
75 人工的言語を失った人間は表現的なのか

は
じ
め
に

ト
マ
ス
・
リ
ー
ド
は
言
語
を
「
他
人
に
自
ら
の
思
考
、
意
図
、
目
的
、

欲
望
を
伝
達
す
る
た
め
に
人
類
が
用
い
る
、あ
ら
ゆ
る
記
号
」（IH

M
51

）

と
み
な
し
た
。
こ
こ
で
は
、
世
界
に
存
在
す
る
事
物
や
心
の
な
か
の
概

念
に
対
す
る
ラ
ベ
ル
付
け
よ
り
む
し
ろ
、
他
人
へ
の
伝
達
を
主
目
的
と

し
た
言
語
観
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
彼
の
言
語
に
つ
い
て
の
議

論
は
し
ば
し
ば
現
代
的
な
言
語
論
と
関
連
付
け
ら
れ
て
き
た
。
言
語
行

為
論
と
結
び
付
け
る
形
で
リ
ー
ド
の
社
会
的
な
心
の
働
き
を
紹
介
し
た

レ
ー
ラ
ー
の
議
論
（Lehrer 1989:93

）
や
、
彼
の
議
論
を
デ
ィ
ヴ
ィ

ド
ソ
ン
の
好
意
の
原
理
の
先
取
り
と
し
て
解
釈
す
る
ア
リ
ー
の
議
論

（A
rye 2016

） 

は
そ
の
一
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
近
年
で
は
こ
れ
ま
で

未
公
刊
だ
っ
た
原
稿
が
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
版
全
集
と
し
て
公
刊
さ
れ
る
な

か
、
他
人
と
の
言
論
の
基
礎
と
な
る
リ
ー
ド
自
身
の
言
語
に
つ
い
て
の

考
え
方
、
特
に
彼
が
『
常
識
原
理
に
基
づ
く
人
間
精
神
の
探
求
』（
以

下
『
探
求
』
と
略
記
）
で
と
り
あ
げ
た
自
然
的
言
語
（natural lan-

guage

）
と
人
工
的
言
語
（artificial language

）
の
区
別
に
つ
い
て
も

研
究
が
進
ん
で
い
る
（e.g. C

openhaver 2020

）。
こ
こ
で
リ
ー
ド
は

私
た
ち
が
普
通
「
言
語
」
と
呼
ぶ
英
語
や
日
本
語
と
い
っ
た
言
語
を
人

工
的
言
語
、
人
工
的
言
語
以
前
に
人
々
が
表
情
や
声
色
、
挙
措
で
他
人

に
自
分
の
考
え
を
伝
え
る
言
語
を
自
然
的
言
語
と
呼
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
リ
ー
ド
の
言
語
論
に
注
目
す
る
流
れ
が
あ
る
と
言
っ
て

も
、『
探
求
』
で
彼
が
残
し
た
不
可
解
な
記
述
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
あ
ま
り
注
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
当

時
の
人
工
的
言
語
に
あ
ふ
れ
た
世
界
が
自
然
的
言
語
の
腐
敗
を
招
い
て

い
る
こ
と
を
危
惧
し
、
人
工
的
言
語
を
廃
止
す
る
こ
と
が
雄
弁
家
や
画

家
を
生
み
出
す
こ
と
に
繋
が
る
と
、
一
見
し
て
奇
妙
な
主
張
を
残
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
『
探
求
』
に
お
け
る
二
つ
の
言
語
の
議
論
は
、
そ
の
後

こ
の
主
張
を
解
説
す
る
形
で
は
展
開
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は

中　

元　

洸　

太

人
工
的
言
語
を
失
っ
た
人
間
は
表
現
的
な
の
か

―
―
ト
マ
ス
・
リ
ー
ド
と
言
語
の
改
善
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リ
ー
ド
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
主
張
を
し
た
の
か
を
、
残
さ
れ
た
彼
の
講

義
ノ
ー
ト
な
ど
か
ら
整
合
的
に
読
み
解
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
特
に

こ
こ
で
は
、
彼
が
二
つ
の
言
語
が
改
善
す
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
手

掛
か
り
に
、
人
工
的
言
語
が
廃
さ
れ
た
あ
と
何
が
起
こ
る
と
リ
ー
ド
は

考
え
て
い
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
解
釈
を
試
み
た
い
。『
探
求
』
の

ご
く
わ
ず
か
な
部
分
を
担
う
主
張
を
整
合
的
に
捉
え
る
こ
と
は
、
翻
っ

て
彼
の
言
語
論
の
持
つ
構
造
を
改
め
て
整
理
す
る
こ
と
に
も
繋
が
る
だ

ろ
う
。

以
下
で
は
ま
ず
、
第
1
節
で
『
探
求
』
に
み
ら
れ
る
二
つ
の
言
語
の

基
本
的
な
特
徴
づ
け
を
確
認
し
た
う
え
で
、
先
述
し
た
問
題
の
記
述
を

示
し
『
探
求
』
の
内
容
に
即
し
て
解
釈
す
る
。
し
か
し
『
探
求
』
に
は
、

「
雄
弁
家
」
の
よ
う
な
実
践
的
で
技
巧
的
な
言
語
使
用
に
つ
い
て
多
く

の
言
及
が
な
い
。
そ
こ
で
第
2
節
で
は
彼
の
講
義
ノ
ー
ト
を
参
考
に
し

な
が
ら
、
二
つ
の
言
語
が
「
雄
弁
」
と
い
う
実
践
的
な
言
語
使
用
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
か
を
整
理
す
る
。
こ
こ
で
は
二
つ
の
言

語
が
雄
弁
家
の
目
的
に
応
じ
て
相
補
的
に
雄
弁
を
構
成
す
る
様
が
確
認

さ
れ
る
。
第
3
節
で
は
リ
ー
ド
が
二
つ
の
言
語
の
発
達
を
二
通
り
の
形

で
捉
え
、
特
に
実
践
家
に
よ
る
改
善
を
重
ん
じ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

こ
れ
ら
の
考
察
を
踏
ま
え
て
最
後
に
再
び
『
探
求
』
に
お
け
る
リ
ー
ド

の
記
述
を
見
直
し
、
問
題
と
な
っ
た
彼
の
主
張
は
自
然
的
言
語
の
単
な

る
回
復
を
う
た
っ
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
自
然
的
言
語
に
立

ち
返
る
こ
と
で
人
々
が
再
び
二
つ
の
言
語
の
健
全
な
関
係
を
取
り
戻
す

こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
解
釈
を
示
す
。

1
．
人
工
的
言
語
の
廃
止
？

今
日
「
自
然
的
言
語
」
と
は
英
語
や
日
本
語
の
よ
う
な
日
常
会
話
で

用
い
ら
れ
る
言
語
、「
人
工
的
言
語
」は
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
や
ジ
ョ
ー
ジ
・

オ
ー
ウ
ェ
ル
の
『
一
九
八
四
年
』
に
出
て
く
る
「
ニ
ュ
ー
・
ス
ピ
ー
ク
」

の
よ
う
に
、
既
存
の
言
語
の
ほ
か
に
新
し
く
人
工
的
に
作
ら
れ
た
言
語

を
指
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
自
然
的
言
語
と
人

工
的
言
語
の
区
別
は
先
述
の
通
り
、
リ
ー
ド
に
お
い
て
は
異
な
る
意
味

を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
区
別
は
人
間
の
五
感
を
分
析
す
る
『
探
求
』
の

