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神
話
と
哲
学

　
ギ
リ
シ
ア
神
話
は
ホ
メ
ロ
ス
と
ヘ
シ
オ
ド
ス
に
代
表
さ
れ
る
神
話
的
表
象
の
世
界
で
あ
り
、
一
民
族
の
宗
教
あ
る
い
は
文
学
と
し
て
も
稀

有
と
す
べ
き
神
話
の
一
群
で
あ
る
。
ホ
メ
ロ
ス
は
青
銅
器
時
代
の
最
後
に
位
置
す
る
ア
カ
イ
ア
人
た
ち
の
有
様
を
描
い
て
い
る
。
『
イ
リ
ア

ス
価
は
ト
ロ
イ
ア
戦
争
十
年
目
に
展
開
さ
れ
た
戦
闘
を
、
な
か
で
も
英
雄
ア
キ
レ
ウ
ス
の
怒
り
を
語
り
、
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
は
こ
の
戦

争
が
終
結
し
故
郷
イ
タ
ケ
島
へ
帰
還
す
る
途
次
の
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
冒
険
に
つ
い
て
歌
う
。
も
う
一
人
の
偉
大
な
る
詩
人
で
あ
る
ヘ
シ
オ

ド
ス
は
、
『
神
統
記
』
（
よ
り
正
確
に
は
噸
神
々
の
生
誕
紬
）
と
『
仕
事
と
日
撫
の
作
者
と
し
て
世
に
知
ら
れ
る
。
ヘ
シ
オ
ド
ス
に
は
ほ
か
に
も

作
品
が
帰
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
二
作
品
は
間
違
い
な
く
ヘ
シ
オ
ド
ス
の
作
で
あ
り
、
し
か
も
現
存
す
る
。
こ
れ
ら

は
ホ
メ
ロ
ス
の
作
品
と
比
べ
て
、
完
成
度
に
お
い
て
劣
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
原
初
の
段
階
か
ら
至
高
神
ゼ
ウ
ス
が
そ
の
地
位
を
確
立

す
る
時
代
ま
で
の
世
界
の
歴
史
を
扱
っ
た
『
神
統
記
幽
、
農
民
と
し
て
生
き
る
者
に
あ
て
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
訓
に
み
ち
た
『
仕
事
と
日
』

一
こ
れ
ら
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
に
と
っ
て
そ
の
教
養
の
源
泉
で
あ
り
え
た
と
い
う
点
で
は
、
ホ
メ
ロ
ス
に
少
し
も
劣
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。
無
文
字
社
会
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
口
論
文
学
の
踏
的
は
、
一
民
族
が
保
有
す
る
経
験
や
知
識
の
集
積
を
次
世
代
に
伝
え
遺
す
こ
と
に
あ
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つ
た
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
ギ
リ
シ
ア
的
教
養
の
一
大
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
と
雷



え
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
一
方
で
、
哲
学
や
科
学
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
単
に
神
話
で
し
か
な
い
と
い
う
見
方

が
も
う
一
方
に
あ
る
。
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
哲
学
史
、
科
学
史
に
お
い
て
は
普
通
の
見
方
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど

も
、
古
代
に
お
け
る
評
価
は
け
っ
し
て
そ
の
よ
う
な
過
小
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
ギ
リ
シ
ア
人
の
た
め
に
神
々
の
誕
生
と

性
格
と
を
確
立
し
た
の
は
ホ
メ
ロ
ス
、
そ
し
て
彼
よ
り
少
し
後
に
活
躍
し
た
ヘ
シ
オ
ド
ス
で
あ
る
、
と
記
し
て
い
る
（
奪
ミ
§
目
㎝
ω
）
。

ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
「
わ
た
し
の
時
代
よ
り
四
〇
〇
年
以
前
に
」
（
す
な
わ
ち
前
八
三
〇
年
頃
）
と
し
て
い
る
が
、
ホ
メ
ロ
ス
、
ヘ
シ
オ
ド
ス
の

年
代
設
定
と
し
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
的
外
れ
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
よ
り
重
要
で
あ
る
の
は
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
が
彼
ら
を
す
ぐ
れ
た
神

話
伝
承
者
と
し
て
い
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
歴
史
の
資
料
と
し
て
も
第
一
級
の
も
の
と
見
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ホ
メ
ロ
ス
と

ヘ
シ
オ
ド
ス
が
、
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
歴
史
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
文
化
全
般
に
お
い
て
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
プ
ラ

ト
ン
が
『
国
家
』
に
お
い
て
教
育
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
ミ
ュ
ー
ト
ス
（
物
語
）
を
、
そ
れ
も
小
さ
な
ミ
ュ
ー
ト
ス
で
は
な
く
、

大
き
な
ミ
ュ
ー
ト
ス
と
し
て
、
ホ
メ
ロ
ス
、
ヘ
シ
オ
ド
ス
の
ミ
ュ
ー
ト
ス
を
標
的
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
こ
れ
は
ギ
リ
シ

ア
人
に
と
っ
て
当
然
と
も
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
わ
れ
わ
れ
が
以
下
に
お
い
て
考
察
す
る
の
は
、
哲
学
の
誕
生
に
さ
い
し
て
こ
れ
ら
神
話
群
が
哲
学
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
今
日
常
識
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
哲
学
は
、
神
話
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
哲
学
と
な
っ
た
」
（
ヴ
ェ
ル
ナ
ソ
）
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
哲
学
だ
け
で
な
く
、
自
然
科
学
、
医
学
、
歴
史
と
い
っ
た
あ

ら
ゆ
る
学
問
に
つ
い
て
そ
の
成
立
を
考
え
る
さ
い
に
、
常
識
的
な
知
見
と
し
て
広
く
認
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
な
ら
ば
、
人
間
知
性

に
基
づ
く
学
問
は
、
神
話
的
要
素
を
で
き
る
だ
け
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
神
話
的
表
象
と
合
理
的
思
考

と
を
二
分
法
的
に
対
立
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
に
大
き
く
貢
献
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
い
た
る
十
八
世
紀
後
半

の
ド
イ
ツ
哲
学
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
の
初
期
の
著
作
『
精
神
現
象
学
隔
の
中
で
、
人
間
精
神
が
未
熟
な
状

ロ
ゴ
ス
と
ミ
ュ
ー
ト
ス
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態
か
ら
徐
々
に
成
熟
し
た
状
態
へ
移
行
、
発
展
す
る
と
い
う
理
論
を
提
示
し
た
こ
と
が
直
接
間
接
に
影
響
し
て
、
そ
の
後
の
哲
学
史
家
た
ち

