念
が
結
合
す
る
と

そ
れ
を
問
、
問
、

凶
の
よ
う
に
、

い
う
)神
秘
的
な
議
論
を
組
み
立
て
る
必
要
は
な
い
。

こ
こ
で
提
案
し
た
い
の
は
、

一
連
の

行
為
の
あ
い
だ
の
関
係
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
だ
。

一
旦
一
請
の
指
示
作
用
(↓
)
は、

つ
ぎ
の
よ
う
に
二
重
に
成
立
し
て
い
る
。

ま
ず
、
言
葉
を
し
ゃ
べ
る
人
間
の
大
脳
の
な
か
で
、

「テ

」
と
聞
こ
え
る
音
を
出
す
行
為
と
、
J
子
μ

に
関
連
す
る
こ
連
の
)行
為
と
が
結
び
つ
く
。
両
者
は
、
大
脳
の
な
か
で
別

々
の
場
所
(言
語
野
と
運
動
野
)を
占
め
て
い
る
が
、

そ
の
あ
い
だ
に
神
経
団
路
の
連
絡
が
生
じ
る
。
言
葉
が
意
味
を
も
つ
の
は
、

こ
の
よ
う
に
あ
る
人
間
の
頭
の
な
か
に
、
言
語
の
意
味
作
用
を
に
な
う
機
能
が
う
ま
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

つ
νざ
に
、

言
葉
(
を
し
ゃ
べ
る
行
為
)↓
そ
の
意
味
(
に
あ
た
る
行
為
)
の
つ
な
が
り
は
、
お
お
ぜ
い
の
人
び
と
の
集
合
(
社
会
)
の
な
か
で
、

慣
習
(
の

g
gヨ
)
と
し
て
成
立
す
る
。

言
語
の
意
味
は
、
誰
に
と
っ
て
も
、
勝
手
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
す
で
に
成
立
し

て
い
る
も
の
を
受
け
取
る
し
か
な
い
。
意
味
を
成
り
立
た
せ
る
精
神
機
能
は
、
各
人
の
頭
の
な
か
で
い
と
な
ま
れ
る
し
か
な
い
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と
し
て
も
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
意
味
が
成
立
す
る
か
は
、
集
合
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

2 

己
一
訪
問
と
身
体

言
語
の
こ
う
し
た
性
質
を
、
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
検
討
し
て
み
よ
う
。
と
い
う
の
は
、

こ
こ
か
ら
、
個
人
と
社
会
の
関
係

ー
ー
社
会
学
に
と
っ
て
も
っ
と
も
基
本
的
な
問
題
ー
ー
の
、

こ
れ
ま
で
と
違
っ
た
ま
っ
た
く
新
し
い
見
取
り
が
見
え
て
く
る
か

ら
で
あ
る
。

* 

社
会
を
構
成
し
て
い
る
一
人
ひ
と
り
の
人
聞
は
、
身
体

(σ
。
身
)
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

ど
ん
な
存
在
も
、
物
質
的
に
存
在
し
て
い
る
。
だ
か
ら
人
間
も
、
物
質
的
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
あ
り
方
を
、
身
体
と
い

う
こ
と
に
す
る
(
人
間
以
外
の
動
物
に
つ
い
て
は
、
身
体
と
よ
ば
な
い
こ
と
に
す
る
)
。
行
為
は
、
身
体
の
挙
動
で
あ
る
。
人
間

の
精
神
活
動
は
、
身
体
の
ひ
と
つ
の
機
能
で
あ
る
。
言
語
も
ま
た
、
身
体
の
そ
う
し
た
機
能
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

身
体
は
、
物
質
的
存
在
で
あ
る
(
筋
肉
や
骨
格
や
神
経
繊
維
や
:
:
:
の
か
た
ま
り
で
あ
る
)
の
で
、
あ
る
人
間
の
身
体
と
別
の

人
間
の
身
体
と
は
、

互
い
に
外
在
し
て
い
る
。
こ
の
点
、

石
こ
ろ
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
塊
と
同
じ
で
あ
る
。
身
体
は
、
皮
膚
と

い
う
界
面
に
よ
っ
て
境
界
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
人
間
の
身
体
が
、
別
の
人
間
の
身
体
に
接
続
し
て
い
た
り
、

め
り
こ
ん
で

い
た
り
、
重
な
っ
て
い
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。

身
体
の
特
徴
は
、

そ
れ
が
特
別
な
仕
方
で
互
い
に
関
係
し
あ
う
こ
と
で
あ
る
。

あ
る
身
体
は
、
別
な
(
い
く
つ
も
の
)
身
体
の
存
在
を
認
知
す
る
。
そ
の
挙
動
を
観
察
し
、
そ
の
行
為
を
理
解
し
、

そ
の
身
体

に
つ
い
て
の
像
を
か
た
ち
づ
く
る。

身
体
は
感
覚
・
知
覚
器
官
を
そ
な
え
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
外
界
に
つ
い
て
の
情
報
を
受
け
取
る
わ
け
だ
が
、
外
界
の
な
か
に

は
、
他
の
身
体
も
含
ま
れ
て
い
る
。
身
体
の
境
界
で
あ
る
皮
膚
は
、
外
か
ら
眺
め
た
場
合
に
、

身
体
の
外
形
(
の
像
)
を
与
え
る
。

(
こ
れ
は
、
自
分
で
自
分
の
身
体
を
眺
め
た
場
合
も
、

他
の
身
体
を
眺
め
た
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。
身
体
を
内
側
か
ら
眺
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
)
身
体
の
外
形
の
像
は
、
ど
こ
に
結
ぼ
れ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、

(眺
め
る
と
い
う
動
作
を
行
な

っ
た
)

身
体
の
内
部
で
あ
る
。
身
体
の
精
神
機
能
の
な
か
に
、
他
の
身
体
の
像
が
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
他
の
身
体
(
の
像
)が
、
自
分
の
身
体
の
内
部
に
繰
り
込
ま
れ
る
の
だ
が
、

こ
う
し
た
こ
と
は
自
分
の
身
体
だ

け
で
は
な
く
、
他
の
身
体
で
も
ま

っ
た
く
同
様
の
こ
と
が
起
こ
る
。

こ
の
占
小
で
、

自
分
の
身
体
と
他
の
身
体
と
は
、
対
称
的

(ω
可

E
S
E
-
n
)
で
あ
る
。

以
上
の
関
係
を
、
図
式
的
に
示
し
て
み
る
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

田
ヰ
δ
山
中
森

言
δ
勾
奪
回

言
δ
海
森
岡

O 

(6) 

(
田
洋
δ
持
葬
δ
藩

B-δ
山
中
古
骨

δ
薄
N

)
J
E
ゆ
δ
持
寄
δ
一』剛一定
，

言
δ
山
却
薪

δ
薄

O 

(
E
ゆ
δ
勾
害
δ
薄

言
δ
晶
、
森
δ
滞
N

)
J
B
δ
持
薪
】

δ
ヨ剛一円
A
，

言
δ
均
台
骨

δ
薄
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こ
の
関
係
は
、

か
つ
て
私
が
、
「
ダ
ブ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ

」
と
し
て
の
べ
た
も
の
で
あ
る
(橋
爪
、

一
九
九
三
、

一

二
九
頁
)。

* 

さ
て
、
身
体
を
、
行
為
や
言
語
に
そ
く
し
て
記
述
す
る
な
ら
ば
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
定
式
化
で
き
る
だ
ろ
う。

キ‘
『品、

今「

「一一寸

4
4
川
町
道

且2
ιn 

{

釦

』

}

一

ωご
印

M

・

E
-
m
r

11 

(7) 

~ 

一ー.
、----・.
』ー

叫
川
淵
浬

-e。
] 

む3

] 

品

一?

