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学
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化
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-
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
お
け
る
言
語
の
意
味
-

渡

辺

久

義

(
本
稿
は
三
〇
〇
枚
余
り
の
未
公
刊
の
論
文
の
序
論
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
切
り
離
し
て
も
批
判
の
対
象

に
な
り
得
る
性
質
の
も
の
と
考
え
る
の
で
、
あ
え
て
公
表
す
る
こ
と
に
し
た
。
)

序
論
問
題
提
起
と
そ
の
学
的
研
究
の
可
能
性

0
問
題
意
識
の
所
在
と
「
文
体
論
」

こ
こ
に
試
み
よ
う
と
す
る
論
考
は
、
そ
の
焦
点
が
明
確
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
副
題
に
言
う
と
お
り
、
そ
れ
は
専
ら
ヘ
ン
リ
ー
・

ジ
ェ
イ
ム
ズ
(
H
e
n
r
y
J
p
m
e
s
.
-
∽
お
⊥
巴
の
)
の
小
説
に
お
け
る
言
語
と
い
う
問
題
を
取
り
扱
お
う
と
す
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
語

な
い
し
文
体
が
い
か
に
興
味
あ
る
問
題
に
せ
よ
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
総
合
的
研
究
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
一
篇
の

研
究
報
告
で
足
り
る
問
題
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
あ
る
い
は
呈
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
が
こ
れ
を
曲
が
り
な
り
に
も

一
つ
の
本
の
形
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
。
一
つ
に
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
い
う
作
家
に
お
い
て
、
そ
の
言
語

(
あ
る
い
は
文
体
)
と
い
う
問
題
が
、
考
慮
の
比
重
に
お
い
て
大
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
純
粋
に
そ
の
特
性
の
記
述
に
と
ど
ま



る
と
し
て
も
、
優
に
一
冊
の
書
物
に
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
現
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
文
体
を
独
立
に
論
じ
た
い
く
つ
か
の

①

研
究
書
が
あ
る
。
ア
プ
ロ
ー
チ
の
い
か
ん
に
も
よ
る
が
、
こ
れ
は
た
と
え
ば
へ
、
、
、
ソ
グ
ウ
ェ
イ
(
や
は
り
文
体
が
問
題
に
な
る
作
家

で
あ
る
)
な
ど
に
つ
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
、
私
が
こ
れ
を
単
な
る
一
つ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
と
し
て
提
供
で
き
な
い
理
由
は
、
実
は
む
し
ろ
は
か
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
論
考
に
お
け
る
私
の
さ
さ
や
か
な
野
心
は
、
究
極
的
に
は
、
文
学
研
究
の
一
つ
の
モ
デ
ル
ー
最
も
一
般
的
な
問
題
に
か
か
わ
る

七

オ

リ

ー

ハ

イ

ポ

セ

シ

ス

理
論
と
、
特
殊
的
個
別
的
な
問
題
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
仮
説
と
の
中
間
的
存
在
と
し
て
の
-
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、

事
の
成
否
は
本
書
の
最
後
の
貢
を
ま
つ
は
か
な
く
、
そ
れ
も
著
者
た
る
私
の
判
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
私
の
狙
い
は
究
極
の

と
こ
ろ
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
一
般
的
応
用
へ
の
可
能
性
を
も
っ
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
研
究
で
あ
っ
て
、
単
な
る
個

別
作
家
研
究
と
し
て
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
研
究
で
は
な
い
。
表
題
に
で
な
く
副
題
の
方
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
名
を
う
た
っ
た
の
は
、
今
述
べ

た
よ
う
な
一
般
性
へ
の
照
準
と
い
う
含
み
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
も
っ
と
も
、
こ
の
表
題
が
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
、
自
信

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

な
お
こ
こ
で
、
な
ぜ
文
体
と
い
う
語
を
な
る
べ
く
避
け
て
言
語
と
い
う
語
を
使
う
か
に
つ
い
て
、
一
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

ス
タ
イ
ル

な
い
。
一
般
に
、
文
体
と
い
う
語
に
は
、
い
ろ
ん
な
情
緒
的
連
想
が
つ
き
ま
と
い
す
ぎ
る
。
し
か
も
こ
れ
ほ
ど
慈
意
的
に
用
い
ら
れ
、

従
っ
て
定
義
不
可
能
な
言
葉
も
な
い
だ
ろ
う
。
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ソ
ス
人
、
ビ
ユ
フ
ォ
ン
(
C
O
m
t
e
d
e
輝
已
詳
n
)
に
帰
せ
ら
れ
る

「
文
体
は
人
な
り
」
と
い
う
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
こ
の
語
の
曖
昧
さ
は
実
感
さ
れ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
文

体
と
い
う
概
念
は
、
言
語
の
非
本
質
的
な
面
、
装
飾
的
な
面
を
指
す
も
の
と
一
般
に
は
受
け
と
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、

文
体
こ
そ
言
わ
れ
る
こ
と
の
本
質
に
か
か
わ
る
も
の
だ
と
い
う
繰
り
返
さ
れ
る
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
従
っ
て
、
文
体

と
い
う
語
を
最
初
か
ら
了
解
ず
み
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
使
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
れ
を
全
く
使
わ
な
い
わ
け

文

学

と

文

化

の

間



文

学

と

文

化

の

間

一

八

に
は
い
か
な
い
。
い
か
に
曖
昧
と
は
い
え
、
文
体
と
い
う
概
念
で
と
ら
え
ら
れ
る
言
語
の
一
つ
の
レ
ベ
ル
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
語
を
捨
て
去
る
の
は
馬
鹿
げ
て
い
る
。

ヽ
ヽ

少
な
く
と
も
副
題
に
お
い
て
文
体
と
い
わ
ず
言
語
と
い
う
理
由
は
、
言
語
の
方
が
文
体
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
言
語
の
層
を
包
括
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
論
考
が
企
て
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
っ
た
多
元
的
・
重
層
的
な
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
語
の
研
究
で
あ
る
。

リ
ソ
グ
ウ
イ
ス
チ
イ
ク
ス

も
っ
と
も
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
の
層
と
い
っ
て
も
、
個
人
を
全
く
捨
象
し
た
言
語
一
般
の
問
題
、
す
な
わ
ち
「
言
語
学
」
の
方
向

に
む
か
っ
て
下
り
て
ゆ
く
つ
も
り
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
課
題
は
あ
く
ま
で
特
定
の
個
人
の
言
語
で
あ
る
。
特
定
の
個
人
の
言
語
と

は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
言
語
学
の
言
葉
で
い
え
ば
、
ラ
ン
グ
(
-
a
n
g
u
e
)
に
対
す
る
パ
ロ
ー
ル
(
p
害
0
1
e
)
、
す
な
わ
ち
現
実
に
観
察
可
能
な

現
象
で
あ
る
発
話
に
は
か
な
ら
な
い
。

ス
タ
イ
リ
ス
テ
イ
ク
ス

実
は
こ
こ
で
大
変
厄
介
な
問
題
が
生
ず
る
。
「
文
体
論
」
と
い
わ
れ
る
も
の
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
「
言
語
学
」
の
立
場

か
ら
言
え
ば
、
こ
の
パ
ロ
ー
ル
た
る
文
体
を
支
え
る
も
の
は
、
当
然
ラ
ン
グ
で
あ
っ
て
、
「
文
体
論
」
す
な
わ
ち
文
体
の
学
は
、
「
言

語
学
」
の
一
部
門
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
「
文
体
論
」
は
お
の
れ
を
「
言
語
学
」
の
属
領
た
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
科

学
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
一
方
に
お
い
て
、
文
体
(
あ
る
い
は
個
人
言
語
)
な
る
も
の
が
、
果
し
て
言
語
学
的
に
処
理

し
き
れ
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
反
省
が
な
さ
れ
る
。
文
体
は
、
必
ず
し
も
「
言
語
学
」
と
同
じ
規
律
に
服
す
る
こ
と
の
な
い
別
の

②

自
律
的
な
領
域
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。
文
体
に
つ
い
て
の
学
が
、
「
言
語
学
」
の
属
領
と
し
て