「
聴
覚
に
つ
い
て
」
で
、
二
種
類
の
記
号
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
持
ち

込
ま
れ
る
。

第
一
に
、
そ
の
記
号
を
使
用
す
る
人
々
の
間
で
契
約
や
同
意
に

よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
た
意
味
し
か
持
た
な
い
よ
う
な
記
号
。
第

二
に
、
あ
ら
ゆ
る
契
約
や
同
意
に
先
立
っ
て
、
誰
も
が
自
ら
の
本

性
の
原
理
に
よ
っ
て
理
解
す
る
よ
う
な
意
味
を
持
つ
よ
う
な
記
号
。

言
語
は
、
そ
れ
が
人
工
的
な
記
号
か
ら
成
る
場
合
な
ら
人
工
的
言

語
と
、
自
然
的
記
号
か
ら
成
る
場
合
な
ら
自
然
的
言
語
と
呼
ば
れ

る
だ
ろ
う
。（IH

M
51

）

こ
こ
で
リ
ー
ド
は
自
然
的
言
語
を
「
事
前
の
同
意
が
な
く
と
も
人
類
に

了
解
さ
れ
る
記
号
」、
人
工
的
言
語
を
「
事
前
の
同
意
が
あ
っ
て
初
め

て
了
解
さ
れ
る
記
号
」
と
し
て
区
別
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
誰
か
が
こ

ち
ら
を
睨
み
凄
み
の
あ
る
声
で
迫
っ
て
く
る
様
子
を
見
れ
ば
、
お
そ
ら

く
相
手
が
大
抵
ど
の
よ
う
な
地
域
の
人
で
あ
れ
、
そ
の
人
が
怒
っ
て
い
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る
の
だ
と
私
た
ち
は
考
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
表
情
や
声
色
、
挙
措

が
自
然
的
言
語
に
該
当
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
《яблоко

》

と
い
う
言
葉
が
何
を
意
味
す
る
か
は
、
あ
く
ま
で
私
た
ち
の
同
意
に

よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
今
日
の
私
た
ち
が
「
言
語
」
と
呼
ぶ
、

人
工
的
な
記
号
の
体
系
が
人
工
的
言
語
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

リ
ー
ド
は
さ
ら
に
、
二
つ
の
言
語
の
う
ち
自
然
的
言
語
が
人
工
的
言

語
に
先
立
つ
だ
け
で
は
な
く
、
人
工
的
言
語
を
発
明
す
る
た
め
の
必
要

条
件
で
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
た
定
義
を
前
提
し
て
、
も
し
人
類
が
自
然
的
言
語
を
欠
い

て
い
た
な
ら
ば
、
人
々
は
理
性
と
才
知
に
よ
っ
て
人
工
的
言
語
を

発
明
し
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
証
明
で
き
る
と
思
う
。

と
い
う
の
も
、
あ
ら
ゆ
る
人
工
的
言
語
は
あ
る
記
号
に
あ
る
意
味

を
結
び
付
け
る
何
ら
か
の
契
約
や
同
意
を
想
定
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
人
工
的
記
号
の
使
用
以
前
に
契
約
や
同
意
が
必
要
と
な

る
。
し
か
し
、
記
号
や
言
語
な
く
し
て
契
約
や
同
意
は
あ
り
え
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
人
工
的
言
語
が
発
明
さ
れ
う
る
以
前
に
自
然

的
言
語
が
あ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。（IH

M
51

）

自
然
的
言
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
こ
そ
、
人
工
的

言
語
は
発
明
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
、
共
通
の
言
語
を
持
た

な
い
人
た
ち
の
間
で
ど
の
よ
う
な
活
動
が
行
わ
れ
る
か
を
想
像
す
れ
ば

よ
い
。
た
と
え
ば
航
海
者
は
見
知
ら
ぬ
海
岸
に
辿
り
着
い
て
、
自
分
た

ち
と
同
じ
言
語
を
知
ら
な
い
人
々
と
も
互
い
に
友
好
を
感
じ
取
り
、物
々

交
換
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（cf. LR

F
47

）。
彼
ら
が
あ
る
も
の
を
指

示
し
て
声
を
出
し
た
り
、
航
海
者
が
そ
れ
に
対
し
頷
い
た
り
す
る
な
か

で
、
共
通
の
人
工
的
言
語
を
生
み
出
す
契
機
を
得
る
の
で
あ
る
。（
1
）

も
ち
ろ
ん
、
自
然
的
言
語
が
人
工
的
言
語
を
生
み
出
せ
ば
前
者
が
無

用
の
長
物
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
私
た
ち
が

相
手
の
表
情
や
声
色
を
感
じ
取
り
な
が
ら
他
人
と
会
話
を
し
て
い
る
と

い
う
事
実
か
ら
も
了
解
で
き
る
。と
こ
ろ
が
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、リ
ー

ド
が
よ
り
過
激
な
仕
方
で
自
然
的
言
語
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

市
民
生
活
の
洗
練
が
自
然
的
言
語
の
欠
陥
を
補
う
の
で
は
な
く
そ

れ
を
根
こ
そ
ぎ
に
し
て
し
ま
い
、
退
屈
で
生
気
を
欠
く
無
意
味
な

分
節
音
や
、
大
し
た
こ
と
の
な
い
文
字
の
殴
り
書
き
に
し
て
し

ま
っ
た
の
は
何
と
も
残
念
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。〔
…
…
〕

し
か
し
こ
れ
が
人
工
的
言
語
の
完
成
な
ら
ば
、
確
か
に
そ
れ
は
自

然
的
言
語
の
腐
敗
な
の
で
あ
る
。（IH

M
52

）

分
節
音
の
使
用
と
書
き
言
葉
を
人
類
の
間
で
一
世
紀
廃
止
し
て
み

よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
誰
も
が
絵
描
き
、
役
者
、
雄
弁
家
と
な
る

だ
ろ
う
。
そ
ん
な
こ
と
が
実
践
可
能
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
し
、
も
し
可
能
だ
と
し
て
も
、
そ
の
利 

益
が
失
う
も
の
と
釣
り

合
う
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
人
び
と
が
本
性
と
必
要
性
に

よ
っ
て
互
い
に
話
し
合
え
ば
、
彼
ら
は
自
分
の
こ
と
を
分
か
っ
て

も
ら
う
よ
う
に
す
る
た
め
、
自
ら
の
能
力
に
あ
た
う
限
り
あ
ら
ゆ

る
手
段
を
用
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。（IH

M
53

）
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最
初
の
引
用
で
は
、
無
意
味
な
分
節
音
や
文
字
の
殴
り
書
き
が
、
明
ら

か
に
人
工
的
言
語
と
結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
引
用
は
人
工
的
言

語
の
完
成
が
自
然
的
言
語
の
腐
敗
に
な
る
と
訴
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

次
の
引
用
で
は
こ
う
し
た
人
工
的
言
語
の
廃
止
が
提
案
さ
れ
、
こ
れ
に

よ
っ
て
誰
も
が
絵
描
き
や
役
者
、
雄
弁
家
に
な
る
と
い
う
主
張
が
な
さ

れ
る
。
人
工
的
言
語
を
失
っ
た
人
々
が
互
い
に
「
話
し
合
」
う
た
め
に

は
自
然
的
言
語
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
彼
は
人
工
的
言
語
を
排
し
た