人
聞
は
誰
し
も
、
休
む
こ
と
な
く
、
行
為
を
し
続
け
、

言
葉
を
し
ゃ
べ
り
続
け
る
。
す
な
わ
ち
一
人
ひ
と
り
の
人
聞
は
、
そ

の
上
で
行
為
列
と
言
語
列
と
が
展
開
す
る
と
こ
ろ
の
、
身
体
で
あ
る
。
行
為
列
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

そ
の
う
え
、

言
語
列
と
も
対
応
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
行
為
の
意
味
は
、
言
語
の
な
か
に
そ
の
表
現
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
言
語
列
と
行
為
列
と
が
対
応
関
係
に
あ
る
の
で
、

言
語
と
行
為
は
、

よ
り
豊
か
な
、
よ
り
高
度
な
内
部
構
造
を
も
つ
よ

う
に
、
互
い
を
刺
戟
し
あ
う
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
行
為
や
言
語
が
、
も
っ
ぱ
ら
あ
る
ひ
と
つ
の
身
体
の
み
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
必
ず
い
く

つ
か
の
身
体
に
ま
た
が
っ
て
、
間
身
体
的

(E
Z円
'g
G
O
B
]
)に
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
あ
る
行
為
列

ω

何回
デ

mw
ナ

印

印

-:

を
考
え
て
み
よ
う
。
行
為
は
、
観
察
で
き
る
身
体
の
外
形
的
な
挙

且3
r、。

動
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、

こ
の
行
為
列
の
諸
行
為
は
、
行
為
す
る
当
事
者
(行
為
す
る
当
の
身
体
)
に
対
し
て
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、

そ
れ
以
外
の
人
び
と
(
任
意
の
身
体
)
に
対
し
て
も
原
理
上
、
同
様
に
聞
か
れ
て
い
る
。
同
じ
こ
と
が
、
言
語
列
(
の
成

分
で
あ
る
言
葉
)
に
関
し
て
も
言
え
る
。

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
か
つ
て
、

H

私
的
言
語
(
百円一

g
R
]
g
m
g
mゆ
)
は
不
可
能
で
あ
る
H

と
結
論
し
た
。
そ
の
言
わ

ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
身
体
と
の
関
連
で
言
い
な
お
す
な
ら
ば
、

こ
う
で
あ
る
。
|
|
行
為
や
言
葉
は
、
そ
も
そ
も
、
あ
る
単

独
の
身
体
だ
け
に
属
す
る
も
の
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
行
為
も
言
葉
も
、
身
体
の
挙
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
他
者
(
他
の
身
体
)か
ら
観
察
で
き
、
他
者
(他
の
身
体
)
に
受
け
と
め
ら
れ
、
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

tま

じ
め
て
そ
の
効
力
を
生
み
出
す
も
の
だ
か
ら
だ
。
行
為
や
言
葉
は
、
隠
れ
よ
う
も
な
く
公
然
と
、
身
体
と
身
体
と
の
間
で
営
ま

れ
る
。
私
秘
的
に
|
|
身
体
の
外
部
か
ら
は
ど
う
し
て
も
接
近
で
き
な
い
、
隠
れ
た
場
所
で
|
|
営
ま
れ
る
と
称
さ
れ
る
言
語

や
行
為
は
、

そ
も
そ
も
言
語
や
行
為
た
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

(反
例
と
し
て
、
内
言
が
あ
る
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
内
言

と
は
、

口
か
ら
実
際
に
は
言
葉
に
出
さ
ず
に
、

誰
で
も

頭
の
な
か
で
、
自
分
に
言
葉
で
語
り
か
け
る
こ
と
で
あ
る
。

内
言
は
、

経
験
す
る
こ
と
な
の
で
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
も
そ
の
こ
と
を
考
慮
し
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
は
内
言
を
、
反
例
に
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
内
言
は
、
ふ
つ
う
の
言
語
が
あ
る
か
ら
こ
そ

可
能
な
、
派
生
的
な
現
象
で
あ
っ
て
、
言
葉
を
口
に
出
し
て
言
う
と
い
う
こ
と
が
そ
も
そ
も
な
け
れ
ば
、
内
言
は
不
可
能
で
あ

る
、

つ
ま
り
、
私
的
言
語
の
反
例
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
に
違
い
な
い
。

)以
上
の
議
論
を
敷
街
す
る
な
ら
、
言
語
に
限
ら

ず
行
為
に
つ
い
て
も
、

H

私
的
行
為
は
不
可
能
で
あ
る
H

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

* 

私
的
言
語
や
私
的
行
為
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
ど
こ
が
重
要
な
の
か
っ

こ
の
主
張
が
重
要
な
の
は
、

身
体
や
社
会
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
も
の
の
見
方
|
|
主
体
/
客
体
の
図
式
ー
ー
が
、

足
、
〕
J

-

ユコル

i
千
J

I ~ I 
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と
指
摘
で
き
る
か
ら
だ
。

H

社
会
は
、
人
間
個
々
人
の
集
ま
り
で
あ
り
、
人
聞
は
、
独
立
自
存
し
た
主
体
で
あ
る
o
H

こ
う
し
た
前
提
に
よ
っ
て
、
法

学
も
、
経
済
学
も
、
哲
学
も
社
会
学
も
、
あ
ら
ゆ
る
近
代
の
学
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
た
。
よ
く
考
え
て
み
る
と
、

こ
う
し
た

前
提
は
、
形
而
上
学
的
な
言
明
で
あ
っ
て
、
根
拠
が
な
い
。

最
近
で
は
、

M
・
フ
!
コ

l
の
仕
事
に
影
響
さ
れ
た
人
び
と
が
、

し
き
り
に
、

主
体
が
歴
史
的
に
構
成
さ
れ
て
き
た
も
の
に

す
ぎ
な
い
こ
と
を
説
い
た
り
、
近
代
の
前
提
が
ひ
と
つ
の
制
度
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
暴
き
出
そ
う
と
し
た
り
し
て
い
る
。
な
る

ほ
ど
、
そ
う
し
た
指
摘
は
、
実
証
的
に
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
主
体
が
、
当
初
か
ら
あ
る
実
体
で

は
な
く
、
派
生
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
し
た
ら
、
何
が
い
っ
た
い
当
初
か
ら
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
?