の
「
文
体
論
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
く
、
言
語
に
つ
い
て
の
学
が
、
す
べ
て
「
言
語
学
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
も

な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
文
学
研
究
あ
る
い
は
批
評
の
立
場
か
ら
は
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
文
体
が
言
語
学
的
=
「
科

学
的
」
説
明
に
よ
っ
て
片
附
く
と
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
文
学
研
究
者
な
い
し
文
芸
批
評
家
は
、
お
お
む
ね
文
体

を
扱
う
「
方
法
」
を
持
た
ず
、
こ
の
問
題
を
一
つ
の
学
た
ら
し
め
る
規
律
を
欠
い
て
い
る
。
彼
ら
は
文
体
を
儀
礼
的
に
問
題
に
す
る



こ
と
は
あ
っ
て
も
、
正
面
か
ら
取
り
上
げ
よ
う
と
は
し
な
い
。
従
っ
て
こ
の
領
域
は
、
言
語
学
者
の
側
か
ら
も
、
文
学
研
究
者
の
側

か
ら
も
敬
遠
さ
れ
る
曖
昧
な
領
域
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
両
者
の
問
に
は
、
冷
や
か
な
相
互
不
信
あ
る
い
は
無
責
任
な
互
敬
の
空
気

が
流
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
言
語
学
者
に
と
っ
て
の
大
義
で
あ
る
「
科
学
的
」
と
い
う
こ
と
が
、
文
芸
批
評
家
に

は
む
し
ろ
ペ
ジ
ョ
ラ
テ
ィ
ヴ
な
響
き
し
か
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
両
者
間
の
橋
渡
し
の
試
み
の
一
つ
で

あ
っ
た
セ
べ
ク
編
『
言
語
の
ス
タ
イ
ル
』
(
T
.
A
.
S
e
b
e
O
k
(
e
(
】
.
)
-
∽
隻
句
.
害
ト
音
等
式
♪
一
票
○
)
が
、
そ
の
意
図
は
多
と
す
べ
き
も
、

③

結
果
は
「
全
面
的
失
敗
」
で
あ
っ
た
と
評
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
物
語
る
。

文
学
研
究
家
に
と
っ
て
、
「
言
語
学
」
の
派
生
物
と
し
て
し
か
自
ら
を
考
え
な
い
「
文
体
論
」
が
、
い
か
に
退
屈
な
も
の
で
あ
る

か
を
示
す
一
つ
の
例
は
、
こ
の
方
面
の
比
較
的
新
し
い
書
で
あ
る
タ
ー
ナ
ー
の
『
文
体
論
』
(
G
.
W
.
T
u
r
n
e
r
-
悪
意
富
ぎ
ー
等
い
)
で

ス

タ

イ

ル

グ

ラ

マ

ー

あ
る
。
こ
の
本
で
は
、
文
体
は
文
法
と
対
置
さ
れ
(
こ
れ
は
や
は
り
パ
ロ
ー
ル
と
ラ
ン
グ
の
関
係
に
擬
せ
ら
れ
る
)
、
ス
タ
イ
リ
ス

テ
ィ
ク
ス
は
、
個
別
性
を
捨
象
し
た
普
遍
的
な
法
則
を
研
究
す
る
文
法
に
対
し
て
、
現
実
の
個
別
的
な
発
話
の
特
殊
性
を
研
究
す
る

も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
文
法
な
い
し
言
語
学
と
の
方
法
論
的
な
連
続
性
と
い
う
意
識
の
み
が
支
配
す
る
と
こ
ろ
で
、
い
っ
た
い
何

が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
結
局
そ
れ
は
、
か
く
か
く
の
情
緒
的
・
表
現
的
特
性
を
も
っ
た
個
人
言
語
と
い
っ
た
、
や
は
り
ひ
と
つ

の
抽
象
的
な
記
述
で
あ
り
、
そ
の
抽
象
性
を
次
第
に
減
じ
て
ゆ
け
ば
、
最
後
に
は
黙
っ
て
引
用
文
を
指
し
示
す
よ
り
は
か
な
い
と
い

う
皮
肉
な
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
著
者
自
身
が
認
め
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
文
体
論
の
基
底
そ
の
も
の
に
、
ひ
と
つ
の
不
確
定
性
原
理
を
見
出
す
。
そ
れ
は
そ
の
目
標
-
そ
れ
が
言
語
の
特

殊
性
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
ー
に
い
か
に
接
近
し
て
も
、
決
し
て
到
達
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
保
証
す
る
。
わ
れ
わ
れ

は
規
定
の
概
括
性
を
次
第
に
狭
め
て
い
く
だ
ろ
う
。
だ
が
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
概
括
す
る
と
、
引
用
す
る
以
外
に
な
す
べ
き
こ
と
は
残

文

学

と

文

化

の

間



文

学

と

文

化

の

問

二

〇

ら
な
く
な
る
。
学
問
的
批
評
家
が
詩
を
腐
蝕
さ
せ
て
無
味
乾
燥
な
評
釈
の
塵
に
し
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
る
文
学
愛
好
家
は
、
無

用
の
心
配
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
完
全
な
保
全
は
、
概
括
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
殊
性
を
つ
か
む
こ
と
が
不

可
能
で
あ
る
が
故
に
、
保
証
さ
れ
て
い
る
。

文
体
論
は
、
従
っ
て
、
そ
れ
が
つ
か
む
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
常
に
指
摘
し
た
り
照
明
し
た
り
し
な
が
ら
、
決
し
て
そ
れ
が

④

到
達
で
き
な
い
特
殊
性
を
取
り
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

世
に
も
奇
妙
な
論
理
が
こ
こ
に
は
見
ら
れ
る
。
文
体
論
は
そ
の
欠
点
が
ま
さ
に
長
所
だ
と
い
う
論
旨
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
な
い
し
袋
小
路
か
ら
の
脱
出
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
の
は
、
い
か
に
そ
れ
が
示
唆
に
す
ぎ
な
い
と
は
い
え
、

レ
オ
・
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ァ
ー
の
『
言
語
学
と
文
学
史
』
(
L
e
O
S
p
i
t
z
e
r
.
卜
㌻
叫
丈
を
5
.
旨
丸
い
叫
-
害
う
袈
告
デ
ー
曾
芯
)
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ァ
ー
の
提
唱
し
た
の
は
、
結
局
、
パ
ロ
ー
ル
た
る
文
体
を
享
え
る
も
の
を
ラ
ン
グ
の
中
に
で
な
く
、
別
の
コ
ン
テ

⑤

ク
ス
ト
の
中
に
見
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
の
主
張
を
今
直
接
引
用
に
よ
っ
て
示
す
の
は
差
控
え
る
が
、
そ
れ
は
結
局
、
わ
れ
わ
れ

の
言
葉
に
翻
訳
し
て
言
う
な
ら
ば
、
文
学
作
品
の
表
面
的
・
可
蝕
的
事
実
で
あ
る
文
体
は
、
そ
の
作
品
の
精
神
、
作
者
の
精
神
、
そ

し
て
ひ
い
て
は
そ
の
作
者
の
生
き
た
時
代
の
精
神
そ
の
も
の
と
「
構
造
」
的
・
有
機
的
に
つ
な
が
り
合
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
文
体
論
が
直
観
と
共
感
に
重
き
を
お
く
の
は
当
然
で
あ
り
、
反
対
者
か
ら
は
、
「
合
理
主
義
的
」
「
客
観
的
」

で
な
く
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
言
語
学
と
文
学
史
の
間
の
か
け
橋
」
を
渡
そ
う
と
す
る
試
み
は
、
あ
ま
り
に
強
引
に
過
ぎ
る
と
い
う
批

判
を
蒙
っ
た
の
は
い
た
し
方
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
の
示
唆
し
た
方
向
は
、
言
語
を
ひ
と
つ
の
生
命
を
も
っ
た
も
の
と

し
て
、
そ
の
内
部
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
点
で
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ソ
の
生
命
哲
学
が
、

今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
知
的
風
土
を
考
え
る
上
に
、
よ
か
れ
悪
し
か
れ
無
視
で
き
な
い
も
の
と
す
る
な
ら
、
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ァ
ー
の
言
語