自
然
的
言
語
の
復
興
こ
そ
が
、
絵
描
き
や
雄
弁
家
の
誕
生
に
つ
な
が
る

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

引
用
が
示
す
通
り
リ
ー
ド
は
反
実
仮
想
的
に
こ
の
提
案
を
し
て
い
る

も
の
の
、
そ
れ
で
も
大
胆
に
み
え
る
こ
の
発
言
は
、
当
時
の
一
読
者
に

も
同
じ
よ
う
に
映
じ
た
ら
し
い
。『
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
レ
ビ
ュ
ー
』
誌

の
匿
名
の
レ
ビ
ュ
ワ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
の
エ
ス
キ
モ
ー
や
ア
フ
リ
カ
の

黒
人
を
例
に
挙
げ
て
、
書
き
言
葉
や
分
節
音
に
よ
る
発
音
を
持
た
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
の
な
か
に
絵
描
き
や
雄
弁
家
が
い
る
と
は
聞
い

た
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
彼
は
、「
こ
の
点
に
つ
い
て
博
士
の

推
論
に
同
意
す
る
こ
と
は
人
の
常
識
を
ぎ
ょ
っ
と
さ
せ
る
だ
ろ
う
」
と

さ
え
述
べ
て
い
る
（A

nonym
ous 1764: 326

）。
レ
ビ
ュ
ワ
ー
の
推
論

は
そ
も
そ
も
、
エ
ス
キ
モ
ー
や
黒
人
が
人
工
的
言
語
、
絵
画
や
雄
弁
を

欠
く
と
断
じ
て
い
る
点
で
今
日
の
私
た
ち
に
は
間
違
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
た
だ
そ
れ
で
も
、
人
工
的
言
語
の
廃
止
が
多
大
な
犠
牲
を

払
っ
て
雄
弁
家
を
生
み
出
す
と
い
う
の
は
確
か
に
奇
妙
な
話
で
、
あ
た

か
も
英
語
と
い
う
人
工
的
言
語
に
よ
っ
て
著
作
を
も
の
す
る
著
者
自
身

が
自
分
の
使
う
道
具
を
放
棄
し
て
し
ま
い
た
い
か
の
よ
う
な
感
さ
え
受

け
る
。（
2
）

も
っ
と
も
、『
探
求
』
の
前
後
の
文
脈
を
捉
え
る
限
り
、
リ
ー
ド
の

意
図
は
自
然
的
言
語
を
欠
い
た
人
工
的
言
語
が
「
表
現
的
」
で
は
な
い

こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
だ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

人
工
的
言
語
は
指
示
す
る
も
の
の
、
表
現
は
し
な
い
。
人
工
的
言

語
は
代
数
記
号
が
そ
う
す
る
よ
う
に
知
性
に
向
か
っ
て
語
る
が
、

情
念
、
情
感
、
そ
し
て
意
志
は
そ
れ
を
聞
か
な
い
。
そ
れ
ら
が
注

意
を
向
け
従
順
と
な
る
自
然
の
言
語
に
お
い
て
私
た
ち
が
語
り
か

け
る
ま
で
、
そ
れ
ら
は
眠
っ
て
不
活
性
の
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

（IH
M
53

）

こ
の
引
用
を
見
る
限
り
、
二
つ
の
言
語
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
職
分
を

担
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
つ
ま
り
リ
ー
ド
は
人
間
の
心
が
持
つ
能

力
を
知
的
・
活
動
的
能
力
と
二
つ
に
区
分
す
る
が
、
人
工
的
言
語
は
代

数
記
号
の
よ
う
に
知
的
能
力
に
、
自
然
的
言
語
は
表
現
的
に
情
念
や
意

志
と
い
っ
た
活
動
的
能
力
に
語
り
か
け
る
よ
う
に
み
え
る（
3
）。
し
か

し
リ
ー
ド
の
奇
妙
な
主
張
を
め
ぐ
る
議
論
は
こ
れ
以
上
『
探
求
』
や
以

後
の
著
作
の
な
か
で
は
展
開
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
次
節
で
は
今
日
の

全
集
に
残
さ
れ
た
雄
弁
に
つ
い
て
の
講
義
ノ
ー
ト
を
も
と
に
、
リ
ー
ド

が
人
工
的
言
語
を
排
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
と
考
え
た
「
雄
弁
家
」
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
か
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
実

践
的
な
側
面
か
ら
彼
の
二
つ
の
言
語
へ
の
態
度
を
探
っ
て
み
た
い
。

2
．
雄
弁
の
分
類

リ
ー
ド
が
生
き
た
時
代
は
、
ベ
ー
コ
ン
や
デ
カ
ル
ト
の
影
響
を
受
け
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た
近
代
科
学
が
発
展
し
、
様
々
な
研
究
が
進
ん
で
い
だ
時
期
で
も
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
近
代
科
学
の
進
展
は
、
既
存
の
論
理
学
や
修
辞
学
に
対

し
て
二
つ
の
方
向
転
換
を
要
求
し
た
。
ひ
と
つ
は
形
式
的
で
新
し
い
知

識
の
発
見
に
役
立
た
な
い
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
流
の
三
段
論
法
の
論
理
学

を
見
直
し
、
科
学
的
な
探
求
を
行
う
う
え
で
役
に
た
つ
新
し
い
帰
納
的

な
論
理
学
を
考
え
る
こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
は
こ
う
し
た
論
理
学
と
セ
ッ

ト
で
、
装
飾
的
に
言
葉
を
用
い
る
の
で
は
な
く
厳
密
さ
や
正
確
さ
、
簡

明
さ
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
修
辞
を
新
し
く
提
出
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
近
代
に
お
け
る
論
理
学
・
修
辞
学
再
編
の
動
き
は

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
も
広
が
り
、
リ
ー
ド
や
、
彼
の
同
郷
人
の
ダ
ン
カ

ン
や
キ
ャ
ン
ベ
ル
に
も
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（H

ow
ell 

1971, LR
F Introduction

）。（
4
）

こ
の
よ
う
な
時
代
の
流
れ
の
な
か
で
、
リ
ー
ド
は
雄
弁
を
「
そ
れ
に

よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
目
的
に
応
ず
る
よ
う
に
話
す
技
能
」（LR

F 204

） 

と
し
て
定
義
す
る
。
彼
は
た
と
え
ば
キ
ケ
ロ
の
雄
弁
の
定
義
「
適
切
か

つ
装
飾
的
に
話
す
技
能
」
に
対
し
、
雄
弁
が
必
ず
し
も
装
飾
を
必
要
と

し
な
い
と
訴
え
る
。
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
定
義
「
説
得
す
る
に