そ
れ
を
積
極
的

に
主
張
す
る
議
論
は
見
当
た
ら
な
い
。

い
ま
は
、
常
識
的
な
近
代
の
図
式
に
従
っ
て
議
論
す
る
ほ
ど
単
純
な
も
の
の
見
方
は
も

は
や
で
き
な
い
が
、

か
と
言
っ
て
、

そ
れ
に
代
わ
る
理
論
が
見
つ
か
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
、
中
途
半
端
な
時
期
な

の
だ
。常

識
的
な
近
代
の
図
式
に
よ
れ
ば
、
身
体
は
主
体
の
台
座
で
あ
る
。
主
体
(
主
観

Z
Z
2門
)
は
、
身
体
の
外
側
か
ら
う
か
が

い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
(
私
秘
的
な
も
の
)
と
し
て
、

め
い
め
い
に
営
ま
れ
る
と
信
じ
ら
れ
た
。
主
体
の
な
か
に
、
意
識

や
、
意
図
や
、
意
味
や
、
感
覚
や
、
欲
求
や
、
意
志
や
、

そ
の
ほ
か
主
体
を
構
成
す
る
も
ろ
も
ろ
の
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、

言
葉
や
行
為
は
、
主
体
の

d
心
念
さ
れ
た
意
味
u

が
外
化
さ
れ
、
表
現
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
逆
に
言
え
ば
、
言
葉

や
行
為
を
あ
ら
わ
さ
な
く
て
も
、

H

思
念
さ
れ
た
意
味
H

も
主
体
も
存
在
し
う
る
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
。

主
体
が
実
在
す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
意
味
も
、
意
図
も
、
主
体
ご
と
に
、
身
体
の
内
部
に
秘
匿
さ
れ
て
存
在
す
る
こ
と
に

な
る
。
と
す
れ
ば
、

そ
れ
ら
は
、
行
為
や
言
語
に
外
化
さ
れ
る
と
し
て
も
、

一
致
が
約
束
さ
れ
な
い
ま
ま
、
平
行
線
に
と
ど
ま

ろ
う
。

つ
ま
り
、
客
観
の
成
立
も
、
社
会
の
成
立
も
保
証
さ
れ
な
く
な
る
。

ヴ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
い
う
H

私
的
言
語
の
不
可
能
性
H

は
、
そ
う
し
た
私
秘
的
な
主
体
が
実
体
と
し
て
存
在
す
る
こ

と
を
否
定
す
る
。
身
体
は
た
し
か
に
実
在
す
る
だ
ろ
う
。
行
為
も
言
葉
も
実
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
身
体
の
内
部

に
は
な
に
も
秘
匿
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
に
主
体
が
実
在
す
る
よ
う
に
見
え
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
言
葉
や
行
為
が
身
体

と
身
体
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
の
効
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
。
も
っ
と
も
私
秘
的
に
み
え
る
、
感
覚
と
い
う
現
象
に
関
し
て

す
ら
、
ヴ
ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ
ン
は
、

H

痛
い
か
ら
「
痛
い
」
と
言
う
の
で
な
い
、
「
痛
い
」
と
言
う
か
ら
痛
い
の
だ
μ

と
の
ベ

て
い
る
。

言
葉
や
行
為
は
、
身
体
の
内
部
に
隠
れ
て
い
る
主
体
の
、
意
図
や
意
味
を
表
現
す
る
た
め
の
手
段
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な

く
て

言
葉
や
行
為
こ
そ
が
、
(
社
会
を
生
き
る
当
事
者
に
と
っ
て
も
、
社
会
を
観
察
す
る
研
究
者
に
と

っ
て
も
)
第
一
義
的
に

存
在
す
る
当
の
も
の
で
あ
る
。
あ
る
身
体
の
挙
動
で
あ
る
言
葉
や
行
為
は
、

言
葉
や
行
為
は
、
身
体
と
身
体
の
間
に
あ
る
。

い
つ
で
も
、
ほ
か
の
身
体
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
、

3 

一
口
語
と
行
為

身
体
と
身
体
と
を
具
体
的
に
関
連
づ
け
、

き口一主問、

な
ら
び
に
行
為
で
あ
る
。
こ
の

そ
こ
に
社
会
関
係
を
成
立
さ
せ
る
の
は
、

両
者
(言
語
と
行
為
)は
、
社
会
の
根
拠
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
事
実
認
識
か
ら
出
発
す
る
理
論
的
立
場
が
、

〈
言
語
〉
派
社
会
学
で
あ
る
。
こ
こ
で
〈
雪
口
語
〉
と
表
記
す
る
の
は
、

J

一=
口
語
な
ら
び
に
行
為
μ

を
簡
略
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
(
も
し
も
、

フ

l
コ
l
の
企
図
を
引
き
受
け
て
、
主
体
の
形
成
を
積

極
的
に
語
る
の
で
あ
れ
ば
、

八
二百語
〉
か
ら
出
発
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
)
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. . 〈
言
語
〉
は
、
身
体
を
始
点
と
し
身
体
を
終
点
と
す
る
(
身
体
ぬ
き
で
は
存
在
で
き
な
い
)
が
、
身
体
か
ら
相
対
的
に
独
立
し
て

い
る
。
そ
れ
は
〈
言
語
〉
が
、
形
式
(
内
耳
目
)と
し
て
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

。一二旦訪
問〉は
、
社
会
と
い
う
場
の
な
か
を
、
波
動

の
よ
う
に
い
た
る
と
こ
ろ
満
た
し
て
い
る
。
新
た
に
や
っ
て
き
た
身
体
は
、
こ
の
波
動
(
形
式
の
洗
礼
)
を
受
け
て

H

初
期
化
μ

さ
れ
、

〈
言
語
〉
に
応
答
し
は
じ
め
る
。

こ
の
よ
う
に
〈
言
語
〉
は
、
身
体
に
対
し
て
、
あ
る
タ
イ
プ
の
形
式
を
刻
み
こ
む
規
範

(ロ
2
5
)と
し
て
作
用
す
る
(
こ
の
あ
た
り
の
詳
し
い
論
述
は
、
橋
爪
、

一
九
九
三
を
み
て
ほ
し
い
)。

* 

こ
う
し
た
〈
言
語
〉
と
身
体
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
、

こ
れ
ま
で
の
社
会
学
は
、
十
分
に
見
つ
め
て
こ
な
か

っ
た
。

た
と
え
ば
、

T
・
パ
|
ソ
ン
ズ
の
社
会
化
(
ω
o
巳
丘
町
巳
芯
ロ
)の
理
論
。

い
っ
ぽ
う
で
主
体
(個
々
の
人

こ
の
議
論
の
場
合
、

間
)
が
、
も
う
い
っ
ぽ
う
で
客
体
(
社
会
構
造
な
り
文
化
な
り
社
会
規
範
な
り
の
マ
ク
ロ
的
な
社
会
状
態
)
が
、
実
体
と
し
て
存

在
す
る
こ
と
が
ま
ず
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
客
体
(
社
会
)
か
ら
主
体
(
個
人
)
に
向
か
っ
て
、