の
生
命
的
把
鐘
も
同
様
の
意
味
に
お
い
て
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

⇔
文
体
に
対
す
る
問
い
か
け
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p
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i
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i
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e
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こ
れ
は
最
も
後
期
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
属
す
る
中
農
小
説
「
寂
蓼
の
ベ
ン
チ
」
(
。
T
h
e
B
e
n
c
h
。
h
D
e
s
O
-
p
t
i
O
n
∵
-
呂
豊
の
冒
頭
で

あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
文
体
と
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
難
解
な
後
期
の
文
章
が
必
ず
問
題
に
な
る
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
文
章
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
こ
の
よ
う
な
文
章
」
と
は
ど
の
よ
う
な
文
章
か
。
-
-
1
そ
れ

は
ひ
と
ま
ず
問
わ
な
い
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
文
章
の
特
徴
を
概
念
的
に
捉
え
る
観
点
は
い
く
ら
で
も
あ
り
う
る
。
文
章
の
形
体
か

ら
(
た
と
え
ば
捧
尾
文
と
か
)
、
全
体
的
な
印
象
か
ら
(
た
と
え
ば
「
意
識
の
流
れ
」
的
で
あ
る
と
か
)
、
あ
る
い
は
、
も
っ
と
感
覚

的
に
(
じ
れ
っ
た
い
文
章
、
と
い
う
の
も
一
つ
の
捉
え
方
で
あ
る
)
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
の
相
と
概
括
性
の
程
度
に
お
い
て
、
こ
の

ヽ
ヽ

文
章
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
そ
れ
は
今
問
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。
問
題
は
、
な
ぜ
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
こ
の
よ
う
な
文
章
を
書

文

学

と

文

化

の

間



文

学

と

文

化

の

間

二

二

ヽ
ヽ

い
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
こ
の
文
章
は
、
た
ま
た
ま
極
め
て
強
い
く
せ
を
持
っ
た
文
章
、
シ
ュ
ピ

ヽ
ヽ

ッ
ツ
ァ
ー
の
い
わ
ゆ
る
「
文
体
的
偏
差
」
(
s
t
y
-
i
s
t
i
c
d
e
く
i
註
。
n
)
の
著
し
い
文
章
で
あ
る
。
だ
が
私
は
、
文
体
に
対
す
る
こ
の
な
ぜ

と
い
う
問
い
を
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
文
章
に
向
か
っ
て
発
し
て
み
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
こ
の
問
い
は
馬
鹿
げ
た
問
い
だ
ろ
う
か
。

「
な
ぜ
あ
な
た
は
山
に
登
る
の
か
」
と
い
っ
た
問
い
に
類
す
る
無
用
の
問
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
肯
定
す
る
立
場
も
あ
ろ
う
。
文
体

論
の
任
務
は
、
与
え
ら
れ
た
表
現
の
仕
方
の
特
性
な
り
効
果
な
り
を
記
述
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
に
は
関
知

し
な
い
し
ま
た
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
が
脱
却
を
試
み
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
狭

隆
な
文
体
論
か
ら
な
の
で
あ
る
。

文
体
に
対
す
る
こ
の
「
な
ぜ
」
と
い
う
問
い
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
深
さ
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
問
い
で
あ
り
う
る
。
標
準
か
ら
の
逸
脱
、

つ
ま
り
「
文
体
的
偏
差
」
と
い
う
こ
と
の
み
を
文
体
的
事
実
と
見
る
考
え
方
か
ら
は
、
「
な
ぜ
あ
の
リ
ン
ゴ
だ
け
が
木
か
ら
落
ち
な

い
か
」
と
い
う
問
い
方
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
そ
も
そ
も
な
ぜ
リ
ソ
ゴ
が
木
か
ら
落
ち
る
か
」
と
い
う
問
い
が
あ

り
う
る
。
近
代
科
学
は
そ
う
い
う
問
い
を
発
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
に
も
ま
た
、
い
ろ

ん
な
レ
ベ
ル
が
あ
り
う
る
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
「
そ
れ
は
風
が
吹
い
た
か
ら
だ
」
と
答
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
は
勿
論
ま

ち
が
っ
た
答
え
で
は
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
事
の
本
質
に
か
か
わ
る
答
え
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
論
考
で
は
こ
の
次
元
で
の
考
察
を

捨
象
す
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
作
家
の
言
語
が
力
動
的
で
あ
る
の
は
そ
の
作
家
が
ス
ポ
ー
ツ
好
き
だ
っ
た
せ
い
だ
ろ
う
と
か
(
こ
れ

は
確
か
め
よ
う
が
な
い
)
、
ま
た
あ
る
作
家
の
言
語
に
法
律
用
語
が
異
常
に
多
い
(
こ
れ
が
「
文
体
的
偏
差
」
)
の
は
な
ぜ
か
、
と
い

う
問
い
に
対
し
て
、
そ
れ
は
彼
が
作
家
に
な
る
前
に
法
律
関
係
の
仕
事
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
た
め
だ
ろ
う
と
か
(
こ
れ
は
そ
の
伝

ヽ
ヽ

記
的
事
実
が
立
証
さ
れ
れ
ば
、
因
果
関
係
は
ほ
ぼ
確
実
だ
ろ
う
)
、
こ
の
作
家
の
こ
の
表
現
上
の
く
せ
は
、
彼
が
耽
読
し
た
こ
の
本

ヽ
ヽ

の
影
響
に
よ
る
も
の
だ
と
か
(
こ
の
仮
説
の
判
定
は
そ
の
く
せ
の
種
類
と
強
さ
の
程
度
如
何
に
よ
る
だ
ろ
う
)
、
そ
の
他
こ
の
種
の



文
体
的
考
察
、
つ
ま
り
「
な
ぜ
」
に
対
し
て
「
な
ぜ
な
ら
ば
」
と
す
ぐ
に
答
え
ら
れ
る
よ
う
な
単
純
な
因
果
論
的
考
察
は
、
わ
れ
わ

れ
の
問
題
意
識
の
外
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
仕
事
に
は
、
勿
論
そ
れ
な
り
の
価
値
は
あ
る
。
だ
が
、
「
な
ぜ
リ
ン
ゴ
が
木
か
ら
落
ち
る
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に

対
す
る
よ
り
根
本
的
な
回
答
は
、
「
風
が
吹
い
た
か
ら
」
で
は
な
く
て
、
万
有
引
力
(
の
仮
説
)
で
あ
る
。
あ
る
い
は
近
代
科
学
以

前
の
回
答
を
試
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
万
物
が
最
終
的
に
落
ち
着
く
所
に
落
ち
着
こ
う
と
す
る
過
程
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
目
的
因

グ
ア
リ
ツ
ド

に
よ
る
一
現
象
で
あ
る
。
(
こ
の
二
つ
の
説
明
は
、
全
く
異
な
っ
た
二
つ
の
宇
宙
観
の
対
等
に
有
効
な
説
明
で
あ
る
。
)

文
体
に
対
す
る
「
な
ぜ
」
と
い
う
こ
の
問
い
か
け
に
答
え
る
こ
と
は
、
実
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
論
考
が
か
な
り
の
紙

数
を
費
す
こ
と
を
見
込
ん
で
も
く
ろ
む
の
は
、
こ
の
問
い
の
底
知
れ
ぬ
深
み
と
広
が
り
の
中
へ
降
り
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問

い
か
け
は
、
最
も
深
い
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
現
象
学
的
問
い
か
け
で
あ
り
得
る
。
発
話
の
依
っ
て
来
た
る
根
源
、
通
常
問
い
の
対

象
に
さ
れ
な
い
言
語
の
基
底
部
を
問
う
と
い
う
意
味
に
お
い
て
。

こ
こ
で
一
つ
断
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
あ
の
よ
う
な
文
章
を
書
い
た
の
か
。
こ
の
問
い
は
生
理
学