ふ
さ
わ
し
い
あ
ら
ゆ
る
主
題
を
知
覚
す
る
能
力
」
に
対
し
て
は
、
私
た

ち
が
雄
弁
を
用
い
る
目
的
は
説
得
に
限
ら
な
い
と
応
ず
る
（LR

F 204-
205

）。
リ
ー
ド
の
こ
の
粗
い
定
義
は
、
彼
が
言
語
使
用
に
様
々
な
目
的

が
あ
る
こ
と
に
対
し
自
覚
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

目
的
に
応
ず
る
技
能
と
い
う
観
点
か
ら
雄
弁
が
語
ら
れ
る
以
上
、

リ
ー
ド
の
言
う
雄
弁
は
宣
言
や
演
説
と
い
っ
た
公
的
な
言
語
活
動
に
と

ど
ま
ら
ず
日
常
会
話
の
よ
う
な
私
的
な
言
語
活
動
を
も
含
ん
だ
幅
広
い

も
の
と
な
り
（cf. LR

F 238

）、
こ
う
し
た
雄
弁
は
目
的
に
応
じ
て
分

類
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（LR

F 213-226

）。
以
下
に
そ
の
五
つ
を
列
挙

し
て
お
く
。

（
1
） 

単
な
る
説
明
。
こ
こ
で
必
要
な
こ
と
は
正
確
さ
、
即
ち
誤
解
が

生
じ
な
い
よ
う
に
相
手
に
正
し
く
自
分
の
言
っ
て
い
る
意
味
を

概
念
的
に
把
握
さ
せ
る
こ
と
（A

pprehension

）
で
あ
る
。
こ

う
し
た
説
明
で
は
医
者
が
患
者
の
所
見
に
つ
い
て
述
べ
る
場
面

や
農
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
指
示
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、

余
計
な
装
飾
は
か
え
っ
て
適
切
な
概
念
的
把
握
を
妨
げ
る
と
い

う
点
で
忌
避
さ
れ
る
。

（
2
） 

論
理
的
推
論
に
関
わ
る
雄
弁
。
こ
ち
ら
も
正
確
さ
が
重
視
さ
れ

る
が
、相
手
の
概
念
的
把
握
の
み
な
ら
ず
、判
断
に
訴
え
る
。リ
ー

ド
は
例
と
し
て
、ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
数
学
の
証
明
を
挙
げ
て
い
る
。

（
3
） 

歴
史
的
・
詩
的
描
写
に
よ
っ
て
相
手
の
嗜
好
（taste

）
に
訴
え

喜
ば
せ
る
雄
弁
。
詩
が
現
実
の
事
物
を
描
か
な
く
て
よ
い
よ
う

に
、
こ
の
雄
弁
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
真
理
と
関
係
し
な
く
て

も
よ
い
が
、「
美
し
か
っ
た
り
優
美
で
あ
っ
た
り
偉
大
で
あ
る
事

物
に
つ
い
て
の
自
然
的
記
号
に
よ
っ
て
」（LR

F 221

）
的
確
に

対
象
を
表
現
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
4
） 

同
情
や
恐
怖
、
愛
情
な
ど
情
念
に
訴
え
る
雄
弁
。
こ
れ
は
人
を

喜
ば
せ
る
（
3
）
の
描
写
に
よ
る
雄
弁
と
排
他
的
に
区
別
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
が
、
雄
弁
家
が
自
ら
の
意
図
を
見
破
ら
れ
な

い
よ
う
に
適
切
な
対
象
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
聴
衆
の
情
念
に

働
き
か
け
る
雄
弁
全
般
を
指
し
て
い
る
。
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（
5
） 

聴
衆
の
意
志
に
働
き
か
け
あ
る
行
動
に
差
し
向
け
る
説
得
の
雄

弁
。
こ
れ
は
多
く
の
場
合
、（
2
）
と
（
4
）
の
適
切
な
混
交
に

よ
っ
て
可
能
に
な
る
と
さ
れ
、
雄
弁
家
は
聴
衆
や
話
題
に
合
わ

せ
て
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
雄
弁
の
分
類
は
そ
れ
ぞ
れ
概
念
、
判
断
、
嗜
好
、
情
念
、

意
志
に
働
き
か
け
る
、
と
い
う
形
で
、
人
間
の
心
の
働
き
と
も
対
応
し

た
分
類
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
前
三
者
は
知
的
能
力
、
後
二
者
は

活
動
的
能
力
に
該
当
し
て
い
る
。
前
節
の
解
釈
な
ら
ば
人
工
的
言
語
は

情
念
や
意
志
に
働
き
か
け
な
い
と
さ
れ
、（
3
）
は
（
4
）
の
特
別
な

パ
タ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
大
雑
把
に
人
工
的
言
語

は
（
1
）
〜
（
3
）、
自
然
的
言
語
は
（
3
）
〜
（
5
）
の
雄
弁
に
関

わ
る
よ
う
に
み
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
う
え
で
挙
げ
た
リ
ー
ド
の
分
類
が
「
目
的
に
応
じ
た
心

の
働
き
に
作
用
す
る
よ
う
に
雄
弁
す
る
」
と
い
う
観
点
で
な
さ
れ
た
も

の
だ
と
し
て
も
、
実
際
の
雄
弁
で
は
人
工
的
言
語
と
自
然
的
言
語
が
ど

の
よ
う
な
バ
ラ
ン
ス
で
用
い
ら
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
。た
と
え
ば「
あ

ら
ゆ
る
修
辞
的
な
行
為
や
発
声
は
あ
る
自
然
的
記
号
の
使
用
に
還
元
さ

れ
る
」（LR

F 228

）
以
上
、
知
性
に
訴
え
る
（
1
）（
2
）
の
雄
弁
も

発
声
を
伴
う
な
ら
ば
自
然
的
言
語
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
雄
弁

で
は
「
話
者
は
自
身
を
完
全
に
落
ち
着
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
情
念
か
ら
自

由
な
状
態
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
」（LR

F 215

）
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
自
然
的
言
語
で
い
た
ず
ら
に
自
ら
の
情
念
を
表
現
し
な
い

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
（cf. LR

F 215, 224

）（
5
）。
逆
に
、

私
の
苛
立
っ
た
顔
が
あ
な
た
の
心
情
に
変
化
を
も
た
ら
す
よ
う
に
、
自

然
的
言
語
は
そ
れ
自
体
で
情
念
を
動
か
す
か
も
し
れ
な
い
が
、
描
写
や

説
得
に
は
自
然
的
言
語
の
み
な
ら
ず
人
工
的
言
語
に
よ
る
説
明
や
論
証

が
不
可
欠
と
な
る
（cf. LR

F 216

）。
こ
の
こ
と
は
リ
ー
ド
が
意
志
に

訴
え
る
雄
弁
を
、
論
証
的
な
雄
弁
と
情
念
に
訴
え
る
雄
弁
の
混
交
物
で

あ
る
と
考
え
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
二
つ
の
言
語
が
実
際
に

は
入
り
混
じ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
五
つ
の
雄
弁
も
理
論
的
に
区

別
さ
れ
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
そ
れ
ぞ
れ
が
入
り
混
じ
り
、
一
つ
の
雄

弁
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
リ
ー
ド
は
目
的
と
そ
れ
に
応
ず
る
心
の
働
き
を
念
頭

に
雄
弁
を
分
類
し
つ
つ
も
、
そ
の
実
践
に
お
い
て
は
二
つ
の
言
語
が
雄

弁
の
目
的
に
応
じ
て
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
協
働
す
る
様
を
描
い
て

い
る
。
こ
う
し
た
実
践
的
な
雄
弁
に
つ
い
て
の
議
論
は
二
つ
の
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。
第
一
に
、
彼
は
決
し
て
人
工
的
言
語
の
存
在
を
「
無