一
方
的
な
作
用
が
は
た
ら

く

ハ
ー
ソ
ン
ズ
の
採
用
し
た
シ
ス
テ
ム
論
本
来
の
発
想
に
も
と
づ
く
な
ら
、

主
体
が
逆
に
社
会
の
客
観
的
な
構
造
を
形
成
す

る
ロ
ジ
ッ
ク
も
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
が
、

ハ
ー
ソ
ン
ズ
は
そ
の

ロ
ジ
ッ
ク
を
欠
い
て
い
る
の
で
、

主
体
は
固

定
的
な
社
会
構
造
に
適
応
す
る
だ
け
の
存
在
(
せ
い
ぜ
い
、
社
会
規
範
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
存
在
)
と
し
て
描

か
れ
て
し
ま
っ
た
。

七

0
年
代
以
降
、

社
会
学
の
い
わ
ゆ
る
意
味
学
派
が
続
出
し
た
の
は
、

ハ
l
ソ
ン
ズ
の
社
会
化
の
理
論
の
な
か
で
、

主
体
と

し
て
の
人
聞
が
あ
ま
り
に
貧
相
、

か
つ
無
内
容
に
描
か
れ
て
い
た
せ
い
だ
っ
た
。

、
も
つ
ん
」
v
も
、

だ
か
ら
と
言
っ
て
、
意
味
学
派
が
パ

l
ソ
ン
ズ
よ
り
先
の
地
点
ま
で
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。

意
味
学
派
は
、

客
観
的
で
マ
ク
ロ
な
社
会
構
造
に
最
小
限
の
関
心
し
か
払
わ
ず
、
社
会
構
造
と
の
相
互
作
用
を
不
問
に
付
す
と
い
う
代
償
を
払

っ
て
、
主
体
(
個
人
)
の
意
味
世
界
を

H

記
述
H

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
。

要
す
る
に
パ

l

ソ
ン
ズ
の
社
会
化
理
論
と
意
味
学
派
と
は
、
あ
た
か
も
背
中
合
わ
せ
の
二
重
体
児
の
よ
う
に
、
主
/
客
図
式

に
も
と
づ
く
理
論
構
成
の
限
界
を
示
し
て
い
る
。
主
体
(
個
人
)
を
実
体
視
し
、
客
体
(
社
会
)
を
実
体
視
し
て
、
両
者
の
関
係
を

考
え
よ
う
と
し
た
場
合
、
客
体
(
主
体
)
に
つ
い
て
具
体
的
な
仮
定
を
お
け
ば
お
く
ほ
と
、
も
う
い
っ
ぽ
う
の
主
体
(
客
体
)
の
内

容
は
そ
の
ぶ
ん
だ
け
空
虚
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
結
局
の
と
こ
ろ
、

そ
の
い
っ
ぽ
う
に
社
会
の
実
質
が
あ
ら

か
じ
め
そ
な
わ
っ
て
い
て
、
も
う
い
っ
ぽ
う
に
流
出
し
つ
つ
そ
の
空
虚
を
満
た
し
て
い
く
、

と
い
う
理
論
構
成
に
な
る
。
そ
し

て
、
そ
ん
な
流
出
の
プ
ロ
セ
ス
は
実
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

主
体
も
、

ハ
ー
ソ

ン
ズ
が
信
じ
た
社
会
構
造
も
、
社
会
の
な
か
で
結
ば
れ
が
ち
な
虚
像
で
あ
る
。
そ
う
し
た
虚
像
を
結
ば
せ

る
の
は
、
身
体
の
あ
い
だ
を
不
断
に
交
錯
し
て
い
る
〈
言
語
〉
な
の
だ
。

(身
体
に
規
範
と
し
て
作
用
す
る
〈
言
語
〉
は
、
け
っ
し

て

H

主
体
を
社
会
化
μ

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
)
主
体
や
社
会
構
造
の
か
わ
り
に
、
社
会
現
象
の
そ
れ
以
上
さ
か
の
ぼ
れ
な

い
出
発
点
と
な
る
の
は
、
身
体
。
そ
し
て
、

一旦
語、

な
ら
び
に
行
為
な
の
で
あ
る
。

* 

さ
て
、

こ
う
し
た
言
語
と
行
為
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、
果
し
て
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
社
会
現
象
を
覆
い
つ
く
す
の
で
あ
ろ
う

23一一〈言語〉派社会学

カミ

言
語
と
行
為
の
並
行
関
係
を
想
定
し
た
(
問
、
引)。

さ
き
に
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
の
並
行
関
係
が
も
っ
と
も
厳
密
に
成
立
す
る

こ
の
世
界
(
こ
の
社
会
)
が
行
為
(
の
み
)
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
仮
定
す
る
と
、

と
し
、

さ
ら
に
、

つ
ぎ
の
命
題
が
成
立

す
る
。



24 25一一〈言語〉派社会学

~'I 骨

恥.

社
会
(
を
構
成
す
る
行
為
連
関
)
は
、

か
な
ら
ず
言
語
の
な
か
に
、

そ
の
表
現
を
も
っ
。

(8) 

こ
の
命
題
を
、
表
現
定
理

(
O
M
G
B
Z
Eロ
5
8
5
5
)
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。

よ
く
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
表
現
定
理
は
、
社
会
学
に
と
っ
て
も
っ
と
も
根
本
的
な
命
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
学
は

そ
も
そ
も
、
言
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
表
現
定
理
が
成
り
立
た
な
い
場
合
、
社
会
学
に
よ
る
社
会
の
記

述
・
分
析
が
不
完
全
と
な
る
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

表
現
定
理
(
附
)
の
成
否
は
、

①
社
会
は
行
為
の
集
積
な
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
、
②
行
為
は
必
ず
、
言
語
の
な
か
に
そ
の
表

現
を
も
つ
の
か
ど
う
か
、

の
二
点
に
依
存
し
て
い
る
。

表
現
定
理
と
の
関
連
で
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
仕
事
を
見
直
し
て
み
よ
う
。

前
期
の
著
作
『
論
理
哲
学
論
考
』

の
末
尾
で
、
彼
は
《
語
り
え
ぬ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
沈
黙
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
》
と
の
ベ
た
。
こ

の
命
題
は
、

ふ
た
通
り
に
解
釈
で
き
る
。
第
一
は
、

《
語
り
え
ぬ
こ
と
》
(
H
言
語
の
な
か
に
表
現
を
も
た
な
い
社
会
的
な
出
来

事
)が
存
在
し
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
(だ
か
ら
沈
黙
す
る
し
か
な
い
て
と
い
う
も
の
。
第
二
は
、

《
語
り

え
ぬ
こ
と
》
な
ど
実
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
言
葉
の
用
法
の
誤
り
に
よ
る
(
だ
か
ら
沈
黙
し
た
ほ

う
が
よ
い
)
と
い
う
も
の
。

ヴ
ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン
は
、
第
一
の
意
味
の
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
の
だ
、
と
思
う
。
『
論
理
哲

学
論
考
』
を
書
い
て
い
た
当
時
、
彼
は
、
世
界
は
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
の
総
体
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
言
語
の
な
か
に
そ
れ
ぞ
れ