や
臨
床
心
理
学
的
観
点
か
ら
の
解
答
を
誘
う
か
も
知
れ
な
い
。
つ
ま
り
ジ
ヱ
イ
ム
ズ
を
患
者
と
し
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
性
的
不
能
の
被
疑
者
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
と
あ
の
(
ヴ
ァ
イ
タ
リ
テ
ィ
に
欠
け
た
?
)
文
体
は
つ
な
が
り
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
仮
説
は
、
浅
い
因
果
関
係
で
な
く
、
フ
ロ
イ
ト
的
な
深
さ
を
持
っ
た
魅
力
あ
る
仮
説
か
も
知
れ
な
い
。

だ
が
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
は
全
く
無
縁
の
問
題
で
あ
る
。
か
り
に
(
こ
れ
は
あ
り
そ
う
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
)
、
多
く
の
臨
床
調

査
に
よ
っ
て
、
実
は
あ
れ
は
性
的
不
能
者
特
有
の
文
体
だ
っ
た
の
だ
、
と
い
う
立
証
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
わ
れ
わ
れ
に

は
無
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
一
つ
の
成
果
で
あ
っ
て
面
白
い
に
は
達
い
な
い
が
、
そ
の
事
実
が
文
体
論
や
文
芸
批
評
に

と
っ
て
代
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

文

学

と

文

化

の

間



文

学

と

文

化

の

閤

⇔
何
を
「
読
む
」
か
-
言
い
方
の
意
味
す
る
も
の

二
四

文
学
の
研
究
に
お
い
て
テ
キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
が
基
本
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
「
読
む
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
。
何
を
読
む
の
か
。
ま
ず
普
通
、
最
初
に
わ
れ
わ
れ
が
読
み
取
ろ
う
と
す
る
も
の
は
、
伝
達
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
意
味
内
容
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
文
学
作
品
で
あ
ろ
う
と
そ
う
で
な
い
普
通
の
文
書
で
あ
ろ
う
と
変
り
は
な
い
。
た
だ
後
者
の
場
合
は
普
通
、
意
味

内
容
が
頭
に
入
り
さ
え
す
れ
ば
、
あ
と
は
用
済
み
の
も
の
と
し
て
テ
キ
ス
ト
は
捨
て
ら
れ
る
。
前
者
の
場
合
で
も
、
あ
る
も
の
(
特

に
小
説
の
そ
れ
)
は
後
者
の
扱
い
を
受
け
て
よ
い
場
合
も
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
扱
い
を
受
け
て
な
ら
な
い
も
の
が
、
不
当
に
そ
の
扱

い
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
。
(
た
だ
し
、
こ
れ
は
価
値
論
に
な
る
か
ら
今
は
慎
重
に
こ
れ
を
避
け
た
い
。
こ
こ
で
は
価
値
論
抜
き
で

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

も
の
を
言
っ
て
い
る
。
)
こ
の
一
見
単
純
な
意
味
内
容
を
読
み
取
る
と
い
う
作
業
で
も
、
な
か
な
か
そ
の
か
ら
く
り
は
複
雑
な
の
で

あ
っ
て
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
(
R
O
-
a
ロ
d
出
a
ユ
h
e
s
)
が
『
S
/
Z
』
で
示
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
作
者
と
読
者
の
間
の
共
通
の
「
文

化
的
コ
ー
ド
」
が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
今
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
立
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。

文
学
作
品
の
場
合
、
通
常
わ
れ
わ
れ
は
伝
達
さ
れ
た
言
葉
の
意
味
だ
け
を
考
察
や
鑑
賞
の
対
象
に
す
る
の
で
は
な
い
。
も
し
そ
う

で
あ
れ
ば
、
詩
の
研
究
が
翻
訳
で
で
き
る
こ
と
に
も
な
る
。
散
文
の
場
合
で
も
本
当
は
同
じ
は
ず
だ
が
、
詩
の
場
合
が
一
番
は
っ
き

ヽ
ヽ

り
し
て
い
る
。
詩
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
日
常
的
な
意
味
で
の
意
味
内
容
だ
け
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
は
な
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、

そ
の
詩
作
品
か
ら
発
信
さ
れ
て
く
る
か
す
か
な
電
波
に
微
妙
に
自
ら
を
整
調
し
て
受
信
す
る
こ
と
だ
、
と
言
っ
た
の
は
C
・
デ
イ
・

ポ

デ

イ

ニ

フ

ソ

グ

エ

ツ

ジ

ヽ

ル
イ
ス
で
あ
る
。
詩
は
一
種
の
身
体
言
語
で
あ
っ
て
、
読
む
方
も
こ
れ
を
身
体
で
受
け
と
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
詩
を
読

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
詩
を
読
む
と
は
詩
を
体
験
す
る
こ
と
だ
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
散
文
文
学
の

場
合
で
も
本
来
は
同
じ
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。



今
述
べ
た
こ
と
は
、
文
学
作
品
の
鑑
賞
と
い
う
観
点
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
今
詩
の
読
み
方
に
つ
い
て
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
が
、

文
学
・
非
文
学
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
表
現
に
対
し
て
な
さ
れ
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
勿
論
、
文
学
作
品
で
な
い
も
の
を

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

鑑
賞
す
る
と
い
う
の
は
馬
鹿
げ
て
い
る
。
問
題
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
ち
ょ
う
ど
詩
を
読
む
と
き
に
そ
う
す
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

言
語
表
現
の
中
に
、
読
み
取
れ
る
も
の
の
幾
つ
か
の
層
が
見
分
け
ら
れ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
行
間
を
読
む
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
。
日
常
生
活
に
お
い
て
も
、
同
じ
こ
と
を
言
う
の
に
、
何
と
な
く
怒
気
を

ヽ
ヽ

含
ん
だ
言
い
方
と
、
ど
こ
と
な
く
や
さ
し
い
言
い
方
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
「
相
手
の
気

拝
を
読
む
」
と
わ
れ
わ
れ
は
言
う
。
こ
の
他
「
手
の
内
を
読
む
」
、
「
顔
色
を
読
む
」
、
「
先
を
読
む
」
等
々
の
表
現
が
あ
る
。
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
、
表
面
に
直
接
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
な
く
、
そ
の
下
に
隠
れ
た
も
の
を
見
抜
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
勿
論
、
「
読

む
」
と
い
う
動
詞
が
た
ま
た
ま
多
様
に
使
わ
れ
る
の
を
利
用
し
た
比
喩
に
過
ぎ
な
い
が
、
言
語
の
場
合
も
、
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

意
味
、
伝
達
内
容
の
意
味
の
は
か
に
、
言
い
方
の
意
味
す
る
も
の
が
あ
る
。

言
い
方
の
意
味
す
る
も
の
を
読
み
取
る
こ
と
1
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
た
仕
事
で
あ
る
。
し
か
し
与
え
ら
れ
た
文
章
の

中
に
何
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
何
が
聞
き
取
れ
る
だ
ろ
う
か
。
心
を
虚
し
く
し
て
耳
を
傾
け
れ
ば
何
か
が
聞
こ
え
て

く
る
、
な
ど
と
い
う
の
は
、
詩
の
鑑
賞
法
と
し
て
よ
く
聞
か
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
、
お
よ
そ
言
語
を
学
の
対
象
に
し
よ
う
と

す
る
者
の
言
う
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
出
発
点
は
や
は
り
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
文
体
の
手
ざ

わ
り
、
調
子
、
息
づ
か
い
と
い
っ
た
感
覚
的
な
も
の
、
及
び
そ
う
い
っ
た
も
の
を
全
体
性
の
中
に
位
置
づ
け
る
直
観
の
役
割
を
無
視

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の
権
利
を
認
め
る
こ
と
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
文
学
・
非
文
学
を
問
わ
ず
あ
ら
ゆ
る
言
語
表
現
に
つ
い
て
で
あ
る
。
た
だ
文
学
作
品
の
場
合
は
そ
う
で

な
い
場
合
に
比
べ
て
、
問
題
を
更
に
複
雑
に
す
る
要
因
が
上
乗
せ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
文
学
に
お
け
る
言
語
は
言