は
、
神
話
的
思
考
は
概
念
を
用
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
哲
学
的
思
考
と
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
い
う
見
方
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
野
矢
と
な
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
E
・
ツ
ェ
ラ
ー
（
N
Φ
一
一
興
）
の
手
に
な
る
大
部
の
ギ
リ
シ
ア
哲
学
史
で
あ
る

が
、
こ
れ
を
最
も
明
確
な
か
た
ち
で
主
張
し
た
の
は
、
ネ
ス
ト
レ
（
Z
＄
篇
①
）
の
『
ミ
ュ
ー
ト
ス
か
ら
ロ
ゴ
ス
へ
（
ぎ
ミ
さ
ミ
翁
N
§
㊦
卜
§
乙
輪

（ト

浮
n
）
で
あ
ろ
う
。
そ
の
最
初
の
頁
は
次
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
始
め
ら
れ
て
い
る
。
「
地
上
の
表
面
を
原
初
に
お
い
て
完
全
に
覆
っ
て

い
た
水
が
少
し
ず
つ
引
い
て
、
島
撰
や
大
陸
が
出
現
し
た
よ
う
に
、
最
初
期
の
人
問
に
と
っ
て
も
、
彼
を
取
り
巻
く
世
界
と
彼
自
身
の
自
然

本
性
を
覆
う
神
話
的
思
考
の
層
は
、
悠
久
の
時
を
経
て
少
し
ず
つ
後
退
し
、
合
理
的
精
神
の
次
第
に
大
き
く
な
り
つ
つ
あ
る
領
域
が
開
か
れ
、

　
　
　
　
　
（
2
）

光
が
投
じ
ら
れ
た
。
」
ネ
ス
ト
レ
に
と
っ
て
は
神
話
的
思
考
を
表
す
ミ
ュ
ー
ト
ス
と
合
理
的
精
神
の
ロ
ゴ
ス
と
は
、
互
い
に
水
と
油
の
よ
う

に
相
容
れ
る
こ
と
の
な
い
対
立
的
な
概
念
で
あ
っ
て
、
ロ
ゴ
ス
の
勃
興
は
同
時
に
ミ
ュ
ー
ト
ス
の
終
焉
を
も
意
味
し
て
い
た
。
同
じ
頁
に
は

次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。
「
ミ
ュ
ー
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
ー
こ
れ
ら
の
雷
雲
で
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
の
精
神
が
そ
の
問
で
揺
れ
動
く
二
つ
の

極
点
を
意
味
し
て
い
る
。
ミ
ュ
ー
ト
ス
的
な
表
象
と
ロ
ゴ
ス
的
な
思
考
と
は
相
対
立
し
あ
う
。
前
者
は
意
図
す
る
こ
と
な
く
、
無
意
識
の
も
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の
よ
り
創
造
し
、
形
成
し
、
具
象
的
で
あ
る
の
に
比
べ
、
後
者
は
意
図
を
伴
い
、
意
識
的
に
分
析
と
総
合
を
お
こ
な
い
、
概
念
的
で
あ
る

（
強
調
は
原
著
者
）
。
」
ネ
ス
ト
レ
に
と
っ
て
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
科
学
、
学
問
は
、
ミ
ュ
…
ト
ス
的
要
素
を
で
き
る
か
ぎ
り
排
除
し
、
ロ
ゴ
ス
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的
精
神
が
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
立
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
は
イ
オ
ニ
ア
の
自
然
学
者
た
ち

で
あ
る
。

　
｝
般
に
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
創
始
考
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
タ
レ
ス
、
ア
ナ
ク
シ
マ
ソ
ド
ロ
ス
、
ア
ナ
ク
シ
メ
ネ
ス
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
人
た
ち
は
、
エ
ー
ゲ
海
を
越
え
て
、
ギ
リ
シ
ア
本
土
の
対
岸
に
位
置
す
る
イ
オ
ニ
ア
と
呼
ば
れ
る
地
域
の
う
ち
、
ミ
レ
ト
ス
と
い

う
都
市
の
出
身
で
あ
る
。
前
六
世
紀
に
お
け
る
彼
ら
の
活
動
を
も
っ
と
も
適
切
に
言
い
表
す
雷
葉
は
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
作
品
に
冠
さ
れ
た

「
ヒ
ス
ト
リ
ア
ー
（
卜
q
焼
O
b
“
簗
）
」
で
あ
ろ
う
。
「
探
求
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
ホ
メ
ロ
ス
、
ヘ
シ
オ
ド
ス
ら
を



「
神
話
を
語
る
人
々
」
の
意
で
「
ミ
ュ
ー
ト
ロ
ゴ
イ
（
k
受
魅
O
レ
q
曵
O
偽
）
」
と
名
づ
け
た
の
に
対
し
て
、
彼
ら
に
は
こ
れ
と
区
別
す
る
意
味
で
、

「
ピ
ュ
シ
コ
イ
（
＄
ミ
q
ミ
。
臥
）
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
自
然
を
論
ず
る
者
た
ち
の
意
で
あ
る
。
、
・
・
ユ
ー
ト
ロ
ゴ
イ
た
ち
も

世
界
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
語
る
が
、
彼
ら
と
自
然
論
者
た
ち
と
異
な
る
の
は
、
自
然
論
者
た
ち
が
、
神
々
の
、
あ
る
い
は
人
間
の
祖
先
が

誰
で
、
ど
の
神
の
血
筋
を
引
い
て
い
る
の
か
で
は
な
く
、
自
然
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
究
極
的
に
は
ど
の
よ
う
な
基
本
要
素
か
ら
生
じ
た
か
を

問
う
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
神
話
的
思
考
は
、
ガ
イ
ア
（
大
地
の
女
神
）
や
ウ
ラ
ノ
ス
（
天
空
の
神
）
と
い
っ
た
神
々
を
登
場
さ
せ
、
神
々
の

結
婚
の
連
鎖
に
よ
っ
て
も
の
の
生
成
を
説
明
し
た
が
、
彼
ら
は
は
じ
め
て
生
成
の
原
理
を
「
乾
い
た
」
と
か
「
湿
っ
た
」
と
か
、
「
冷
た
い
」