表
現
を
も
っ
(
世
界
の
出
来
事
は
す
べ
て
表
現
可
能
で
あ
る
)
と
考
え
た
。
こ
の
見
方
(
い
わ
ゆ
る
写
像
理
論
)
は
、

エ
レ
ガ

ン
ト

で
明
快
だ
が
、
出
来
事
と
言
語
と
の
対
応
(
写
像
関
係
)
が
な
ぜ
成
立
す
る
の
か
が
、
説
明
さ
れ
な
い
謎
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ

と
厄
介
な
の
は
、
身
体
(特
に
ヴ
ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ
ン
自
身
の
身
体
)
が
世
界
の
な
か
の
出
来
事
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
。

も
し
も
彼
の
身
体
が
世
界
の
な
か
の
出
来
事
な
ら
、

そ
れ
を
外
か
ら
眺
め
、

言
葉
に
う
つ
し
か
え
、
表
現
す
る
の
は
、
彼
(
の

思
考
)
で
は
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ

ン
は
、
彼
の
身
体
は
世
界
に
属
さ
な
い
と
し
た
。
(
だ
か
ら

こ
そ
、
彼
は
、
世
界
を
彼
の
視
野
と
等
置
す
る
。
)と
な
れ
ば
、
彼
の
実
存
的
苦
悩
や
、

さ
ま
ざ
ま
な
思
い
(
気
分
)
は
、
世
界
の

な
か
の
出
来
事
と
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

つ
ま
り
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
《沈
黙
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
》
こ
と
に
な
っ
た
。

後
期
、

言
語
ゲ
ー
ム
の
議
論
に
転
じ
た
ヴ
ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン
は
、
世
界
は
さ
ま
ざ
ま
な
(
出
来
事
で
は
な
し
に
)行
為

(
も
し
く
は
言
語
ゲ
l
ム
)
の
総
体
で
あ
る
、

と
考
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
結
果
、

い
わ
ゆ
る
写
像
関
係
は
崩
れ
去
っ
た

(
橋
爪
、

一
九
八
五
)
。
出
来
事
と
言
語
は
、

ま
っ
た
く
異
な
っ
た
二
つ
の
秩
序
で
あ
っ
た
が
、
行
為
と
言
語
は
そ
う
で
な
い
。

一
口
語
は
、
行
為
の
特
殊
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

言
語
は
行
為
に
含
ま
れ
る
の
で
、
行
為
か
ら
言
語
へ
の
対
応
を
考
え
る
と
、

自
己
言
及
を
生
じ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
設
定
の
も
と
で
は
、
表
現
定
理
は
不
完
全
に
し
か
成
立
し
な
く
な
る
。
だ
が
、
別
な

面
か
ら
言
え
ば
、

こ
の
設
定
は
、
世
界
の
な
か
に
身
体
が
あ
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
に
で
き
る
。
だ
か
ら
、
語
り
う
る
こ
と
/

語
り
え
ぬ
こ
と
を
、

く

っ
き
り
線
引
き
す
る
必
要
も
な
く
な
っ
た
。
後
期
の
ヴ
ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン
の
議
論
に
お
い
て
は
、

行
為
、

言
語
、
身
体
の
三
者
が
、
世
界
の
な
か
で
生
じ
る
出
来
事
の
相
互
関
係
と
し
て
、

は
っ
き
り
見
す
え
ら
れ
て
い
る
。
号
一口

語
ゲ
l
ム
の
議
論
に
よ

っ
て
、
行
為
、
言
語
、
身
体
の
相
互
関
係
を
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
正
確
に
記
述
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

行
為
、
言
語
、
身
体
の
相
互
関
係
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

(
i
)行
為
(な
ら
び
に
言
語
)
は、

理
解
で
き
る
。

(

一

U
)
行
為
(な
ら
び
に
言
語
)
は
、

言
語
に
表
現
で
き
る
(た
だ
し
、
そ
の
表
現
は
完
全
で
は
な
く
て、

理
解
に
よ
っ
て
補

わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
)
。
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(一
山
)理
解
は
、
身
体
に
そ
な
わ
る
機
能
で
あ
る
。

(
W
)
理
解
を
は
じ
め
と
す
る
身
体
の
内
部
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
行
為
(
な
ら
び
に
言
語
)
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
含
意
さ
れ
る
。

身
体
の
も
と
も
と
の
機
能
(
活
動
)
の
う
ち
、
形
式
の
か
た
ち
を
と
っ
た
の
が
、
行
為
(
な
ら
び
に
言
語
)
で
あ
る
。
行
為
(
な

ら
び
に
言
語
)
は
、
形
式
で
あ
る
か
ら
、
規
則
(
ル

l

ル
)
に
従
っ
て
い
る
。
行
為
(
な
ら
び
に
言
語
)
を
や
り
と
り
す
る
の
に
必

要
な
能
力
が
、
理
解
で
あ
る
。
理
解
は
、
行
為
(
な
ら
び
に
言
語
)
と
相
関
的
に
、
身
体
に
あ
ら
わ
れ
る
能
力
で
あ
る
。

理
解
と
は
異
な

っ
た
機
能
と
し
て
、
感
覚
を
考
え
て
み
よ
う
。
感
覚
、

た
と
え
ば
痛
み
は
、
痛
み
の
ふ
る
ま
い
つ
痛
い

!
H

と
叫
ぶ
言
葉
、
痛
み
を
表
す
表
情
、

:
・
:
)
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
痛
み
が
痛
み
と
し
て
成
立
す
る
の
は
、
痛
み
の
感
覚

が
痛
み
を
表
す
ふ
る
ま
い
に
よ

っ
て
切
り
出
さ
れ
、

そ
れ
以
外
の
感
覚
と
区
別
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ふ
る
ま
い
が

な
け
れ
ば
、
痛
み
の
感
覚
は
そ
の
ほ
か
の
感
覚
と
区
別
さ
れ
ず
、

ほ
ん
と
う
に

H

痛
み
μ

で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
っ
き
り
し
な

い
、
あ
い
ま
い
な
興
奮
の
か
た
ま
り
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
そ
う
し
た
ア
モ
ル
フ
な
興
奮
は
、

た
し
か
に
行
為
(
な
ら
び
に
言

語
)
に
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
身
体
の
内
部
で
生
ず
る
事
実
(そ
れ
自
身
、
語
り
え
ぬ
も
の
)
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
感

覚
は
、
そ
れ
を
表
す
ふ
る
ま
い
(
行
為
)
に
よ
っ
て
切
り
わ
け
ら
れ
、
含
意
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
客
観
的
な
社
会

関
係
の
な
か
で
意
味
を
も
ち
は
じ
め
る
の
だ
。

感
位
見
の
ほ
か
に
も
、
気
分
、
感
情
、
:
:
:
と
い
っ
た
、
言
葉
に
な
ら
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
身
体
内
部
の
プ
ロ
セ
ス
が
存
在
す
る
。