文

学

と

文

化

の

間



文

学

と

文

化

の

問

二

六

う
ま
で
も
な
く
、
す
べ
て
あ
る
効
果
を
狙
っ
た
言
語
で
あ
る
。
文
学
の
言
語
は
、
I
・
A
・
リ
チ
ャ
ー
ズ
(
I
・
A
・
R
i
c
h
a
r
d
s
)
に
従

っ
て
言
え
ば
、
「
指
示
」
の
言
語
で
な
く
「
喚
情
的
」
言
語
で
あ
る
。
文
学
作
品
の
場
合
、
だ
か
ら
、
聞
き
取
れ
る
も
の
の
層
が
更

に
厚
み
を
増
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
試
み
よ
う
と
す
る
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
語
分
析
に
か
な
り
の
紙
数

が
か
か
る
の
は
、
そ
の
要
因
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
情
緒
の
喚
起
を
狙
っ
た
の
で
な
い
「
指
示
」
の
言
語
の
場
合
に
も
、

そ
こ
に
聞
き
取
れ
る
も
の
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
方
の
意
味
す
る
も
の
が
読
み
取
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
発
話
を
支
え
、
そ
れ

を
可
能
な
ら
し
め
る
文
化
構
造
の
よ
う
な
も
の
、
書
い
て
い
る
人
間
の
根
本
的
な
位
相
の
よ
う
な
も
の
を
読
み
取
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
読
み
取
る
と
い
っ
て
も
、
鑑
賞
や
感
情
移
入
と
は
全
く
違
う
次
元
に
お
け
る
読
み
取
り
で
あ
る
。
文
体
に
対

す
る
現
象
学
的
問
い
か
け
と
先
に
言
っ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

画
構
造
の
概
念
と
そ
の
効
用

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
『
零
度
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
』
(
ト
へ
札
渇
と
私
書
礼
b
l
㌢
さ
訂
ミ
♪
-
¢
3
)
の
序
文
を
次
の
よ
う
に
始
め
て
い
る
。

エ
ベ
ー
ル
は
「
ペ
ー
ル
・
デ
ュ
シ
ェ
ー
ヌ
」
紙
の
記
事
を
い
つ
も
き
ま
っ
て
、
「
く
そ
」
と
か
「
ち
く
し
ょ
う
」
と
い
っ
た
類

ツ

一

一

フ

イ

エ

ツ

一

【

ヤ

レ

の
コ
ト
バ
で
は
じ
め
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
粗
野
な
口
調
は
別
に
何
も
意
味
し
は
し
な
か
っ
た
が
、
さ
し
示
し
て
は
い
た
。

コ

ミ

ユ

一

一

ケ

ユ

ク

ス

プ

リ

メ

何
を
か
?
あ
る
革
命
的
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
全
体
を
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ
は
も
は
や
単
に
伝
達
し
た
り
、
表
現
し
た

ラ
ソ
ガ
ー
ジ
ユ

り
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
言
語
の
か
な
た
の
も
の
を
強
い
る
の
が
機
能
で
あ
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
見
本
と
い
っ
て
よ
い
し
、

⑥

言
語
の
か
な
た
の
も
の
と
は
、
歴
史
で
あ
る
と
同
時
に
そ
こ
に
お
け
る
主
体
の
決
意
な
の
で
あ
る
。

バ
ル
ト
が
こ
こ
で
注
目
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
言
語
の
s
i
g
n
i
謡
r
の
機
能
で
な
く
、
s
i
g
n
a
-
e
r
の
機
能
、
つ
ま
り
言
い
方



の
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
記
述
文
体
論
や
文
学
鑑
賞
の
次
元
で
の
そ
れ
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ユ
ベ

ー
ル
(
l
g
q
u
e
S
H
か
b
c
r
t
フ
ラ
ン
ス
革
命
時
の
政
治
家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
)
の
文
章
は
、
単
に
「
粗
野
な
怒
気
を
含
ん
だ
文
体
」

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

と
い
っ
た
概
念
的
符
徴
を
つ
け
ら
れ
て
片
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
バ
ル
ト
が
問
題
に
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
文
体
の
特
徴

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

の
さ
し
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
発
話
す
る
主
体
の
位
相
、
書
く
と
い
う
行
為
の
歴
史
へ
の
か
か
わ

り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
エ
ベ
ー
ル
の
こ
う
い
う
文
章
表
現
に
よ
っ
て
相
対
的
に
浮
か
び
上
っ
て
く
る
の
は
、
そ
の
中
に
ど
っ
ぷ
り
と

漬
か
っ
て
自
ら
そ
れ
に
気
付
く
こ
と
の
な
か
っ
た
反
革
命
的
意
識
構
造
の
全
体
で
あ
る
。
(
エ
ベ
ー
ル
の
こ
の
文
体
は
い
わ
ば
、
文

ト

リ

ツ

ク

ス

タ

ー

化
人
類
学
者
の
い
わ
ゆ
る
「
道
化
」
の
役
目
を
果
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
)
バ
ル
ト
が
こ
の
よ
う
な
文
体
的
特
徴

の
中
に
読
み
取
る
の
は
、
相
対
化
さ
れ
た
二
つ
の
全
く
異
な
っ
た
意
識
構
造
の
間
の
断
層
で
あ
る
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
仮
説
的
に
問
う
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
的
発
話
に
お
い

て
、
そ
れ
を
支
え
る
文
化
構
造
な
い
し
無
意
識
の
精
神
構
造
を
、
そ
れ
自
ら
に
語
ら
せ
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
発
話
の

ヽ

ヽ

ヽ

内
容
よ
り
も
む
し
ろ
発
話
の
か
た
ち
が
そ
れ
を
物
語
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
が
国
に
面
白
い
言
い
方
が
あ
る
。
い
わ
く
「
問
う

に
落
ち
ず
し
て
、
語
る
に
落
ち
る
」
と
。
わ
れ
わ
れ
の
も
く
ろ
む
文
体
論
は
、
い
わ
ば
語
ら
し
め
て
落
と
す
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る

言
語
表
現
は
必
ず
何
ら
か
の
点
で
そ
の
「
馬
脚
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
発
話
す
る
当
人
が
深
く

そ
こ
に
根
ざ
し
て
い
な
が
ら
、
全
く
そ
れ
と
気
付
く
こ
と
の
な
い
精
神
構
造
な
い
し
文
化
構
造
が
、
何
ら
か
の
形
を
通
じ
て
自
ら
を

露
呈
す
る
か
ら
だ
。
そ
の
顕
著
な
例
は
、
最
近
よ
く
問
題
に
な
る
差
別
用
語
の
問
題
で
あ
る
。
糾
弾
さ
れ
る
の
は
、
発
せ
ら
れ
た
差

別
用
語
そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
れ
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
露
呈
さ
れ
た
差
別
的
体
質
、
す
な
わ
ち
無
意
識
の
差
別
的
文
化
構

造
で
あ
ろ
う
。
努
め
て
差
別
用
語
を
使
わ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
従
っ
て
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
差
別
糾
弾
者
が
発
話
の
中
に
混
入
し
た
差
別
用
語
を
通
じ
て
、
ま
た
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
が
エ

文

学

と

文

化

の

間



文

学

と

文

化

の

問

二

八

ベ
ー
ル
の
文
体
的
特
徴
(
「
粗
野
な
口
調
」
)
を
通
じ
て
読
み
取
る
も
の
は
、
等
し
く
、
そ
れ
を
支
え
そ
の
母
胎
と
な
っ
て
い
る
「
構

造
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
逆
に
言
え
ば
、
「
構
造
」
が
そ
の
よ
う
な
表
面
に
あ
ら
わ
れ
た
文
体
的
特
徴
を
通
じ
て
も
の
を
言
う
の

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
試
み
よ
う
と
す
る
文
体
論
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
文
体
的
特
徴
を
通
じ
て
の
「
構
造
」

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

の
読
み
取
り
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
文
体
を
微
視
の
世
界
と
巨
視
の
世
界
の
融
合
す
る
融
合
点
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が

可
能
だ
と
信
ず
る
。

と
こ
ろ
で
、
何
も
語
ら
な
い
文
体
と
い
う
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
何
の
特
徴
も
な
く
、
従
っ
て
何
も
さ
し
示
さ
な
い
文
体
と
い