意
味
な
分
節
音
」
や
「
書
き
殴
り
」
と
し
て
無
用
の
長
物
と
捉
え
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
。
第
二
に
、
前
節
で
引
用
し
た
『
探
求
』
に
基

づ
く
二
つ
の
言
語
の
心
の
働
き
と
の
対
応
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
く
、

実
際
の
雄
弁
で
は
二
つ
の
言
語
が
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
が
重
視
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
当
然
、
反
実
仮
想
的
で
あ

る
と
は
い
え
な
ぜ
リ
ー
ド
は
『
探
求
』
で
あ
の
よ
う
な
強
い
レ
ト
リ
ッ

ク
を
用
い
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
こ
の
こ
と
を
検
討
す
る
に

は
、
彼
が
人
工
的
言
語
の
廃
止
に
よ
っ
て
何
が
起
こ
る
と
考
え
て
い
た

か
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
節
で
は
彼
が
私
た
ち
の

言
語
の
改
善
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
に
注
目
し
た
い
。
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3
．
言
語
に
お
け
る
二
つ
の
進
歩

前
節
で
は
目
的
に
応
じ
た
雄
弁
の
分
類
が
そ
れ
ぞ
れ
心
の
働
き
と
対

応
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
こ
れ
に
は
異
な
る
意
味
合
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
雄
弁
の
目
的
が
訴
え
か
け
る
心
の
働

き
に
対
応
す
る
こ
と
で
、
リ
ー
ド
は
次
の
よ
う
に
、
人
間
精
神
に
つ
い

て
知
る
こ
と
が
雄
弁
の
規
則
を
知
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
と
い
う
態
度

を
と
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

雄
弁
の
規
範
や
規
則
に
つ
い
て
の
知
識
は
十
分
適
切
に
科
学
と
呼

ば
れ
う
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
科
学
の
一
部
門
は
精
神
の
学

（Pneum
atology

）
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

人
間
精
神
の
成
り
立
ち
（constitution
）
に
よ
っ
て
こ
そ
、
あ
る

事
物
が
本
性
上
聴
衆
を
喜
ば
せ
、
あ
る
事
物
が
情
念
を
動
か
し
た

り
説
得
し
た
り
す
る
傾
向
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。（LR

F 207

）

リ
ー
ド
が
こ
こ
で
言
う
「
精
神
の
学
」
と
は
、
人
間
精
神
の
様
々
な
働

き
や
精
神
と
身
体
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
の
学
問
を
指
す
。
前
節
で

追
っ
た
よ
う
に
、
リ
ー
ド
の
場
合
「
雄
弁
」
は
、
そ
れ
が
知
的
・
活
動

的
能
力
の
い
ず
れ
に
訴
え
る
に
せ
よ
、
二
つ
の
言
語
双
方
に
関
わ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
私
た
ち
は
、
雄
弁
、
そ
し
て
二
つ

の
言
語
が
ど
の
よ
う
に
発
展
す
る
か
に
つ
い
て
一
つ
の
足
が
か
り
が
得

ら
れ
る
。
彼
は
人
間
の
精
神
に
つ
い
て
研
究
し
た
成
果
が
、
雄
弁
の
規

範
や
規
則
に
つ
い
て
の
知
識
を
増
す
こ
と
に
役
立
つ
の
だ
と
主
張
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
リ
ー
ド
全
集
の
編
集
者
で
あ
る
ブ
ロ
ー
デ
ィ
ー
は
、

「
リ
ー
ド
の
言
葉
の
背
景
に
は
、
雄
弁
家
が
よ
り
深
く
こ
う
し
た
能
力

へ
の
洞
察
を
深
め
れ
ば
よ
り
確
実
に
自
分
の
求
め
る
効
果
を
確
保
で
き

る
と
い
う
、
議
論
の
余
地
の
な
い
考
え
が
あ
る
」（LR

F xliii

）
と
、

こ
の
精
神
の
学
に
基
づ
く
言
語
改
善
を
強
調
し
て
い
る
（cf. EIP 14-

15

）。
た
と
え
ば
自
然
的
言
語
に
つ
い
て
、
リ
ー
ド
は
以
下
の
よ
う
な

記
述
を
残
し
て
い
る
。

そ
し
て
音
楽
や
絵
画
、
演
劇
の
偉
大
な
効
果
は
、
あ
る
音
や
顔
つ

き
、
態
度
、
身
体
の
あ
る
部
分
の
運
動
の
自
然
的
記
号
と
、
こ
う

し
た
記
号
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
り
惹
起
さ
れ
た
り
す
る
心
の
情

念
や
感
情
と
の
結
び
つ
き
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う

に
、
雄
弁
の
偉
大
な
効
果
は
同
じ
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ

る
。（LR

F 207

）

こ
こ
で
は
、
あ
る
自
然
的
言
語
と
そ
れ
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
情
念
や

感
情
の
結
び
つ
き
が
精
神
の
学
に
よ
っ
て
解
き
明
か
さ
れ
れ
ば
、
私
た

ち
が
一
層
雄
弁
の
効
果
を
生
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
ど
の
よ
う
な
表
情
を
す
れ
ば
怒
り
が
一
層
伝
わ
る
か
を

心
理
学
的
に
研
究
す
る
場
面
を
想
像
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
想
像
が
つ

く
だ
ろ
う
。

一
方
で
人
工
的
言
語
の
場
合
、
リ
ー
ド
は
自
然
的
言
語
が
人
工
的
言

語
の
成
立
要
件
だ
と
捉
え
た
わ
け
だ
が
、
人
工
的
言
語
が
子
供
に
学
ば

れ
る
た
め
に
は
さ
ら
に
異
な
る
条
件
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

リ
ー
ド
は
私
た
ち
が
社
会
の
な
か
で
言
語
を
含
め
様
々
な
能
力
を
身
に

着
け
る
た
め
に
必
要
な
原
理
と
し
て
、
他
人
の
し
て
い
る
こ
と
を
模
倣
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す
る
こ
と
や
、
他
人
が
自
分
に
話
す
こ
と
へ
の
信
頼
を
挙
げ
て
い
る

（LR
F 15-16, IH

M
 192-194

）。
こ
の
よ
う
な
原
理
が
判
明
す
る
こ
と

で
、
私
た
ち
は
子
供
た
ち
が
一
層
自
分
た
ち
を
模
倣
し
人
工
的
言
語
を

習
得
す
る
よ
う
促
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
あ
る
程
度
成
熟
し
た
人
間
の
人
工
的
言
語
に
つ
い
て
彼
は
、

私
た
ち
の
人
工
的
言
語
が
知
識
の
発
展
と
と
も
に
進
歩
す
る
と
考
え
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

も
っ
ぱ
ら
、
哲
学
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
言
語
は
、
言
葉
数
が

多
か
っ
た
り
判
明
で
は
な
か
っ
た
り
す
る
な
か
で
、
次
第
に
改
善

し
て
い
く
だ
ろ
う
と
望
む
だ
け
の
理
由
が
あ
る
。
知
識
に
お
け
る

改
善
と
言
語
に
お
け
る
改
善
は
手
を
携
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
互

い
に
促
進
し
あ
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
私
た
ち
の
知
識
が
不
完
全

な
う
ち
は
言
語
の
不
完
全
さ
が
完
全
に
癒
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で