そ
れ
ら
は
、
行
為
(
な
ら
び
に
言
語
)
の
背
後
に
あ
っ
て
、

そ
れ
を
支
え
る
。
行
為
(
な
ら
び
に
言
語
)
は
、

そ
れ
ら
を
合
意
す
る
。

そ
う
い
う
か
た
ち
で
、

そ
れ
ら
プ
ロ
セ
ス
は
、
間
接
的
に
社
会
現
象
に
参
画
す
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
間
接
的
な
関
係
ま
で
視
野
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
表
現
定
理
は
、
厳
密
に
と
は
言
え
な
く
て
も
、

お
お
ま
か
に
は

成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
身
体
は
、

〈
言
語
〉
を
媒
介
項
と
し
て
関
係
し
あ
っ
て
い
る
の
で
、

そ
の
相
互
連

関
の
骨
格
に
あ
た
る
部
分
を
、

言
語
の
な
か
に
表
現
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〈言
語
〉
・
性
・
権
力

身
体
と
身
体
と
が
、
〈
言
語
〉
を
媒
介
項
と
し
て
関
係
し
あ
っ
て
い
る
の
が
確
か
だ
と
し
て
も
、

そ
れ
以
外
の
可
能
性
は
考
え

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈
言
語
〉
と
は
異
な
っ
た
回
路
に
よ
る
関
係
と
し
て
、
私
は
、
性
、
そ
し
て
権
力
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
こ
の

二
つ
を
つ
け
加
え
る
こ
と
で
、
社
会
を
い

っ
そ
う
正
確
に
記
述
・
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。

性
と
権
力

性
は
、
身
体
と
身
体
と
が
、

〈
言
語
〉
を
介
在
さ
せ
な
い
で
、
直
接
に
関
係
し
あ
う
こ
と
で
あ
る
。

性
現
象
を
考
え
て
み
る
。
あ
る
身
体
が
別
の
身
体
を
異
性
(
性
的
対
象
)
と
し
て
認
識
す
る
場
合
、

ま
ず
、
性
別
を
表
す
身
体

的
特
徴
(
第
二
次
性
徴
)
や
社
会
的
性
徴
(
衣
服
や
髪
形
な
ど
)
が
手
が
か
り
に
な
る
。
後
者
は
、
特
徴
的
な
行
為
や
記
号
(
あ
る

特
定
の
意
味
を
に
な
う
こ
と
が
規
約
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
い
る
図
像
)
が
慣
習
的
に
性
別
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
対

人
関
係
は
、
身
体
を
互
い
に
認
知
し
あ
う
必
要
上
、
多
少
な
り
と
も
性
現
象
と
し
て
の
側
面
を
含
む
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
の
極
に

は
、
ま
っ
た
く
公
然
の
、
性
愛
表
現
の
要
素
を
ま
っ
た
く
排
除
し
た
関
係
が
あ
り
、
も
う
い
っ
ぽ
う
の
極
に
は
、
性
愛
表
現
へ

と
で
き
る
だ
け
特
化
し
て
い
く
関
係
(性
愛
関
係
)
が
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
身
体
が
互
い
の
身
体
に
照
準
し
て
関
係
し
あ
い
、
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い
っ
ぽ
う
の
身
体
内
部
の
プ
ロ
セ
ス
(
性
的
興
奮
)
が
、
も
う
い
っ
ぽ
う
の
身
体
内
部
の
プ
ロ
セ
ス
(
性
的
興
奮
)
と
リ
ア
ル
タ
イ
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ム
に
関
連
す
る
(
い
わ
ゆ
る
性
愛
行
為
)
。
こ
う
し
た
行
為
を
前
提
す
る
公
然
の
(
正
当
化
さ
れ
た
)
関
係
が
、
結
婚
(
夫
婦
関
係
)

で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
典
型
的
な
性
関
係
は
、

母
子
関
係
で
あ
る
。
す
べ
て
の
身
体
は
、
別
な
も
う
ひ
と
つ
の
身
体
(
母
体
)
か
ら

H

生
ま
れ
る
μ

こ
と
で
存
在
し
は
じ
め
る
。
身
体
は
そ
の
起
源
を
、
別
な
身
体
の
な
か
に
持

っ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
関
係
(
生

む
/
生
ま
れ
る
と
い
う
関
係
)
は
、
身
体
の
こ
れ
以
上
単
純
に
し
よ
う
の
な
い
直
接
的
な
関
係
、
す
な
わ
ち
性
の
関
係
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
関
係
を
前
提
に
し
て
、
家
族
(
身
体
聞
の
性
関
係
を
組
織
し
た
も
の
)
が
営
ま
れ
る
。
結
婚
や
母
子
関
係
の
よ
う
な

性
の
関
係
が
普
遍
的
で
あ
る
か
ら
、
家
族
も
ま
た
普
遍
的
で
あ
る
の
だ
。

社
会
は
行
為
の
集
積
で
あ
る
と
い
う
本
論
の
出
発
点
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
行
為
の
か
た
ち
(形
式
)
を
介
在
さ
せ
な
い
性
現
象

は
、
社
会
の
枠
か
ら
は
み
出
し
て
い
る
。
性
そ
の
も
の
は
、
社
会
に
属
さ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
身
体
は
そ
こ
に
あ
り
、
身
体
内

部
の
プ
ロ
セ
ス
は
そ
こ
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
身
体
の
挙
動
で
あ
る
行
為
は
、
あ
る
い
は
性
を
う
っ
す
ら
と
合
意
し
、
:
・
:
、
あ

る
い
は
性
を
濃
厚
に
含
意
と
す
る
。
こ
う
し
て
並
ぶ
行
為
の
ス
ペ
ク
ト
ル
の
極
限
に
、
あ
り
あ
り
と
性
が
実
在
す
る
。
す
な
わ

ち
、
あ
る
一
群
の
行
為
は
、
性
を
前
提
に
し
、
性
を
焦
点
に
し
た
ふ
る
ま
い
で
あ
っ
て
、
性
は
社
会
の
基
礎
と
な
る
力
学
を
構

成
し
て
い
る
。
身
体
の
至
近
距
離
で
は
、

〈
言
語
〉
と
は
独
立
な
、
性
の
力
学
が
作
用
す
る
。
そ
れ
は
牽
引
力
と
し
て
ば
か
り
で

な
く
、
反
援
力
と
し
て
作
用
す
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
性
的
な
タ
ブ
l
と
よ
ば
れ
る
。

(性
現
象
に
つ
い
て
の
い

っ
そ
う
詳
し
い
論
述
は
、
『
性
愛
論
』
(
橋
爪
、
一
九
九
五
)
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
)。

* 

も
う
ひ
と
つ
、

〈
言
語
〉
を
介
在
さ
せ
な
い
身
体
と
身
体
と
の
間
の
力
学
と
し
て
、
権
力
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

権
力
と
は
、
行
為
に
外
側
か
ら
作
用
す
る
拘
束
的
な
力
学
で
あ
る
。

行
為
は
も
と
も
と
、
行
為
す
る
当
人
の
自
由
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
行
為
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
行
為
し
な
い
こ
と
も