う
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
白
紙
の
よ
う
に
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
発
話
と
い
う
も
の
が
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
仮
説
的
に

そ
う
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
と
信
ず
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
よ
い
例
は
、
い
わ
ゆ
る
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
文
体
で
あ
る
。
「
リ
ア

リ
ズ
ム
」
は
お
の
れ
の
現
実
把
握
が
全
く
客
観
的
・
不
偏
不
党
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
今
日
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
が
現
実
把

糎
の
一
つ
の
様
態
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
相
対
的
な
も
の
と
し
て
「
構
造
化
」
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
あ
の
冷
静
な
科
学
者
ぶ
っ
た
語
り
口
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
そ
の
母
胎
た
る
特
定
の
意
識
構
造
を
さ
し

示
す
明
瞭
な
指
標
で
あ
る
。
そ
の
意
識
構
造
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
れ
は
一
口
で
言
う
な
ら
ば
、
現
実
が
言
葉
や
元
素
に
還
元

し
得
る
と
い
う
、
一
時
代
・
一
文
化
圏
を
覆
っ
た
強
力
な
信
念
、
だ
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
括
弧
に
入
れ
ら
れ
た
精
神
構
造
で
あ

る
。

「
構
造
」
と
い
う
考
え
方
は
、
今
日
の
批
評
的
・
学
問
的
風
土
の
中
で
は
、
避
け
よ
う
と
し
て
も
避
け
ら
れ
な
い
も
の
に
な
っ
た

と
私
に
は
思
え
る
。
「
構
造
主
義
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
難
か
し
い
し
、
そ
の
能
力
も
私
に
は
な
い
。
し
か
し
、
当
面

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
価
値
の
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
直
接
表
層
に
あ
ら
わ
れ
た
事
実
の
、
浅
い
説
明
で
な
く
、
深
い
説
明
を
与
え
て
く

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ユ
ベ
ー
ル
の
毒
づ
く
よ
う
な
文
体
を
、
彼
の
そ
の
時
の
機
嫌
の
良
し
悪
L
や
性
格
に
よ
っ
て
説
明
す
る



の
も
一
つ
の
説
明
た
り
得
る
が
、
わ
れ
わ
れ
を
満
足
さ
す
説
明
で
は
な
い
。
そ
れ
は
エ
ベ
ー
ル
と
い
う
人
間
と
歴
史
と
を
同
時
に
見

失
っ
た
説
明
で
あ
る
。
人
間
と
歴
史
が
文
体
の
中
に
融
合
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
差
別
用
語
の
混
入
し
た
発
話
に
つ
い
て
、

そ
の
発
話
者
が
思
い
や
り
に
欠
け
る
人
間
な
の
だ
と
い
う
表
面
的
因
果
の
次
元
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
品
改
良
の
問
題
で

あ
っ
て
、
差
別
的
文
化
構
造
そ
の
も
の
は
問
題
の
地
平
に
上
っ
て
こ
な
い
こ
と
に
な
る
。
表
層
に
あ
る
事
実
が
本
当
の
意
味
で
「
説

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

明
」
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
そ
の
根
ざ
す
非
人
称
的
で
無
意
識
的
な
深
層
構
造
に
、
(
仮
説
的
に
)
結
び
つ
け
ら
れ
た
と
き
で
あ
る
。

発
話
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
文
体
的
特
徴
に
何
を
語
ら
せ
る
か
。
そ
れ
が
何
の
徴
侯
た
り
得
る
か
。
ウ
ォ
ー
ル
タ
ー
・
カ
ウ
フ
マ
ソ

(
W
已
t
e
r
K
E
f
m
呂
n
)
は
そ
の
著
『
宗
教
及
び
哲
学
批
判
』
(
C
蔓
キ
ミ
P
ご
ざ
茸
を
デ
昌
礼
包
ミ
蔓
草
ぎ
ー
害
∞
)
の
中
で
、
「
徴
候
的

⑦

意
味
」
(
s
y
m
p
t
O
m
註
c
m
e
巴
已
n
g
)
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
書
物
(
特
に
哲
学
書
)
の
深
い
読
み
方
を
教
え

る
本
で
あ
る
が
、
著
者
は
哲
学
書
の
中
で
述
べ
ら
れ
る
命
題
を
そ
れ
だ
け
切
り
離
し
て
解
釈
す
る
こ
と
の
危
険
を
指
摘
す
る
。
そ
れ

は
そ
の
書
物
の
全
体
的
な
論
理
展
開
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
こ
の
命
題
の
「
体
系
的
意
味
」

(
s
y
s
t
e
m
a
t
i
c
m
e
a
ロ
i
ロ
g
)
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
ま
だ
十
分
と
は
言
え
な
い
。
一
つ
の
命
題
は
そ
の
哲
学
者
の
著
作
活
動
の
発

展
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
「
発
展
的
意
味
」
(
d
e
く
e
-
。
P
m
e
n
t
a
-
m
e
a
n
i
n
g
)
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
で

も
ま
だ
そ
の
命
題
の
意
味
を
完
全
に
把
握
し
た
と
は
い
え
な
い
。
も
っ
と
大
き
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
、
つ
ま
り
そ
の
哲
学
者
の
生
き
て

い
る
時
代
の
時
代
精
神
、
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、
彼
の
生
き
て
い
る
時
間
的
・
空
間
的
文
化
圏
の
精
神
構
造
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

彼
の
言
葉
は
そ
う
い
っ
た
大
き
な
全
体
的
な
「
場
」
の
中
で
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
言
葉
は
そ
の

「
場
」
の
存
在
の
致
侯
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
の
言
う
「
徴
侯
的
意
味
」
と
は
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
次
元
で

の
意
味
と
は
、
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
内
容
よ
り
も
、
む
し
ろ
言
い
方
の
意
味
だ
ろ
う
。
使
わ
れ
る
用
語
や
表
現
法
自
体
が
一
つ
の

「
徴
侯
」
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
へ
ソ
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
語
の
中
に
探
ろ
う
と
す
る
も
の
の
一
つ
は
、
そ
の
よ
う
な
「
徴
侯

文

学

と

文

化

の

間



文

学

と

文

化

の

間

三

〇

的
意
味
」
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
「
体
系
的
意
味
」
、
「
発
展
的
意
味
」
を
探
る
こ
と
を
必
然
的
に
要
求
す
る
。

国
有
梯
体
と
し
て
の
ジ
ュ
イ
ム
ズ
の
言
語
-
概
観
的
序
説
伽

非
文
学
の
言
語
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
、
文
学
の
言
語
を
有
機
体
と
し
て
捉
え
よ
う
と
い
う
提
案
が
一
般
に
ど
ん
な
風
に
受
け

と
ら
れ
る
か
、
予
測
が
困
難
で
あ
る
。
当
然
す
ぎ
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
反
対
に
、
言
語
の
学
と
し
て
自
殺

行
為
と
言
わ
れ
る
か
、
全
く
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
後
者
の
立
場
か
ら
は
、
言
語
の
科
学
の
場
に
怪
し
げ
な
生
命
主
義
、
あ
る
い

は
言
霊
信
仰
め
い
た
も
の
を
持
ち
込
む
の
は
百
害
あ
っ
て
一
利
な
く
、
お
ま
け
に
。
m
u
r
d
e
r
t
O
d
i
s
s
e
c
t
:
な
ど
と
い
う
こ
と
を

金
科
玉
条
と
し
て
分
析
そ
の
も
の
を
軽
蔑
す
る
よ
う
で
は
全
く
話
に
な
ら
な
い
、
と
い
っ
た
受
け
と
り
方
を
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
言
語
を
有
幾
体
と
み
る
こ
と
が
非
科
学
的
だ
と
は
限
ら
な
い
。
逆
に
、
真
に
科
学
的
に
言
語
を
扱
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ

れ
を
有
機
体
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
絶
対
に
必
要
だ
と
い
う
考
え
方
も
可
能
で
あ
る
。
一
篇
の
詩
を
構
成
す
る
一
つ
一
つ
の
言
葉
が
、