と
か
「
熱
い
」
と
か
い
っ
た
、
わ
れ
わ
れ
が
現
に
経
験
し
て
い
る
も
の
の
性
質
に
置
換
し
、
そ
れ
ら
に
い
わ
ば
定
冠
詞
を
付
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
乾
い
た
も
の
」
「
湿
っ
た
も
の
」
「
冷
た
い
も
の
」
「
熱
い
も
の
篇
と
し
て
客
体
化
し
た
。
む
ろ
ん
い
わ
ゆ
る
基
本
要
素
な
る
も
の
を

何
と
同
定
す
る
か
に
お
い
て
、
彼
ら
は
幼
稚
な
誤
り
を
犯
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
ま
た
現
象
の
観
察
と
ヴ
ェ
リ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
通
じ
て
、
修
正
す
る
こ
と
が
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
超
経
験
的
な
も
の
か
ら
経
験
的
な
も
の
へ
生
成
の
説
明
原
理
を
置
き
換

え
る
と
い
う
作
業
に
よ
っ
て
、
今
日
の
科
学
の
萌
芽
と
な
る
も
の
が
ギ
リ
シ
ア
に
誕
生
し
た
。
こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
が
神
話
的
思
考
か
ら

で
ぎ
る
だ
け
遠
ざ
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
っ
た
。
　
　
こ
れ
が
ネ
ス
ト
レ
や
そ
の
他
の
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
、
今
日

ほ
と
ん
ど
常
識
と
も
み
な
さ
れ
て
い
る
見
解
で
あ
る
。

　
イ
オ
ニ
ア
自
然
学
者
た
ち
の
第
…
の
貢
献
が
、
経
験
さ
れ
る
世
界
の
中
の
身
近
な
も
の
に
説
明
原
理
を
求
め
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
見

方
そ
の
も
の
は
け
っ
し
て
間
違
っ
て
い
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
最
初
に
哲
学
し
た
」
人
た
ち
と
呼
ん
だ
イ
オ
ニ
ア
人
た
ち
が
哲
学
を

含
め
科
学
の
発
達
に
お
い
て
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
こ
と
は
紛
う
こ
と
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
が
問
題
と
す
る
の

は
、
こ
の
新
た
な
自
然
の
発
見
が
、
科
学
が
超
自
然
的
な
も
の
、
不
合
理
的
な
も
の
を
徐
々
に
排
除
し
て
い
っ
た
こ
と
で
可
能
と
な
っ
た
の

か
、
ひ
と
言
で
言
え
ば
、
「
ミ
ュ
ー
ト
ス
か
ら
ロ
ゴ
ス
へ
」
と
い
う
移
行
を
表
す
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
一
見
分
か
り
や
す
い
門
ミ
ュ
ー
ト
ス
か
ら
ロ
ゴ
ス
へ
」
と
い
う
図
式
は
実
際
と
う
ま
く
適
合
し
な
い
こ
と
に
、
ネ
ス
ト
レ
自
身
が
す
で

ロ
ゴ
ス
と
ミ
ュ
ー
ト
ス

八
七
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に
気
づ
い
て
い
た
。
初
期
の
哲
学
者
た
ち
が
現
に
多
く
の
神
話
的
表
象
を
用
い
て
い
る
一
方
で
、
ホ
メ
ロ
ス
の
神
々
は
合
理
的
精
神
に
基
づ

い
た
行
動
を
と
っ
て
い
る
。
ヘ
シ
オ
ド
ス
の
『
神
勲
記
』
も
ま
た
伝
承
さ
れ
た
神
話
を
統
一
的
な
視
点
の
も
と
に
合
理
的
に
整
理
し
よ
う
と

　
　
　
　
　
（
5
）

す
る
動
き
が
あ
る
。
一
般
に
神
話
が
従
来
に
考
え
ら
れ
て
き
た
以
上
に
合
理
性
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
構
造

主
義
者
た
ち
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
開
ス
ト
ロ
ー
ス
（
い
曾
∵
G
o
三
舞
ω
ω
）
、
M
・
デ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
（
U
①
け
δ
弓
⑦
）
、
J
－
P
・
ヴ
ェ
ル
ナ
ン

（
く
①
ヨ
勉
簿
）
、
P
・
ヴ
ィ
ダ
ル
陰
ナ
ケ
（
＜
嬢
巴
－
2
餌
ρ
学
事
）
と
い
っ
た
研
究
者
た
ち
が
、
次
々
と
成
果
を
発
表
し
、
そ
の
影
響
は
英
米
圏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
ま
で
波
及
す
る
勢
い
を
見
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
も
と
と
も
ミ
ュ
ー
ト
ス
か
ら
ロ
ゴ
ス
へ
移
行
す
る
決
定
的

な
池
魚
、
す
な
わ
ち
両
者
を
蔵
然
と
切
り
離
し
、
そ
の
移
行
の
時
点
を
特
定
化
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
し
う
る
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ろ
う
。
ネ
ス
ト
レ
は
ホ
メ
ロ
ス
が
神
話
的
伝
承
の
最
後
に
位
置
す
る
と
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
難
を
逃
れ
よ
う
と
し
た
。
同
様
に
、

ギ
リ
シ
ア
神
話
研
究
で
著
名
な
G
・
S
・
カ
ー
ク
（
H
（
三
（
）
も
、
ギ
リ
シ
ア
人
が
純
然
た
る
ミ
ュ
ー
ト
ス
の
時
代
を
薪
石
器
時
代
に
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
、
架
空
の
時
代
設
定
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
カ
ー
ク
も
ま
た
、
ホ
メ
ロ
ス
や
ヘ
シ
オ
ド
ス
の
作
品
に
合
理
的
精
神
が

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
を
不
合
理
な
も
の
と
み
な
す
こ
れ
ま
で
の
南
方
に
強
く
異
議
を
唱
え
て
い
る
が
、
し
か
し
ギ
リ
シ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

神
話
は
他
の
神
話
と
は
異
な
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
こ
れ
は
例
外
的
な
事
例
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
彼
も
ま
た
、
合
理
性
を
欠
い
た
純
然

た
る
ミ
ュ
ー
ト
ス
と
神
話
的
要
素
を
含
ま
な
い
純
然
た
る
ロ
ゴ
ス
を
想
定
す
る
こ
と
で
誤
り
を
犯
し
て
い
る
、
と
言
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
い

か
な
る
ミ
ュ
ー
ト
ス
も
ま
っ
た
く
不
合
理
な
も
の
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
い
か
な
る
ロ
ゴ
ス
も
ミ
ュ
ー
ト
ス
的
要
素
を
下
金
に
排
除
し
た