あ
ろ
う
。（EIP 540

）

こ
う
し
た
人
工
的
言
語
の
改
善
の
基
礎
に
は
、
区
別
す
る
べ
き
も
の
を

ひ
と
つ
ず
つ
個
別
に
概
念
し
、
類
種
関
係
に
分
け
一
般
概
念
を
構
成
し

て
い
く
知
的
能
力
が
関
わ
る
と
い
う
意
味
で
、
精
神
の
学
に
基
づ
い
て

い
る
の
で
あ
る（
6
）。
こ
の
原
理
に
基
づ
き
文
法
家
や
修
辞
学
者
、
哲

学
者
は
、
た
と
え
ば
普
通
の
人
が
区
別
し
な
い
細
か
い
文
法
事
項
を
区

分
す
る
な
ど
し
て
文
法
や
雄
弁
の
規
則
を
整
備
す
る
こ
と
が
で
き
る

（cf. EIP 378

）。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
二
つ
の
言
語
は
精
神
の
学
に
基
づ
い
て
改

善
さ
れ
る
よ
う
に
み
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
リ
ー
ド
の
講
義
ノ
ー
ト
で
は
、

雄
弁
の
発
展
を
実
践
者
（
つ
ま
り
雄
弁
家
）
に
委
ね
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
リ
ー
ド
は
「
こ
の
技
術
の
原
理

を
学
術
的
に
理
解
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
実
践
に
移
す
こ
と
は
全
く
異

な
る
」（LR

F 208

）
と
し
た
う
え
で
雄
弁
家
と
修
辞
学
者
の
区
別
が

古
代
か
ら
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
一
例
と
し
て
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
を

挙
げ
る
。
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
修
辞
学
者
と
し
て
多
く
の
人
々
を
教
え
た

が
、
自
身
は
公
共
の
場
で
雄
弁
を
発
揮
す
る
能
力
を
有
し
て
い
な
か
っ

た
の
だ
と
リ
ー
ド
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
雄
弁
家
と
修
辞
学
者
の
区
別
を
踏
ま
え
て
、
リ
ー
ド
は

次
の
よ
う
に
異
な
る
仕
方
で
言
語
の
改
善
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

ど
の
よ
う
な
言
語
も
、
最
初
は
不
完
全
で
、
偉
大
な
雄
弁
家
の
目

的
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
良
い
書
き
手
と
良
い
話
し
手
の
継
承
が
次

第
に
言
語
を
洗
練
・
完
成
さ
せ
、
彼
ら
は
足
り
な
い
も
の
を
補
い
、

無
用
な
も
の
を
削
ぎ
落
と
し
、
曖
昧
な
も
の
を
区
別
し
、
耳
障
り

な
も
の
を
調
子
よ
く
し
、
構
文
の
規
則
を
定
め
、
そ
の
言
語
の
も

と
と
な
る
言
語
に
由
来
す
る
か
他
の
言
語
か
ら
借
り
た
多
く
の
言

葉
で
そ
れ
を
豊
か
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
。（LR

F 210

）

リ
ー
ド
は
一
方
で
分
析
的
な
精
神
の
学
が
雄
弁
の
規
則
を
知
ら
せ
る
と

い
う
主
張
を
展
開
し
つ
つ
も
、
実
際
の
言
語
改
善
に
つ
い
て
は
修
辞
学

者
で
は
な
く
良
き
言
語
使
用
者
、
つ
ま
り
雄
弁
家
を
引
き
合
い
に
出
し

て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
雄
弁
家
が
参
照
す
る
の
は
過
去
の
雄
弁
家

の
記
録
や
現
在
い
る
雄
弁
家
に
よ
る
「
例
示
」
で
あ
っ
て
（LR

F 209

）、

リ
ー
ド
は
彼
ら
が
修
辞
学
や
精
神
の
学
の
規
則
に
よ
っ
て
こ
そ
雄
弁
を
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用
い
る
よ
う
に
な
る
と
は
言
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
は
、

言
語
を
木
に
た
と
え
な
が
ら
次
の
よ
う
に
さ
え
述
べ
て
い
る
。

文
法
家
は
疑
い
な
く
、
そ
れ
〔
言
語
と
い
う
木
〕
の
秩
序
や
美
し

さ
に
大
い
に
貢
献
し
て
い
る
し
、
哲
学
者
は
私
た
ち
の
知
識
を
増

す
こ
と
で
木
に
多
く
の
立
派
な
枝
を
付
け
加
え
る
。
し
か
し
、
文

法
家
と
哲
学
者
の
助
け
が
な
く
と
も
、
そ
れ
は
木
で
あ
り
続
け
て

来
た
だ
ろ
う
。（C

 102: 192-193

）

先
に
私
た
ち
は
、
哲
学
に
よ
る
知
識
の
進
歩
が
言
語
の
進
歩
と
連
動
す

る
と
い
う
主
張
を
見
て
き
た
。
し
か
し
こ
こ
で
リ
ー
ド
が
示
唆
し
て
い

る
の
は
、
こ
う
し
た
人
工
的
言
語
へ
の
寄
与
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
法

家
や
哲
学
に
よ
る
改
善
が
な
く
と
も
言
語
が
あ
く
ま
で
言
語
と
し
て
機

能
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
先
の
引
用
と
併
せ
て
、

言
語
の
改
善
が
精
神
の
学
に
基
づ
く
と
い
う
考
え
方
と
は
異
な
る
も
の

の
よ
う
に
見
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
リ
ー
ド
の
議
論
で
は
、
精
神
の
学
に
基
づ
く
雄
弁

と
い
う
考
え
と
実
際
に
言
語
を
改
善
し
て
い
く
の
は
雄
弁
家
だ
と
い
う

二
つ
の
言
語
改
善
論
が
並
立
し
て
い
る
。
こ
れ
は
雄
弁
の
規
則
を
も
た

ら
す
精
神
の
学
（
理
論
）
と
雄
弁
家
の
実
際
の
営
み
（
実
践
）
が
し
ば

し
ば
相
補
的
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
決
し
て
矛
盾
は
し
な
い
。
た
だ

し
リ
ー
ド
は
二
つ
の
改
善
に
つ
い
て
、「
そ
れ
ら
〔
雄
弁
の
技
術
〕
は

規
則
に
よ
る
よ
り
も
模
倣
に
よ
っ
て
よ
り
容
易
に
学
ば
れ
る
」（LR

F 
210

）
と
実
践
の
優
位
を
説
い
て
い
る
。

も
っ
と
も
リ
ー
ド
は
こ
う
し
た
実
践
に
よ
る
改
善
の
優
位
が
何
を
根

拠
に
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
明
確
に
し
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の

こ
と
は
た
と
え
ば
自
然
的
言
語
を
そ
の
ま
ま
人
工
的
言
語
の
規
則
に
変

換
で
き
な
い
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
自
然
的
言
語
を

心
理
学
的
に
解
き
明
か
し
て
「
自
分
が
怒
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め

に
、
眉
間
に
し
わ
を
寄
せ
る
方
が
良
い
」
と
規
則
を
立
て
た
と
す
る
。

人
は
こ
の
規
則
を
踏
ま
え
た
う
え
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
実
は
実
際
の