そ
の
詩
の
全
体
的
生
命
の
「
場
」
の
中
で
生
か
さ
れ
、
逆
に
そ
の
詩
に
生
命
を
与
え
て
い
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
生
命
体
と
そ
の
細
胞

の
関
係
と
同
じ
で
は
な
い
か
。
細
胞
と
同
じ
く
詩
の
言
葉
も
有
機
体
と
考
え
る
こ
と
な
し
に
、
ど
う
し
て
そ
の
研
究
の
科
学
性
が
保

証
さ
れ
よ
う
か
。

い
ず
れ
の
言
い
.
分
が
正
し
い
か
、
こ
れ
だ
け
で
は
判
定
で
き
な
い
。
そ
れ
は
研
究
と
論
証
の
説
得
力
の
問
題
で
あ
っ
て
、
立
場
の

問
題
で
は
な
い
か
ら
だ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
私
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
語
と
い
う
も
の
を
思
い
え
が
く
と
き
、
そ
れ
は
何
で
あ
る
よ
り

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

も
ま
ず
一
つ
の
大
き
な
有
機
体
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。
有
機
体
と
し
て
捉
え
る
ま
で
も
な
く
、
有
機
体
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
文
学
作
品
の
言
語
を
有
機
体
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
の
は
新
し
い
考
え
で
な
く
、
前
に
触
れ
た
よ
う
に
、
レ
オ
・
シ
ュ

ピ
ッ
ツ
ァ
ー
の
示
唆
し
た
の
も
そ
の
方
向
で
あ
っ
た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。



か
く
し
て
、
ラ
プ
レ
ー
の
言
語
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
文
学
的
研
究
が
こ
れ
を
補
強
す
る
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
以
外
に
あ
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
言
語
は
「
内
な
る
形
式
」
の
外
に
あ
ら
わ
れ
た
結
晶
作
用
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
か
ら

プ
P
ツ
ト

だ
。
あ
る
い
は
別
の
比
喩
を
用
い
る
な
ら
ば
、
詩
的
創
造
物
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
有
機
体
の
「
言
語
」
「
思
想
」
「
筋
」

コ

ソ

ボ

ジ

シ

ぎ

ソ

⑧

「
構
成
」
等
の
ど
こ
を
切
ろ
う
と
も
、
同
じ
生
命
の
血
が
流
れ
て
い
る
の
だ
。

勿
論
、
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ァ
ー
の
見
解
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
一
つ
の
参
考
見
解
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
に
依
拠
し
て
研
究
を
進
め

る
わ
け
で
は
な
い
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
語
が
一
つ
の
巨
大
な
有
機
体
に
見
え
る
の
は
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
絡
み
あ
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
要
因
の
一
つ
一
つ
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
ゆ
く
の
が
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
文
学
に
お
い
て
言
語
と

い
う
も
の
の
占
め
る
役
割
が
、
恐
ら
く
他
の
い
か
な
る
作
家
の
場
合
よ
り
も
大
き
い
で
あ
ろ
う
こ
と
に
は
、
ほ
と
ん
ど
異
論
は
な
い

だ
ろ
う
。
な
ぜ
言
語
と
い
う
面
が
特
に
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
円
熟
期
」

と
い
わ
れ
る
後
期
の
あ
の
特
異
な
文
体
の
た
め
で
あ
る
。
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ァ
ー
は
「
言
語
」
「
思
想
」
「
筋
」
「
構
成
」
の
ど
の
入
り

口
か
ら
入
っ
て
も
同
じ
所
に
行
き
つ
く
は
ず
だ
、
と
い
う
仮
説
を
立
て
る
。
こ
れ
を
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
後
期
の
小
説
に
当
て
は
め
て
み

る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
「
言
語
」
「
思
想
」
「
構
成
」
は
入
り
口
か
ら
し
て
別
々
だ
と
は
思
え
な
い
。
こ
の
三
つ
は
始
め
か
ら
不
可

分
の
一
つ
の
も
の
で
あ
る
(
「
筋
」
は
さ
て
お
く
と
し
て
)
。
こ
れ
を
論
証
す
る
の
が
本
書
の
課
題
の
一
つ
に
な
る
わ
け
だ
が
、
と
も

か
く
も
こ
れ
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
語
の
有
機
性
の
一
要
因
で
あ
る
。

更
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
語
を
有
機
体
た
ら
し
め
る
要
因
は
、
彼
が
決
し
て
始
め
か
ら
あ
の
よ
う
な
文
章
を
書
い
た
わ
け
で
は
な
く

て
、
あ
の
文
体
は
初
期
か
ら
後
期
へ
か
け
て
微
妙
に
、
し
か
し
大
き
く
変
っ
て
い
っ
た
最
終
的
完
成
的
な
形
体
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

文

学

と

文

化

の

間



文

学

と

文

化

の

間

三

二

る
。
こ
れ
は
単
な
る
気
ま
ぐ
れ
や
偶
然
に
よ
っ
て
そ
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
単
な
る
趣
味
の
変
化
と
し
て
片
付
く
問
題
だ
ろ
う
か
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
文
体
が
自
ら
を
内
部
か
ら
律
す
る
一
つ
の
原
理
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

も
本
書
の
論
点
の
一
つ
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

彼
の
文
体
が
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
、
彼
が
言
語
芸
術
家
だ
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
小
説
家
が
み
な
言
語

芸
術
家
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
ま
れ
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
く
み
に
言
語
を
あ
や
つ
る
者
と
い
う
意
味
で
な
ら
、

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ミ

ー

デ

イ

ア

ム

た
い
て
い
の
小
説
家
は
言
語
芸
術
家
だ
ろ
う
。
私
の
い
う
意
味
は
、
い
わ
ば
本
能
的
に
言
語
を
芸
術
表
現
の
媒
体
に
す
る
者
、
と

で
も
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
、
す
ぐ
れ
た
言
語
の
使
い
手
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
疑
い

な
く
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
並
ぶ
言
語
芸
術
家
で
あ
る
が
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
場
合
は
そ
の
意
味
合
い
が
だ
い
ぶ
違
っ
て
い
る
。
彼
の
小

ヽ
ヽ

説
を
支
え
る
の
は
忍
耐
と
い
う
原
理
で
あ
っ
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
よ
う
な
自
然
に
成
長
し
た
植
物
の
よ
う
な
言
語
と
は
対
照
的
で
あ

る
。
こ
れ
も
ま
た
論
点
の
一
つ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
言
語
芸
術
家
だ
と
い
う
と
き
ま
た
私
は
、
彼
が
小
説
家
と
し
て
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
予
断
の
う
え
で
言
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
。
小
説
家
は
「
芸
術
家
」
な
ど
で
な
い
方
が
よ
ほ
ど
す
ぐ
れ
た
小
説
が
書
け
る
の
だ
、
と
い
っ
た
議
論
は
枚
挙
に
い

と
ま
が
な
く
、
ま
た
し
ば
し
ば
そ
う
い
っ
た
論
者
の
言
う
こ
と
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
引
き
合
い
に
出
し

て
そ
れ
が
言
わ
れ
る
と
き
、
お
そ
ら
く
論
者
の
頭
に
あ
る
意
識
的
な
芸
術
家
と
し
て
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
像
は
、
お
お
む
ね
ま
ち
が
っ

て
い
る
と
私
は
思
う
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
そ
ん
な
意
識
的
な
理
論
武
装
し
た
芸
術
家
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
理
論
や
形
式
が
先
に
立
っ

た
た
め
に
彼
の
小
説
が
駄
目
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
言
う
な
ら
、
彼
の
小
説
は
始
め
か
ら
駄
目
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
彼
が
小
説
家
と
し
て
大
き
な
欠
陥
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
こ
れ
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
の
よ
う
な
欠
陥
で
あ
る

か
、
ま
た
そ
れ
が
彼
の
言
語
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
か
、
こ
れ
も
論
点
の
一
つ
で
あ
る
。



ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

彼
の
文
体
が
有
機
体
だ
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
欠
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
文
章
が
す
ぐ
れ
て
い
る
た
め
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