も
の
で
は
な
く
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
両
者
は
お
互
い
に
一
方
の
要
素
を
含
み
つ
つ
並
存
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
誕
生
期
に
つ
い
て
論
じ
る
さ
い
に
、
右
に
述
べ
た
ネ
ス
ト
レ
の
、
不
合
理
な
ミ
ュ
ー
ト
ス
か
ら
合
理
的
な
ロ
ゴ
ス
へ
と

い
う
図
式
は
、
単
純
で
分
か
り
や
す
い
分
だ
け
、
多
方
面
に
お
い
て
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
ギ
リ
シ
ア
哲
学
を
論

じ
た
記
念
碑
的
な
業
績
で
あ
る
『
初
期
ギ
リ
シ
ア
哲
学
瓢
（
寒
甚
、
O
蕊
寒
ミ
ミ
霧
暮
ξ
）
で
著
名
な
～
・
バ
ー
ネ
ッ
ト
（
じ
d
霞
器
け
）
は
、
も

う
ひ
と
つ
の
労
作
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
ー
タ
レ
ス
か
ら
プ
ラ
ト
ン
へ
』
（
O
鳶
罫
ミ
ミ
翁
忌
、
§
§
～
貸
、
霧
ミ
き
ミ
）
の
中
で
、
原
初
の
哲
学
者



た
ち
に
見
ら
れ
る
原
始
的
な
信
仰
の
残
津
を
強
調
す
る
こ
と
よ
り
も
、
彼
ら
が
彼
ら
の
先
行
者
た
ち
と
い
か
な
る
点
に
お
い
て
異
な
る
か
を

見
る
こ
と
の
ほ
う
が
は
る
か
に
重
要
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
「
タ
レ
ス
と
そ
の
後
継
者
た
ち
に
よ
り
、
あ
る
新
し
い
も
の
が
世
界
に
到
来

（
1
0
）

し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
見
解
に
対
し
て
、
強
く
異
議
を
唱
え
た
の
が
F
・
M
・
コ
ー
ン
フ
ォ
ー
ド
（
O
o
諺
・

8
a
）
で
あ
る
。
彼
は
優
れ
た
ギ
リ
シ
ア
哲
学
史
家
と
し
て
い
く
つ
か
の
重
要
な
仕
事
を
残
し
た
が
、
若
い
頃
の
著
作
で
あ
る
『
宗
教
か
ら

科
学
へ
』
（
㌔
ざ
§
肉
乳
喧
§
ご
き
帖
、
8
愚
書
）
に
お
い
て
、
最
初
期
の
哲
学
に
見
ら
れ
る
、
科
学
的
精
神
と
宗
教
思
想
と
の
深
い
関
係
を
は

じ
め
て
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
彼
が
こ
の
問
題
に
再
び
取
り
組
ん
だ
の
は
、
そ
の
死
の
直
前
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
彼
の
弟
子

の
ひ
と
り
で
あ
る
W
・
K
・
C
・
ガ
ス
リ
ー
（
○
暮
耳
邑
が
編
纂
し
た
コ
ー
ン
フ
ォ
ー
ド
の
遺
稿
集
『
知
恵
の
同
源
ー
ギ
リ
シ
ア
哲
学

思
想
の
起
源
に
つ
い
て
』
（
連
蕊
愚
ミ
§
ζ
軌
§
職
禽
ヒ
§
鳴
O
蔚
§
的
ミ
O
誌
簿
き
亀
。
の
魯
ミ
ミ
～
§
o
薦
ミ
）
で
は
、
哲
学
の
初
源
を
ミ
ュ
ー

ト
ス
に
、
あ
る
い
は
祭
儀
に
求
め
た
。
彼
が
タ
レ
ス
ら
の
思
想
を
今
日
の
自
然
科
学
の
最
初
の
形
態
と
す
る
こ
と
に
異
を
唱
え
た
最
も
大
き

な
理
由
は
、
こ
れ
ら
の
初
期
の
哲
学
者
た
ち
が
「
実
験
」
の
方
法
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
コ
ー
ン
フ
ォ
ー
ド
に
よ

れ
ぽ
、
彼
ら
の
思
想
が
自
然
を
直
接
に
観
察
し
て
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
は
る
か
に
思
弁
的
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
そ
れ

は
当
時
の
宗
教
の
体
系
を
俗
化
さ
せ
、
よ
り
抽
象
的
な
体
系
に
置
き
換
え
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
秩
序
あ
る
世
界
が
い
か
に
し
て
混
沌

（
カ
オ
ス
）
か
ら
生
じ
た
か
と
い
う
こ
と
も
宇
宙
論
的
な
ミ
ュ
ー
ト
ス
と
共
有
す
る
問
題
で
し
か
な
い
し
、
さ
ら
に
は
、
彼
ら
に
哲
学
史
的
な

意
義
が
帰
せ
ら
れ
て
い
る
基
本
要
素
の
設
定
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ぽ
ア
イ
テ
ー
ル
と
ゼ
ウ
ス
、
ア
ー
エ
ー
ル
（
空
気
）
と
ハ
デ
ス
、
水
と

ポ
セ
イ
ド
ン
と
い
っ
た
ふ
う
に
、
神
話
の
古
い
神
々
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
そ
れ
ら
基
本
要
素
は
能
動
的
な
力

を
有
し
、
生
命
を
も
ち
、
不
滅
で
あ
り
、
そ
し
て
神
的
な
存
在
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
見
解
を
裏
づ
け
る
た
め
に
、
コ

ー
ン
フ
ォ
ー
ド
は
、
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
と
ヘ
シ
オ
ド
ス
の
『
副
題
記
』
と
の
対
応
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
は
今
日
で
も
大
筋
に

お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
コ
ー
ン
フ
ォ
ー
ド
の
貢
献
は
過
小
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
彼
の
研

究
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
ヘ
シ
オ
ド
ス
　
『
神
垣
記
』
に
見
ら
れ
る
ウ
ラ
ノ
ス
ー
ク
ロ
ノ
ス
ー
ゼ
ウ
ス
の
王
権
継
承
が
、
バ
ビ
ュ
ロ
ニ
ア
の
い

ロ
ゴ
ス
と
ミ
ュ
ー
ト
ス

八
九
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（
1
1
）

わ
ゆ
る
ク
マ
ル
ビ
伝
説
と
明
瞭
な
対
応
関
係
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
特
に
初
期
哲
学
と
の
関
連
で
は
、
同
書
の
カ
オ
ス
の
記
述
、
す
な