で
き
る
。
行
為
は
、
(
行
為
し
な
い
こ
と
も
含
め
て
)行
為
選
択
肢
か
ら
の
選
択
で
あ
る
。
選
択
の
自
由
が
あ
る
こ
と
が
、
行
為

が
行
為
で
あ
る
た
め
の
条
件
に
な
っ
て
い
る
(
も
し
も
選
択
の
自
由
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
自
然
的
な
因
果
法
則
に
服
す
る
こ

と
に
あ
り
、
行
為
、
す
な
わ
ち
社
会
現
象
の
枠
か
ら
は
み
出
し
て
し
ま
う
)
。
行
為
が
本
来
従
う
制
約
は
、
行
為
が
ほ
か
の
行

為
と
接
続
す
る
た
め
の
条
件
、
す
な
わ
ち
、
行
為
が
行
為
で
あ
る
た
め
の
条
件
だ
け
の
は
ず
で
あ
る
。

権
力
は
こ
う
し
た
、
本
来
あ
る
べ
き
行
為
選
択
の
自
由
を
拘
束
す
る
、
外
的
な
力
で
あ
る
。
権
力
に
服
す
る
人
聞
は
、
本
来

そ
の
よ
う
に
行
為
し
え
た
に
北
か
か
わ
ら
ず
、
そ
し
て
そ
の
ほ
う
が
本
人
に
は
望
ま
し
か

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う

に
行
為
せ
ず
、
別
な
ふ
う
に
行
為
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
し
ば
し
ば
こ
う
し
た
経
験
(権
力
に
よ
る
被
作
為
体
験
)
を
す
る
の
で
、

ど
の
社
会
を
生
き
る
人
び
と
も
、
権
力
に
つ
い
て
の
あ
り
あ
り
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
も

っ
て
い
る
。

問
題
は
、
権
力
の
拘
束
力
の
実
態
が
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

権
力
と
い
う
概
念
は
、
逆
説
的
で
あ
る
。

め
い
め
い
が
行
為
を
完
全
に
自
己
決
定
す
る
と
考
え
る
と
、

そ
こ
に
権
力
の
は
た

ら
く
余
地
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
不
本
意
(
い
や
い
や
)
で
あ

っ
て
も
、
行
為
は
本
人
に
選
択
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、

そ

の
限
り
で
、
本
人
は
自
発
的
に
権
力
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
逆
に
、
権
力
が
絶
対
的
で
、
人
び
と
の
意
思
を
ど
う
に
で
も
左
右

で
き
る
と
考
え
る
と
、
主
体
が
行
為
を
自
己
決
定
す
る
と
い
う
前
提
が
成
り
立
た
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。

そ
こ
で
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
権
力
の
拘
束
力
は
、
人
び
と
が
さ
ま
ざ
ま
な
身
体
と
し
て
集
ま
っ
て
生
き
て
い
る
と

い
う
事
実
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
。
こ
れ
を
、
行
為
連
関
の
総
体
と
し
て
と
ら
え
直
し
て
み
よ
う
。
ど
ん
な
行
為
も
、

い
ま
行

な
わ
れ
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
が
行
為
と
し
て
の
効
力
を
も
つ
た
め
に
は
、
そ
れ
以
前
に
生
起
し
た
い
く
つ
か
の
行
為
を
前
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提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
行
為
は
、

そ
の
総
体
を
数
え
つ
く
す
こ
と
は
で
き

さ
ら
に
ほ
か
の
行
為
を
前
提
と
し
、

な
い
。
す
な
わ
ち
、

そ
う
し
た
行
為
の
連
関
は
、

い
わ
ば
ひ
と
つ
の
地
平
(
過
去
の
社
会
)を
形
成
す
る
。
そ
し
て
、
動
か
し
が

た
い
も
の
と
し
て
、
現
在
の
行
為
を
拘
束
す
る
。

-回盟国軍司'

こ
う
し
た
行
為
の
連
関
は
、
意
味
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
事
実
的
で
あ
る
。
意
味
的
な
行
為
の
つ
な
が
り
は
、
〈
言
語
〉
と
し

い
っ
ぽ
う
、
事
実
的
な
行
為
の
つ
な
が
り
の
ほ
う
は
、
意
味
的
に
も
因
果
的
に
も
、
必
然
の
鎖
を
た

て
読
み
解
い
て
ゆ
け
る
。

ど
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ
る
行
為
は
、
そ
れ
を
行
な
う
も
行
な
わ
な
い
も
、
そ
れ
を
行
な
う
本
人
の
自
由
だ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
し
て
、

そ
の
行
為
が
す
で
に
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実
は
、

と
り
返
し
が
つ
か
な
い
。
過
去
に
行
為
し
た
人
び

と
の
自
由
が
事
実
と
し
て
集
積
し
た
結
果
、
か
え
っ
て
、

い
ま
行
為
す
る
人
間
の
自
由
を
限
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

行
為
を
取
り
巻
く
こ
の
よ
う
な
自
由
と
拘
束
と
が
混
じ
り
あ
っ
た
状
況
を
、
自
分
の
自
発
性
(
主
体
性
)
に
属
す
る
部
分
と
、

そ
れ
以
外
の
部
分
と
に
分
割
す
る
と
き
、
権
力
の
像
が
結
ば
れ
る
。
権
力
は
、
行
為
の
う
ち
自
分
が
支
配
し
切
れ
ず
、
意
味
的

な
必
然
性
(
規
則
)
に
も
因
果
的
な
必
然
性
に
も
還
元
で
き
な
い
領
域
に
与
え
ら
れ
た
名
称
で
あ
る
。

行
為
の
意
味
的
な
必
然
を
、
〈
言
語
〉
が
代
表
す
る
と
す
れ
ば
、
事
実
的
な
連
関
を
、
権
力
が
代
表
す
る
。
権
力
は
、
行
為
に

不
可
避
的
に
付
随
す
る
、
〈
言
語
〉
と
相
補
的
な
も
う
ひ
と
つ
の
様
相
な
の
だ
(
権
力
に
つ
い
て
の
関
連
し
た
議
論
が
、
橋
爪
、

九

九
六
に
も
あ
る
)
。

* 

性
な
ら
び
に
権
力
に
つ
い
て
の
仮
説
を
付
け
加
え
た
こ
と
で
、
〈
言
語
〉
に
注
目
す
る
社
会
の
記
述

・
分
析
は
、
そ
の
精
度
を

増
す
。
こ
う
し
た
仮
説
を
、
必
ず
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
付
け
加
え
る
仮
説
が
必
ず
性
な
ら
び
に

権
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
〈
言
語
〉
、
性
な
ら
び
に
権
力
が
、
身
体
の
相
互
関
係
を
規
定

し
、
社
会
を
秩
序
づ
け
て
い
る
と
い
う
仮
説
は
、

説
明
力
の
高
い
有
力
な
理
論
の
ひ
と
つ
に
育
ち
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
言
語
〉
・
性