よ
う
な
欠
点
を
よ
そ
に
し
て
文
体
的
成
長
を
遂
げ
た
た
め
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
欠
点
を
深
く
捲
き
込
み
な
が
ら
自
己
調
整
を
す

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

る
よ
う
に
成
長
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
後
期
の
文
体
の
秘
密
は
初
期
の
文
体
と
の
比
較
検
討
な
し
に
は
解
き
明
か
す
こ

と
が
で
き
な
い
。

何
時
代
と
文
化
的
土
壌
-
概
観
的
序
説
㈲

繰
り
返
し
て
言
う
な
ら
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
語
が
有
機
体
の
相
を
帯
び
て
見
え
る
の
は
、
そ
れ
が
外
部
か
ら
の
理
論
や
主
義
な
ど

に
よ
っ
て
で
な
く
、
試
行
錯
誤
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
結
局
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
使
い
手
た
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
芸
術
的
本
能
の
選
択

す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
自
律
的
に
動
い
て
い
く
か
ら
で
あ
り
、
更
に
そ
の
最
終
形
体
に
お
い
て
、
言
語
の
形
が
作
品
の
形
で
あ
る
よ

ぅ
な
、
つ
ま
り
言
語
が
作
品
そ
の
も
の
と
有
梯
的
に
不
可
分
で
あ
る
よ
う
な
状
態
を
作
り
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
(
こ
の
こ
と
の
論

証
が
本
書
の
第
二
早
を
な
す
は
ず
で
あ
る
。
)

し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
語
を
有
機
体
と
呼
ぶ
理
由
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
語
は
、
更

に
巨
視
的
に
見
る
な
ら
ば
、
よ
り
大
き
な
全
体
、
つ
ま
り
彼
の
置
か
れ
て
い
た
時
間
的
・
空
間
的
「
場
」
の
函
数
で
あ
る
。
つ
ま
り

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
語
は
、
彼
の
生
き
て
い
た
時
代
的
情
況
と
そ
の
根
ざ
し
て
い
た
土
壌
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
代
的
情
況
と
は
具
体
的
に
は
、
世
紀
の
変
㌢
目
(
「
世
紀
末
」
と
い
う
言
某
は
デ
カ
ダ
ン
ス
の
連
想
が

あ
る
か
ら
避
け
た
い
)
を
中
心
と
し
て
考
え
ら
れ
る
西
欧
全
般
に
お
け
る
精
神
的
風
土
で
あ
り
、
根
ざ
し
て
い
た
土
壌
と
は
ア
メ
リ

ヵ
文
学
と
い
う
土
壌
で
あ
る
。
(
「
土
壌
」
と
い
い
「
風
土
」
と
い
い
、
時
間
軸
を
捨
象
し
た
表
現
で
あ
っ
て
、
私
の
観
点
が
「
構

造
」
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
推
察
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
)

文

学

と

文

化

の

間



文

学

と

文

化

の

問

三

四

十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
始
め
へ
か
け
て
、
西
欧
思
想
の
各
分
野
、
す
な
わ
ち
芸
術
、
文
学
、
科
学
、
哲
学
等
に
共
通
の
あ

る
一
定
の
型
を
も
つ
思
考
様
式
の
革
命
が
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
文
学
に
は
あ
る
一
定
の
体
質
、
す
な
わ
ち
そ
の
見
か
け
の
多
様
性
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
一
定
の
共
通
因
数
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
小
説
に
お
け
る
言
語
は
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
指
し
示

す
「
徴
候
」
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
語
.
の
中
に
、
そ
う
い
っ
た
よ
り
大
き
な
文
化
的
「
構
造
」
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
文
体
は
微
視
的
な
も
の
と
巨
視
的
な
も
の
が
融
合
す
る
融
合
点
で
あ
る
。
レ
オ

・
シ
ュ
ピ
ヅ
ツ
ァ
ー
が
文
体
と
「
文
学
史
」
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
と
き
目
指
し
て
い
た
の
は
、
今
述
べ
た
よ
う
な
構
造
的
・

ヽ

ヽ

ヽ

函
数
的
な
つ
な
が
り
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
(
彼
の
著
書
の
題
が
「
言
語
学
と
文
学
史
」
で
あ
る
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。
)

ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
言
語
芸
術
家
だ
と
い
う
の
は
、
彼
が
そ
う
い
っ
た
よ
り
大
き
な
全
体
す
な
わ
ち
文
化
的
風
土
と
、
何
よ
り
も
ま
ず

言
語
を
通
じ
て
、
い
わ
ば
本
能
的
に
か
か
わ
ろ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
ェ
イ
ツ
に
つ
い
て
論
じ
な
が
ら
、
芸
術
家
は
自
己
に
忠

実
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
生
ま
れ
た
国
と
世
界
を
表
現
す
る
、
と
言
っ
た
の
は
T
・
S
・
エ
リ
オ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。
ジ
ェ
イ
ム

ズ
が
文
体
に
よ
っ
て
手
探
り
し
な
が
ら
進
ん
で
い
っ
た
そ
の
方
向
を
決
め
た
の
は
、
芸
術
家
の
本
能
的
な
審
美
的
選
択
で
あ
っ
た
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
は
同
時
に
、
無
意
識
あ
る
い
は
半
無
意
識
の
と
こ
ろ
で
、
お
の
れ
を
超
え
た
よ
り
大
き
な
全
体
を
表

現
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
芸
術
は
そ
の
根
を
持
た
な
い
で
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
彼
は
知
っ
て
い
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の

言
語
は
、
お
の
れ
の
根
ざ
す
べ
き
、
そ
し
て
お
の
れ
を
生
か
す
べ
き
全
体
性
を
常
に
さ
し
示
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
考
察
が
、
第
二
章
及
び
第
三
章
を
な
す
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
研
究
は
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
語
を
考
察
す
る
一
種
の
文
体
論
で
あ
る
が
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
方
法
論
的
素
描

か
ら
推
し
て
、
ひ
と
は
む
し
ろ
こ
れ
を
文
体
生
理
学
と
も
文
体
文
化
関
連
論
と
も
呼
ぶ
か
も
し
れ
な
い
。
呼
び
方
は
何
で
あ
っ
て
も



い
い
。
わ
れ
わ
れ
の
目
指
す
の
は
要
す
る
に
、
生
き
物
と
し
て
の
言
語
の
研
究
で
あ
る
。
結
局
そ
れ
は
言
語
の
言
語
内
的
事
実
に
と

ど
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
を
支
え
る
あ
ら
ゆ
る
個
人
的
・
文
化
的
背
景
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
個
人

言
語
の
研
究
に
関
す
る
限
り
、
そ
れ
以
外
に
方
法
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
始
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
研
究
の

意
図
は
、
究
極
の
と
こ
ろ
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
、
つ
ま
り
文
学
に
お
け
る
文
体
と
い
う
も
の
の
考
え
方
の
ひ
と
つ
の

フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
結
果
に
お
い
て
、
単
な
る
一
作
家
の
特
殊
性
の
研
究
に
し
か
な
ら
な
い

と
し
た
ら
、
こ
の
研
究
の
意
図
は
、
従
っ
て
半
分
し
か
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
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文
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に
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シ
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ッ
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ァ
ー
の
方
法
を
箇
条
書
に
ま
と
め
て
あ
る
の
で
紹
介
し
て
お
く
。

1
批
評
は
作
品
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
。

2
作
品
は
す
べ
て
ひ
と
つ
の
全
体
で
あ
る
。

3
ど
ん
な
細
部
で
も
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
た
よ
り
に
し
て
作
品
の
中
心
へ
は
い
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

4
ひ
と
は
直
観
に
よ
っ
て
作
品
の
な
か
へ
は
い
り
込
む
。

5
こ
う
し
て
再
構
成
さ
れ
た
作
品
は
、
ひ
と
つ
の
総
体
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
。

6
こ
の
よ
う
な
研
究
が
文
体
論
で
あ
り
、
そ
れ
は
言
語
上
の
特
色
を
出
発
点
と
す
る
。

7
特
性
的
な
特
色
と
は
、
個
人
的
な
文
体
的
偏
差
で
あ
る
。
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8
文
体
論
は
共
感
の
批
評
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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