わ
ち
カ
オ
ス
よ
り
お
互
い
に
反
対
的
な
る
も
の
が
分
離
し
て
生
成
し
、
そ
れ
ら
が
熱
・
冷
、
乾
・
湿
と
い
っ
た
性
質
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら

れ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
イ
オ
ニ
ア
科
学
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
と
す
る
の
は
今
日
に
お
い
て
な
お
有
力
な
見
解
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
、
以
上
の
よ
う
な
ヘ
シ
オ
ド
ス
『
神
統
記
』
と
イ
オ
ニ
ア
科
学
の
類
似
性
は
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
も
あ
る
。
バ
ー
ネ

ッ
ト
も
イ
オ
ニ
ア
科
学
の
萌
芽
が
ヘ
シ
オ
ド
ス
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
認
め
る
の
に
吝
か
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
両
者
が
根

本
的
に
異
な
る
と
し
た
。
哲
学
と
神
話
は
異
な
る
。
哲
学
は
人
間
の
理
性
に
基
づ
く
営
為
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
神
話
と
は
本
質
的
に

別
の
も
の
だ
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
。
コ
ー
ン
フ
ォ
ー
ド
は
初
期
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
た
ち
が
な
お
強
い
神
話
的
影
響
下
に
あ
る
こ
と
を
示
し

て
、
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
解
釈
を
的
確
に
批
判
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
こ
の
批
判
は
、
初
期
の
哲
学
に
見
ら
れ
る
古
い
不
合
理

的
な
要
素
の
残
津
を
指
摘
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
も
残
る
。
た
し
か
に
、
問
わ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
イ
オ
ニ
ア
の

哲
学
そ
れ
自
体
に
お
い
て
根
本
的
に
新
し
い
も
の
は
何
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
騒
を
向
け
る
べ
き
は
そ
の
新
し
い
も
の
の

ほ
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
新
し
さ
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
ア
ジ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
最
初
の
」
哲
学
者
と
呼
ん
だ
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
確
認
し

て
お
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
よ
う
な
解
釈
に
は
疑
問
の
余
地
が
残
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
わ
れ
わ
れ
が
問
題
に
し
た
い
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。
初
期
の
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
た
ち
は
、
し
ぼ
し
ぼ
誤
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

擬
人
化
さ
れ
た
神
話
的
表
象
を
受
け
取
っ
て
、
彼
ら
の
宇
宙
論
に
お
い
て
こ
れ
を
非
神
話
化
し
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
世
界
が
い
か
に
し

て
そ
の
再
造
を
維
持
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
を
解
く
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
擬
感
化
さ
れ
た
神
話
的
表
象
を
利
用
し
た
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
哲
学
誕
生
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
擬
人
化
か
ら
非
擬
人
化
へ
で
は
な
く
、
擬
人
化
さ
れ
た
モ
デ
ル
と
彼
ら
の
新
し
い
哲

学
と
が
共
存
す
る
か
た
ち
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
ら
が
残
し
た
断
片
や
、
彼
ら
の
思
想
に
関
す
る
間
接
証
言
の
近

年
に
お
け
る
精
査
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
事
実
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
コ
ー
ン
フ
ォ
…
ド
の
い
く
ら
か
誇
張
さ
れ
は
し
た
が
、
本
質
的
に
は
正
当
な
、
神
話
的
モ
デ
ル
と
哲
学
と
の
共
存
と
い



う
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
話
か
ら
哲
学
へ
と
い
う
図
式
は
そ
の
後
の
学
者
た
ち
を
支
配
し
て
ぎ
た
。
W
・
K
・
C
・
ガ
ス
リ
ー
も
、
そ

の
著
名
な
哲
学
史
（
郎
　
§
妹
O
壱
　
鳥
＼
　
O
蕊
笥
丸
き
畿
O
句
愚
ミ
）
の
第
一
巻
に
お
い
て
、
世
界
に
つ
い
て
の
神
話
的
・
詩
的
な
見
地
よ
り
合
理
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

な
見
地
へ
の
移
行
を
認
め
て
い
る
。
カ
ー
ク
・
レ
イ
ヴ
ン
鈍
ス
コ
フ
ィ
ー
ル
ド
（
H
（
一
同
犀
1
1
菊
鋤
く
Φ
欝
庭
ω
O
げ
O
甑
Φ
一
島
）
の
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
哲

学
者
た
ち
』
（
ぎ
。
・
§
§
赴
き
帖
、
8
愚
ミ
誘
）
に
お
い
て
も
、
最
初
の
哲
学
者
タ
レ
ス
が
「
明
ら
か
に
神
話
的
説
明
を
払
拭
し
て
お
り
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ゆ
え
に
こ
そ
、
彼
の
思
想
が
ど
れ
ほ
ど
素
朴
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
最
初
の
哲
学
者
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
雷
い
、

そ
の
素
朴
さ
も
ま
た
彼
の
弟
子
で
あ
る
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
、
世
界
の
み
な
ら
ず
人
類
の
起
源
に
つ
い
て
も
合
理
的

な
説
明
が
は
じ
め
て
与
え
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ら
ん
彼
ら
と
て
も
、
神
話
的
思
考
が
合
理
的
精
神
に
完
全
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た

と
認
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
主
と
し
て
神
話
的
な
も
の
」
か
ら
「
主
と
し
て
合
理
的
な
も
の
」
へ
の
移
行
で
あ
る
と
し
て

（
1
4
）

い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
不
合
理
な
も
の
の
除
去
に
よ
る
と
す
る
点
に
お
い
て
、
彼
ら
は
異
ロ
同
音
の
見
解
を
示
し
て
お
り
、
こ
こ
に
お

い
て
「
…
…
か
ら
…
…
へ
」
と
い
う
図
式
が
い
か
に
強
力
な
も
の
で
あ
る
か
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
…
…
か
ら
…
…
へ
」
と
い
う
図
式
は
、
た
だ
に
哲
学
史
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
領
域
に
お
い
て
も
絶
大
な
る
影
響
力
を

誇
っ
て
い
る
。
神
話
学
で
は
、
現
代
の
研
究
者
た
ち
で
指
導
的
な
位
置
に
あ
る
F
・
グ
ラ
フ
（
○
鑓
h
）
も
、
世
界
の
神
話
的
説
明
か
ら
離
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

理
性
に
基
づ
く
説
明
を
始
め
た
最
初
の
人
を
タ
レ
ス
と
し
て
い
る
し
、
歴
史
学
の
方
面
で
も
、
こ
の
テ
シ
ス
が
い
か
に
強
力
か
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