・
権
力
を
、

社
会
の
主
要
な
作
用
素
と
想
定
す
る
理
論
構
想
を
、
私
は
、
記
号
空
間
論
と
よ
ん
で
い
る
。

2 

百
説
の
制
度
と
し
て
の
社
会

さ
て
、

行
為
の
集
積
で
あ
る
社
会
を
制
度
化
し
よ
う
と
す
る
場
合
、

言
語
が
本
質
的
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
な
ぜ
な
ら
、

表
現
定
理
を
あ
る
社
会
そ
れ
自
身
に
適
用
す
れ
ば
、

そ
の
社
会
の
行
為
連
関
を
言
語
の
意
味
連
関
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
社
会
の
あ
る
が
ま
ま
の
像
な
い
し
あ
る
べ
き
像
を
、

言
語
の
か
た
ち
で
表
現
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
言
語
は
、
そ

の
実
質
が
形
式
で
あ
る
の
で
、
時
間
の
経
過
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
、
身
体
に
対
し
て
そ
の
外
側
か
ら
規
範
と
し
て
は
た
ら
き

う
る
か
ら
で
あ
る
。

言
語
を
行
使
す
る
一
つ
ひ
と
つ
の
行
為
を
ふ
つ
う
、
言
葉
(
言
表

宮
。
ロ
の
か

な
い
し
発
話

ωug♀
)
と
い
う
。
ま
た
、
そ
れ

ら
の
集
積
を
、
言
説
(
全

ωscam凶)と
い
う
。
実
際
わ
れ
わ
れ
の
社
会
に
は
、
社
会
を
像
と
し
て
写
し
取
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
言

説
の
一
群
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
神
話
、
伝
承
を
は
じ
め
、
法
、
哲
学
、
宗
教
、
芸
術
、
情
報
、
科
学

:
:
と
い
っ
た
、

言
説
の
制
度
(
監
ω
2
3宮
内

5
2
-
z
z
oロ
ω)が
そ
れ
で
あ
る
。
(
吾
一
口
説
が
ど
の
よ
う
に
区
分
さ
れ
て
制
度
化
さ
れ
る
か
も
、
社
会

に
よ
っ
て
異
な
り
、
時
代

・
文
化
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
)
社
会
学
も
ま
た
、

そ
う
し
た
言
説
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
社
会
を

科
学
的
に
記
述

・
分
析
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
社
会
の
像
を
構
成
す
る
。

社
会
を
科
学
的
に
記
述
・
分
析
・
予
測
す
る
場
合
に
、
ま
ず
な
す
べ
き
こ
と
は
、

そ
の
社
会
(
を
構
成
す
る
行
為
連
関
)
の
構

造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
社
会
で
は
、
そ
れ
は
、

言
説
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
そ
の

社
会
構
造
が
、
ど
の
よ
う
な
言
説
の
制
度
で
あ
る
か
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
重
要
な
作
業
プ
ラ
ン
と
な
る
だ
ろ
う
。
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一
口
説
に
つ
い
て
の
考
察
は
、

さ
し
あ
た
り
、

つ
ぎ
の
課
題
群
に
整
理
で
き
る
。

言
説
編
成
(
込
町

2
5
Z
O
『O『

Bm界一
o
ロ
)
論
。

ー、ーー

ま
ず
、

個
々
の
言
表
が
ど
の
よ
う
に
言
説
に
組
織
さ
れ
る
か
を
解
明
す
る
、

れ
ま
で
、

レ
ヴ
ィ

H

ス
ト
ロ
ー
ス
の
神
話
論
理

(
5
1
y
o
-。
m
E
C
O
)
、
フ

l
コ
l
の
知
の
考
古
学
(
て

R
n
z
o
Z柱
。
門
町
包
〈
。
芝
、

そ
れ
以
外

私
の
宗
教
の
言
説
戦
略

(
E
ω
2円
ω一
語
巳
E
Z
m可
)
や
情
報
の
言
説
技
術
と
い
う
か
た
ち
で
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、

の
多
く
の
領
域
に
関
し
て
は
手
つ
か
ず
の
ま
ま
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
そ
く
し
て
、

言
説
編
成
の
あ
り
方
を
考
察
し
、

そ
の
簡
明
な
モ
デ
ル
を
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

出
す
こ
と
の
解
明
。

た
と
え
ば
、

〈
言
語
〉
と
性
や
権
力
と
が
輯
接
し
て
、

経
済
領
域
に
お
け
る
貨
幣
の
生
成
。
親
族
領
域
に
お
け
る
血
縁
の
生
成
。

そ
の
領
域
独
自
の
社
会
形
象
を
生
み

政
治
領
域
に
お
け

第
二
に
、

一
口
説
に
隣
接
す
る
領
域
に
お
い
て
、

作
用
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
、

社
会
理
論
の
見
通
し
を
き
わ
め
て
よ
く
す
る
。

こ
う
し
た
社
会
を
記
述
・
分
析
す
る
た
め
の
基
礎
的
な
諸
形
象
を
、

そ
し
て
、

も
っ
と
も
基
本
的
な
間
身
体
的

る
権
威
の
生
成
。

。

既
存
の
さ
ま
ざ
ま
な
連
字
符

〈
言
語
〉
派
社
会
学
の
理
論
的
立
場
の
も
と
に
統
合
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

社
会
学
を
、
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ヶ・ンシユタインの「言語ゲー

ム」の発想に依拠しつつ、さ

らにはハートやルーマンの法

王室命を媛用することで、法や

権力といった社会合調象の言

語的成り立ちを明らかiこする。

いわゆる「言語論的転回」の

成果をいち早〈取り入れたも

のとして必銃σト冊て・ある。
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橋爪大三郎
「言語ケ'ームと
社会理論J

勤草書房・ 1985年

おまけ
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械の生成3

われわれを叡り巻く世界は

r"言語ケ'ーム」の巨大な渦巻の

ようなものとして存召してL、

る。世界の中心をなすはずの

主体の形象もその中でのみ生

み出される。したがって主体

が言語を掌握するのてtまない。
むしろ逆に言語こそが主体を

担屋するのだ。本害はヴィト

支".

〈実訟，

会ーピミイ
ピ-夕、宇嘩.
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ル
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書
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書
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郎

拝
三
弘
刷
ω

馴
同
一
時

新
潮

『
哲
学
探
究
』
(
全
集

オロギーであり、家族内部の

分離主え岩出寺されれば原則的

に不要なものであること、「近

親相即コ菜止」は介離公岳う〈

家族内部に写像されたことの

効果であることなどが明ちか

にされる。さらにはフェミニ

スムの動きに言及する中で、

性愛倫理の彼岸への方向肋デ

模索される。「性愛そのものへ

の切実な感心に引き寄せられ

た人たち」におすすめσ>-fIITo

性愛とは自介が他者の身体

を欲する現象であり、人間は

他の動物よりも高度で複雑な

愛のかたちを持つ。本舎は、

この性愛をめぐる謎に社会科

学的な方法で迫ろうとする試

みである。そこでは「性愛の

分離公理J(=性愛領勤唱の

社会錦或から隔てられている

こと)を軸に、提要か現象す

るのは当該社会カ守主愛領域を

公宮守領或から分離したことの

帰結であること、協1)(1イデ