自
然
的
言
語
、
た
と
え
ば
実
際
に
眉
間
に
し
わ
を
寄
せ
た
人
を
見
た
り
、

自
ら
も
感
情
を
そ
の
よ
う
な
自
然
的
言
語
で
伝
え
た
り
す
る
過
程
を
経

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
リ
ー
ド
は
こ
う
し
た
実
践
に
即
し
た
言
語
改
善
論
か
ら
、

文
法
家
や
哲
学
者
が
必
要
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
こ

う
し
た
研
究
者
が
い
な
く
と
も
言
語
が
成
立
す
る
と
述
べ
る
だ
け
で
、

理
論
が
実
践
に
用
い
う
る
規
則
を
提
供
す
る
こ
と
は
認
め
て
い
た
。

ニ
ュ
ー
マ
ハ
ー
で
長
く
牧
師
の
職
に
あ
っ
た
実
践
家
と
し
て
の
経
験
を

持
つ
リ
ー
ド
は
、
牧
師
の
雄
弁
に
つ
い
て
理
論
的
に
講
義
を
し
て
い
る

（LR
F 240-250

）。
彼
が
自
ら
の
説
教
を
聞
か
せ
る
よ
り
も
牧
師
に
ふ
さ

わ
し
い
話
し
方
に
つ
い
て
講
義
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
、リ
ー
ド
に
と
っ

て
理
論
が
単
に
実
践
的
な
例
示
に
劣
る
代
替
物
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
リ
ー
ド
の
言
語
改
善
論
は
、

人
間
精
神
の
学
こ
そ
が
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
の
基
礎
と
な
る
と
い
う
リ
ー

ド
の
公
式
見
解
が
、
あ
く
ま
で
実
践
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
初
め
て
有

効
に
な
る
と
い
う
事
実
を
具
体
的
な
形
で
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
：『
探
求
』
の
再
解
釈

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
改
め
て
第
1
節
で
示
し
た
リ
ー
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ド
の
主
張
に
耳
を
傾
け
よ
う
。
彼
は
市
民
生
活
の
洗
練
が
人
工
的
言
語

を
完
成
さ
せ
自
然
的
言
語
を
腐
敗
さ
せ
る
と
考
え
、
人
工
的
言
語
の
廃

止
を
訴
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
こ
の
腐
敗
と
は
何
を
意
味
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
1
節
に
示
し
た
二
つ
の
引
用
の
間
に
、
リ
ー
ド

は
次
の
よ
う
な
ヒ
ン
ト
を
残
し
て
い
る
。

音
楽
家
、
画
家
、
俳
優
、
雄
弁
家
の
芸
術
は
そ
れ
が
表
現
的
で
あ

る
限
り
自
然
の
言
語
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
示
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

〔
…
…
〕
こ
の
自
然
の
言
語
は
生
ま
れ
た
と
き
に
携
え
て
き
た
も

の
で
あ
る
の
だ
が
、
不
使
用
に
よ
っ
て
学
ば
れ
て
こ
な
か
っ
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
を
回
復
す
る
に
は
非
常
な
苦
労
が
あ
る
の
で
あ
る
。

（IH
M
53

）

こ
こ
で
の
彼
の
着
眼
点
は
、
表
現
的
な
自
然
的
言
語
が
不
使
用
の
た
め

に
学
ば
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
私
た
ち
の

言
語
の
改
善
に
つ
い
て
、
リ
ー
ド
は
実
践
に
よ
る
改
善
や
例
示
と
模
倣

に
よ
る
学
習
を
重
視
し
て
い
た
。
う
え
の
言
葉
は
、
あ
る
文
化
に
お
い

て
自
然
的
言
語
の
使
用
自
体
が
滞
り
、
人
類
に
共
通
す
る
は
ず
の
自
然

的
言
語
が
例
示
や
模
倣
を
通
じ
て
適
切
に
学
ば
れ
な
い
様
子
を
示
唆
し

て
い
る
。
し
か
し
、
仮
に
こ
の
引
用
を
踏
ま
え
て
も
『
探
求
』
の
記
述

か
ら
こ
れ
以
上
の
結
論
は
あ
ま
り
引
き
出
せ
な
い
。
自
然
的
言
語
の
使

用
を
再
開
す
る
こ
と
で
話
は
済
み
そ
う
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
発
想
を
逆
転
し
て
、
も
し
人
工
的
言
語
が
な
く
な
れ
ば
事

態
は
ど
う
な
る
と
リ
ー
ド
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で

論
じ
て
き
た
リ
ー
ド
の
言
語
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
踏
ま
え
る
と
、
彼

の
発
現
の
真
意
を
再
構
成
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
人
工

的
言
語
を
失
っ
た
と
し
て
も
、
人
間
は
自
然
的
言
語
か
ら
人
工
的
言
語

を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
た
（
第
1
節
）。
最
初
の
人
工

的
言
語
は
た
と
え
ば
「
私
が
あ
な
た
か
ら
パ
ン
を
も
ら
う
」
と
い
う
意

味
を
一
語
で
表
す
よ
う
な
一
語
文
か
も
し
れ
な
い
が
（cf. C

 102: 
193

）、
人
々
は
実
践
の
な
か
で
自
ら
の
目
的
に
応
じ
て
言
語
を
改
善
し

て
い
く
だ
ろ
う
（
た
と
え
ば
上
の
想
定
に
立
て
ば
、「
パ
ン
」
だ
け
を

意
味
す
る
言
葉
を
生
み
出
す
よ
う
に
）（
第
3
節
）。
こ
の
実
践
的
な
言

語
の
改
善
は
「
彼
ら
は
自
分
の
こ
と
を
分
か
っ
て
も
ら
う
よ
う
に
す
る

た
め
、
自
ら
の
能
力
に
あ
た
う
限
り
あ
ら
ゆ
う
手
段
を
用
い
る
は
ず
な

の
で
あ
る
」（IH

M
53

） 

と
い
う
、
目
的
を
達
す
る
た
め
の
努
力
と
一

致
し
て
い
る
。
人
工
的
言
語
が
成
熟
し
た
暁
に
は
、
文
法
家
や
哲
学
者

が
文
法
や
雄
弁
を
規
則
に
集
約
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
う
し

た
規
則
を
示
し
つ
つ
も
、
自
然
的
言
語
の
不
使
用
を
リ
ー
ド
は
望
ん
で

い
な
か
っ
た
。
彼
は
目
的
に
応
じ
た
雄
弁
の
分
類
を
示
し
、
自
然
的
言

語
と
人
工
的
言
語
が
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
運
用
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で

い
た
の
で
あ
る
（
第
2
節
）。

こ
う
し
て
、
リ
ー
ド
の
不
可
解
な
主
張
は
人
工
的
言
語
を
単
に
廃
止

し
て
表
現
的
な
自
然
的
言
語
を
取
り
戻
す
だ
け
の
主
張
で
は
な
く
な
る
。

彼
の
主
張
は
む
し
ろ
、
当
時
に
お
け
る
自
然
的
言
語
の
不
使
用
と
、
お

そ
ら
く
は
適
切
な
模
倣
に
よ
る
学
習
の
対
象
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を

危
惧
し
て
、
も
う
一
度
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
二
つ
の
言
語
の
関
係
を
取

り
戻
す
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
日
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

で
人
々
の
生
活
が
か
き
乱
さ
れ
る
な
か
、
私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
に
な
い