ス
ネ
ル
な
ど
の
言
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
一
方
、
ギ
リ
シ
ア
の
ミ
ュ
ー
ト
ス
や
宗
教
が
地
位
を
奪
わ
れ
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
わ
け
で
は

な
い
と
主
張
す
る
学
者
も
い
た
。
そ
の
ひ
と
り
が
E
・
R
・
ド
ッ
ズ
（
U
。
＆
ω
）
で
、
彼
の
『
ギ
リ
シ
ア
人
と
非
理
性
』
（
憲
恥
O
ミ
簿
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

§
駄
ミ
鳴
禽
ミ
ご
§
、
）
は
も
う
一
方
の
論
陣
を
は
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
コ
ー
ン
フ
ォ
ー
ド
の
研
究
の
流
れ
を
受
け

継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
と
は
独
立
に
フ
ラ
ン
ス
の
構
造
主
義
の
神
話
解
釈
が
同
じ
よ
う
な
趣
旨
の
主
張
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
構
造
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
＝
重
し
て
お
く
と
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
ミ
ュ
ー
ト
ス
が
そ
れ
自
身
の
合
理
性
を
有
す
る
こ
と

は
、
レ
ヴ
イ
ー
ス
ト
ロ
ー
ス
、
ヴ
ェ
ル
ナ
ソ
、
デ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
ら
の
構
造
主
義
者
た
ち
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
の
成
果
は
今
日
で
は

ロ
ゴ
ス
と
ミ
ュ
ー
ト
ス

九
一
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英
米
圏
の
研
究
者
た
ち
に
も
影
響
を
与
え
つ
つ
あ
る
。
～
－
P
・
ヴ
ェ
ル
ナ
ン
は
一
九
六
〇
年
代
に
『
ギ
リ
シ
ア
思
想
の
起
源
』
（
卜
8

9
暗
§
8
譜
ミ
鳶
謬
言
晦
蕊
ミ
ミ
Q
払
り
①
b
。
）
や
『
ギ
リ
シ
ア
人
に
お
け
る
ミ
ュ
ー
ト
ス
と
思
想
輪
（
さ
き
鳴
Q
愚
§
総
Q
ら
、
§
駐
9
帖
参
ド
8
α
）

に
お
い
て
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
理
性
概
念
が
当
時
の
政
治
的
、
社
会
的
背
景
と
類
比
的
に
発
達
を
遂
げ
た
こ
と
を
後
づ
け
て
い
る
（
こ
れ
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

先
行
的
な
研
究
と
し
て
L
・
ジ
ェ
ル
ヌ
（
○
①
話
①
け
）
が
い
る
）
。
ヴ
ェ
ル
ナ
ン
は
こ
れ
ら
の
著
作
で
は
い
わ
ゆ
る
「
ギ
リ
シ
ア
人
の
奇
跡
」
と

い
う
考
え
を
斥
け
て
い
る
が
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
か
ら
ロ
ゴ
ス
へ
の
根
本
的
な
移
行
を
認
め
る
点
で
は
、
基
本
線
に
お
い
て
い
ま
だ
バ
ー
ネ
ッ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
V

ら
の
影
響
を
脱
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
同
じ
著
者
は
一
九
八
○
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
合
理
性
の
さ
ま
ざ
ま
な
相
を
認
め
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

に
よ
っ
て
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
に
含
ま
れ
る
独
特
の
タ
イ
プ
の
合
理
性
を
・
頭
張
し
た
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
は
、
そ
れ
自
身
の
豊
か
な
論
理
構
造
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

晃
ら
れ
る
と
い
う
考
え
は
M
・
デ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
の
い
く
つ
か
の
著
作
に
よ
っ
て
明
快
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
レ
ヴ
ィ
睦
ス
ト
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
9
…
）

ー
ス
の
流
れ
を
汲
む
研
究
で
あ
る
こ
と
は
雷
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
神
話
的
論
理
な
る
も
の
の
実
際
例
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
挙
げ
る
必
要

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
挙
げ
た
諸
書
を
参
照
さ
れ
れ
ば
よ
い
。
わ
れ
わ
れ
は
次
節
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
を
プ
ラ
ト
ン

以
前
に
お
け
る
ミ
ュ
ー
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
明
す
る
こ
と
を
試
み

た
い
。
神
話
と
哲
学
に
関
す
る
僻
見
の
多
く
が
、
こ
れ
ら
の
語
の
誤
っ
た
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ニ
　
ロ
ゴ
ス
と
ミ
ュ
ー
ト
ス

　
ロ
ゴ
ス
と
ミ
ュ
ー
ト
ス
と
い
う
と
、
わ
れ
わ
れ
が
ロ
ゴ
ス
で
ま
ず
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
「
覆
葉
」
と
か
「
論
理
」
と
か
、
あ
る
い
は

「
理
性
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
の
ほ
う
は
「
神
話
」
と
か
「
物
語
」
と
い
っ
た
意
昧
合
い
で
あ
ろ
う
。
ヨ
旨
ゴ

と
は
、
日
本
人
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
記
紀
に
み
え
る
神
代
の
世
界
、
す
な
わ
ち
圏
産
み
の
神
話
の
こ
と
で
あ
り
、
他
方
、
欧
米
入
に
は

ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
や
、
そ
の
他
の
異
民
族
の
（
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
い
く
ら
か
距
離
を
お
い
た
か
た
ち
で
の
）
神
話
を
意
味
し
て
い
る
。
あ

る
い
は
、
ロ
ゴ
ス
（
ま
さ
n
）
は
玄
○
δ
σ
q
《
（
生
物
学
）
や
の
o
o
一
〇
σ
q
《
（
生
態
学
）
他
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
学
」
を
成
立
さ
せ
る
、
人
間
の



合
理
的
な
思
考
を
表
し
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
（
装
題
。
ハ
）
は
こ
れ
に
対
し
て
人
聞
の
非
合
理
的
な
、
時
に
は
原
始
的
な
表
象
能
力
に
根
づ
い
た
も

の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
這
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
ロ
ゴ
ス
と
ミ
ュ
ー
ト
ス
の
理
解
の
た
め
に
は
、
い
さ
さ
か
乱
暴
な
窪
い
か
た
だ