形
で
自
然
的
言
語
の
不
使
用
に
直
面
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
ビ
デ
オ
通
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話
や
マ
ス
ク
を
介
し
た
対
面
を
通
じ
て
、
私
た
ち
は
多
く
の
自
然
的
言

語
を
犠
牲
に
せ
ず
に
済
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ビ
デ
オ
通
話
に

よ
る
交
信
が
可
能
で
も
私
た
ち
は
カ
メ
ラ
に
向
か
っ
て
話
す
が
ゆ
え
に

前
ほ
ど
う
ま
く
相
手
と
目
線
を
合
わ
せ
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、

マ
ス
ク
を
し
た
ま
ま
の
対
面
で
は
表
情
に
よ
る
意
思
疎
通
が
困
難
と

な
っ
て
い
る
こ
と
は
多
く
の
人
が
認
め
る
こ
と
だ
ろ
う
。
18
世
紀
の
哲

学
者
が
残
し
た
一
見
し
て
不
可
解
な
主
張
は
、
以
上
の
よ
う
に
捉
え
な

お
す
こ
と
で
現
在
の
私
た
ち
の
生
活
に
対
し
て
も
同
様
の
危
機
感
を
抱

か
せ
る
言
葉
と
な
る
の
で
あ
る
。
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註
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（
1
） 

こ
う
し
た
二
つ
の
言
語
に
対
し
、
ト
ゥ
ー
リ
は
二
つ
の
点
で
重
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要
な
批
判
を
し
て
い
る
（Turri 2015

）。
第
一
に
、
自
然
的
言
語
は
人

類
全
体
が
共
有
せ
ず
と
も
人
工
的
言
語
を
発
明
し
使
用
す
る
者
同
士

の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
た
ら
良
い
こ
と
。
た
と
え
ば
、
あ
る
国
の
自

然
的
言
語
（
た
と
え
ば
イ
ン
ド
人
の
頷
き
方
や
日
本
人
の
ほ
ほ
え
み
）

は
他
国
の
人
に
と
っ
て
は
自
然
に
理
解
し
が
た
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
う
し
た
自
然
的
言
語
を
共
有
し
て
い
る
同
郷
人
た
ち
は
人
工
的
言

語
を
生
み
出
せ
る
だ
ろ
う
。
第
二
に
、
自
然
的
言
語
の
先
行
が
人
工

的
言
語
の
発
明
に
必
要
だ
と
い
う
主
張
は
一
定
の
説
明
能
力
を
持
つ

も
の
の
、
人
工
的
言
語
の
発
明
が
必
ず
し
も
同
意
を
必
要
と
し
な
い

特
殊
な
事
例
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
2
） 

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
匿
名
の
レ
ビ
ュ
ワ
ー
と
比
べ
る
と
、
こ
の

点
で
リ
ー
ド
の
見
知
ら
ぬ
民
族
の
人
々
へ
の
扱
い
は
ま
だ
穏
便
で
あ

る
。
彼
は
一
七
四
七
年
の
前
後
、
シ
ャ
ル
ル
ボ
ワ
に
よ
る
カ
ナ
ダ
人

に
つ
い
て
の
記
述
を
読
ん
で
い
た
こ
と
を
書
き
残
し
て
い
る
（C

 102: 
194

）。
彼
の
記
憶
に
よ
る
と
、カ
ナ
ダ
の
あ
る
地
域（
リ
ー
ド
は
ヒ
ュ
ー

ロ
ン
族
で
は
な
い
か
と
注
釈
し
て
い
る
）
で
は
各
村
に
雄
弁
家
が
い

た
と
さ
れ
る
。

（
3
） 

た
だ
し
の
ち
に
リ
ー
ド
は
『
知
的
能
力
試
論
』
で
、
知
性
の
働

き
に
も
活
動
性
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
意
志
の
働
き
は
そ
の
対
象

の
知
性
に
よ
る
把
握
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（EIP 64-

65

）。
次
節
で
述
べ
る
と
お
り
、
リ
ー
ド
は
二
つ
の
言
語
が
担
当
す
る

心
の
働
き
に
対
応
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
心
の
働
き
に
訴
え
る
た
め

に
必
要
な
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
し
て
い
る
。

（
4
） 

リ
ー
ド
は
ケ
イ
ム
ズ
卿
の
『
人
間
史
素
描
』
に
「
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
論
理
学
に
つ
い
て
の
小
論
と
所
見
」（LR

F 97-149

） 

と
い
う
文

章
を
寄
せ
て
い
る
。
ハ
ウ
ウ
ェ
ル
は
特
に
、
そ
れ
以
前
は
あ
ま
り
メ

ス
を
入
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
探
求
の
論
理
と
し
て
の
三
段
論
法
に

リ
ー
ド
が
尖
鋭
な
批
判
を
加
え
た
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
（H

ow
ell 

1971: esp. 385-389

）。

（
5
） 

デ
ュ
ガ
ル
ド
・
ス
テ
ュ
ワ
ー
ト
は
、
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
で
の
リ
ー

ド
の
講
義
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。
一
見
し
て
活
発
さ
の
な
い

リ
ー
ド
の
話
し
方
は
彼
自
身
が
嘆
く
自
然
的
言
語
の
腐
敗
そ
の
も
の

に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
く
ま
で
内
容
を
正
確
に
理
解
さ
せ

よ
う
と
す
る
雄
弁
の
用
い
方
だ
と
思
え
ば
好
意
的
に
理
解
で
き
る
。

彼
の
話
し
方
や
教
え
方
に
は
こ
れ
と
い
っ
て
魅
力
的
な
と
こ
ろ

は
な
か
っ
た
。
彼
は
即
席
で
の
語
り
に
熱
中
す
る
こ
と
も
ほ
と

ん
ど
な
け
れ
ば
、
読
み
方
も
自
分
が
書
い
た
も
の
の
効
果
を
増

す
よ
う
に
し
よ
う
と
も
し
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
彼
の
文

体
は
単
純
明
快
で
、
そ
の
性
格
は
真
面
目
で
権
威
あ
る
も
の
で

あ
り
、
彼
の
教
授
す
る
学
説
に
若
い
聴
講
生
は
総
じ
て
関
心
を

持
っ
て
い
た
た
め
、
彼
が
教
え
た
数
多
く
の
聴
衆
た
ち
皆
に
、

最
も
静
粛
で
尊
敬
あ
る
注
意
を
も
っ
て
彼
の
話
は
聞
か
れ
た
の

で
あ
る
。（Stew

art 1852: 10-11

）

（
6
） 

こ
う
し
た
人
工
的
言
語
の
発
展
は
、
同
時
に
私
た
ち
が
他
人
に

意
見
を
伝
え
る
だ
け
で
は
な
く
一
人
で
秩
序
だ
っ
て
思
考
す
る
原
動

力
と
も
な
っ
て
い
る
（EIP

69

）。
た
だ
し
こ
の
こ
と
は
、
人
工
的
言

語
が
社
会
性
を
欠
い
て
も
発
達
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
（cf. LR

F 
40-41

）。
人
工
的
言
語
が
社
会
を
必
要
と
し
な
が
ら
も
個
人
的
な
思
考

に
用
い
ら
れ
る
ま
で
の
過
程
に
つ
い
て
はC

openhaver 2020

が
説
得

的
な
議
論
を
提
供
し
て
い
る
。