が
、
そ
の
よ
う
な
先
入
観
を
取
っ
払
っ
て
考
え
る
ほ
う
が
よ
い
。
両
者
は
多
く
の
場
合
と
も
に
単
な
る
「
話
」
以
上
の
も
の
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ギ
リ
シ
ア
語
に
ミ
ュ
ー
ト
ロ
ギ
ア
（
k
蓬
。
レ
。
貫
黛
）
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
9
旨
げ
巳
。
σ
q
《
と
い
え
ぽ
神
話
学
と
訳
さ

れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
は
晩
年
の
『
法
律
』
篇
に
お
い
て
国
家
建
設
を
め
ぐ
る
議
論
に
こ
の
言
葉
を
あ
て
て
い
る
（
誤
N
と
。

こ
の
よ
う
な
例
は
『
国
家
』
に
も
み
ら
れ
、
対
話
者
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
理
想
国
家
論
を
こ
の
名
で
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る

（切

n
濁
）
。
文
字
通
り
に
は
「
ミ
ュ
ー
ト
ス
を
述
べ
る
」
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
ミ
ュ
ー
ト
ス
は
「
神
話
」
で
は
な
い
し
、
「
物
語
」

で
も
な
い
。
強
い
て
訳
す
な
ら
ぽ
「
話
」
あ
る
い
は
「
論
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
ロ
ゴ
ス
に
つ
い
て
も
言
う

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
語
を
論
理
と
か
、
理
性
と
か
の
意
味
と
し
て
使
う
の
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
も
と
も
と
の
出
自
か

ら
す
れ
ぽ
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
特
殊
な
、
限
定
さ
れ
た
用
法
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ミ
ュ
ー
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
が
初
期
の
ギ
リ
シ
ア
文
学
の
中
で
対
比
的
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
ま
ず
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
に
つ
い
て

論
じ
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
ミ
ュ
ー
ト
ス
（
k
亀
。
ハ
）
と
い
う
語
の
語
源
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
嚢
亀
。
り
お
よ
び
そ
の
派
生
語

k
ミ
漂
◎
装
ミ
（
物
語
る
）
　
　
ほ
か
に
費
遠
ミ
。
り
、
k
遠
。
嫉
e
と
い
っ
た
形
が
出
現
す
る
一
の
語
根
で
あ
る
k
『
は
も
と
も
と
「
な
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

か
を
響
か
せ
る
扁
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
も
つ
が
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
語
源
研
究
で
著
名
な
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
ω
o
げ
重
工
け
）
は
、
こ
の
よ
う
な
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

味
は
ホ
メ
ロ
ス
に
は
見
出
せ
な
い
と
い
う
理
由
で
こ
の
語
源
説
明
を
斥
け
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
q
黙
－
を
挙
げ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ

も
形
態
論
的
に
承
認
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
ミ
ュ
ー
ト
ス
の
語
源
を
探
っ
て
も
明
確
な
答
え
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ

（
2
5
）

ろ
う
。
む
し
ろ
、
ホ
メ
ロ
ス
に
お
け
る
実
際
の
用
例
か
ら
そ
の
意
味
合
い
を
考
え
る
ほ
う
が
よ
い
。

　
ミ
ュ
ー
ト
ス
は
ホ
メ
ロ
ス
で
は
五
〇
回
以
上
現
れ
る
。
こ
の
点
で
は
ロ
ゴ
ス
と
対
照
的
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
ゴ
ス
は
ホ
メ

ロ
ス
で
は
二
度
し
か
出
て
こ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ホ
メ
ロ
ス
に
お
け
る
ミ
ュ
ー
ト
ス
は
単
に
「
話
」
と
い
う
意
味
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。

ロ
ゴ
ス
と
ミ
ュ
ー
ト
ス

九
三
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例
・
兄
ぽ
、
『
イ
リ
ア
ス
』
第
七
歌
で
は
、
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
ミ
ュ
ー
ト
ス
（
k
建
ミ
鼠
レ
卑
二
三
。
S
）
」
（
墨
N
巽
《
G
。
。
。
。
。
）
と
い
う
雷

葉
が
二
度
ほ
ど
現
れ
る
。
ブ
リ
ア
モ
ス
と
伝
令
使
イ
ダ
イ
オ
ス
に
よ
っ
て
使
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
方
の
王
メ
ネ
ラ
オ
ス
に
妃
ヘ
レ

ネ
を
返
さ
ぬ
と
い
う
パ
リ
ス
（
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
）
の
「
言
葉
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
デ
ィ
オ
メ
デ
ス
が
そ
れ
は
ト
ロ
イ
ア
方
の
破

滅
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
ぬ
と
反
論
す
る
と
、
そ
の
ミ
ュ
ー
ト
ス
（
メ
お
直
）
に
ギ
リ
シ
ア
軍
が
歓
声
を
あ
げ
る
。
こ
れ
も
「
言
葉
」
で
あ
る
。

次
い
で
、
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
が
伝
令
使
に
ギ
リ
シ
ア
軍
が
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
、
そ
の
ミ
ュ
ー
ト
ス
（
S
お
①
）
を
聞
い
た
で
あ
ろ
う
、

と
伝
令
使
に
言
う
。
こ
れ
も
「
言
葉
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
は
い
つ
も
声
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
海
神
テ
テ
ィ

ス
と
ゼ
ウ
ス
が
相
談
し
て
い
る
様
子
を
見
て
取
っ
た
ヘ
レ
は
、
な
ん
と
か
そ
の
企
み
を
問
い
た
だ
そ
う
と
す
る
が
、
ゼ
ウ
ス
は
彼
女
に
答
え

て
、
「
ヘ
レ
よ
、
わ
た
し
の
ミ
ュ
…
ト
ス
を
な
ん
で
も
知
ろ
う
と
思
っ
て
は
な
ら
ぬ
脇
（
七
日
緯
α
）
と
雷
う
。
こ
れ
に
は
「
考
え
て
い
る
こ

と
」
と
い
う
よ
う
な
訳
が
普
通
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
声
に
は
発
せ
ら
れ
な
い
が
、
や
は
り
「
雷
葉
偏
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ホ
メ

ロ
ス
で
は
（
そ
し
て
後
の
作
家
に
お
い
て
も
）
ミ
ュ
ー
ト
ス
は
通
常
「
言
葉
」
「
話
」
以
上
の
意
味
の
も
の
で
は
な
い
。
た
い
て
い
話
を
伝
え

る
中
で
、
そ
の
報
告
に
先
立
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
の
後
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
報
告
文
の
中
で
と
い
う
限
定
は
ホ
メ
ロ
ス
の
す
べ
て
の

用
例
に
で
は
な
い
が
、
多
く
の
場
合
に
う
ま
く
適
合
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
と
は
「
話
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
よ
り
正
確
に
言

う
と
、
報
告
さ
れ
る
も
の
（
消
息
）
と
い
う
意
味
で
の
話
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
報
告
文
は
、
か
な
ら
ず

「
…
…
に
よ
れ
ば
」
と
い
う
よ
う
に
、
語
ら
れ
る
こ
と
が
ら
を
実
際
に
晃
聞
し
た
者
（
磐
窪
。
村
圃
蔓
）
の
存
在
と
の
関
連
で
話
さ
れ
る
。
こ

の
点
で
は
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
は
主
観
的
な
色
彩
を
も
つ
言
葉
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
真
実
を
表
す
ア
レ
ー
テ
イ
ア

も
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
両
者
は
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
。
～
方
、
ロ
ゴ
ス
は
、
少
な
く
と
も
名

詞
形
の
ま
ま
で
は
、
ホ
メ
ロ
ス
で
は
極
端
に
用
例
が
少
な
く
、
二
例
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
「
（
バ
ト
ロ
ク
ロ
ス
は
）
物
語
（
ま
曵
ミ
ハ
）
を

し
て
、
無
聯
を
慰
め
て
い
た
」
（
満
塁
G
。
り
ω
）
が
そ
の
｝
例
で
、
も
う
ひ
と
つ
は
女
神
ア
テ
ナ
が
至
高
の
神
ゼ
ウ
ス
に
、
「
（
ア
ト
ラ
ス
の
娘

が
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
を
）
日
夜
優
し
く
甘
い
雷
葉
で
（
装
ミ
§
9
q
；
ミ
桑
昔
葺
へ
。
卜
雲
滴
ミ
ミ
q
い
）
そ
の
心
を
惑
わ
す
」
（
O
猟
押
㎝
O
）
で
あ
る



が
、
こ
こ
に
は
合
理
性
（
染
込
。
轟
ま
《
）
の
意
味
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
動
詞
形
の
隷
曵
e
は
ラ
テ
ン
語
の
訂
σ
q
o
と
同
様
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

「
集
め
る
」
を
原
意
と
す
る
。
こ
の
形
で
は
い
く
つ
か
用
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
も
特
に
合
理
性
と
結
び
つ
く
意
味
合
い
は

実
際
に
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
ロ
ゴ
ス
の
使
用
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
上
の
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
の
例
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
否
定

的
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
否
定
的
な
形
容
辞
（
k
ミ
湊
零
偽
金
闇
＆
嚢
葺
へ
。
い
q
卜
）
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
、

ロ
ゴ
ス
は
そ
れ
自
身
は
否
定
的
で
も
肯
定
的
で
も
な
い
、
中
性
的
な
意
味
で
あ
る
と
も
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
ホ
メ
ロ
ス
の
例
が
あ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
V

り
か
ん
ば
し
く
な
い
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
や
は
り
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
こ
の
点
は
ミ
ュ
ー
ト
ス
と
対
照
的
で
あ
る
。
ミ
ュ
ー
ト

ス
の
ほ
う
は
ア
レ
ー
テ
イ
ア
（
真
実
）
と
結
び
つ
い
て
、
む
し
ろ
肯
定
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
は
あ
と
で
改
め
て
確
認
し
た
い
。

　
こ
の
よ
う
に
ホ
メ
ロ
ス
に
お
い
て
（
同
様
に
ヘ
シ
オ
ド
ス
に
お
い
て
も
）
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
は
ロ
ゴ
ス
よ
り
も
否
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る

と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ミ
ュ
ー
ト
ス
に
つ
い
て
の
全
体
的
な
チ
ャ
ー
ト
を
得
る
た
め
に
、
辞
書
を
手
が
か
り
に
意
味
を
列
挙
し
て
み

（
2
9
）

よ
う
。

k
亀
。
ハ
H
●
一
　
ミ
。
ミ
鴇
愚
爲
簿
㍊
憎
Φ
ρ
」
口
国
。
塁
き
鳥
。
昏
興
勺
。
倶
ρ
冒
ω
ひ
q
．
昌
昌
住
℃
ご
Φ
ω
P
§
鳴
鳶
ミ
。
ミ

　
　
　
　
b
。
．
層
ミ
ぴ
職
偽
魯
禽
さ

　
　
　
　
G
。
．
q
§
竃
誘
§
§
ヒ
ヨ
。
ω
鷺
《
冒
9

　
　
　
　
野
ミ
帖
躇
的
ミ
9
誉
9
§
ミ
紺
ミ
ミ
ミ
§
8
§
ミ
ミ
噛
み
ミ
ミ
帽
魯
鳩
ミ
鴇
ご
嵩
㌔
8
袋
彦
星
縞
蹴
ミ
融

　
　
　
　
㎝
．
ミ
帖
鎖
ミ
。
轟
譜
ひ
ミ
ミ
愚
。
神
§
ミ
。
ミ
魅
ミ
感
8
魯
譜
い
磁
§
ミ
ミ
～
ミ

　
　
　
　
①
・
的
ミ
帖
譜

　
　
　
　
メ
ミ
隷
o
h
ヨ
Φ
P
ミ
§
o
ミ
、
　
§
9
、
5
§
恥
G
・
い
薦
僑

　
　
　
H
圃
。
一
　
ミ
壁
の
§
9
§
ミ
ミ
ミ
“
”
ヨ
麟
。
∋
”
巳
（
Φ
昏
Φ
冨
け
臼
滴
q
さ
り
”
三
吟
。
昇
臼
ω
け
ぎ
。
鷺
。
昌
。
｛
け
毎
Φ
o
壁
｛
巴
ω
①

ロ
ゴ
ス
と
ミ
ュ
ー
ト
ス

九
五
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“
。
．
嶺
ミ
§
（
8
p
ま
さ
つ
、
譜
～
§
．
ら
き
ミ
N
）

　
ら
。
．
α
q
⑦
器
鑓
＝
ざ
嶺
ミ
㍉
§
、
、
轟
Q
蕊
鼻
㌣
塁
ミ

　
心
．
愁
暮
貌
ミ
ミ
ミ
藩
ミ
凝
“
職
§
単
ら
ミ
ミ
鳩
§
噛
、
的
恥
ミ
舜
誉
ミ
鳴

　
9
黛
ミ
○
暁
鋤
8
ヨ
。
血
《
o
憎
叶
『
曽
⑱
①
血
《

（
聡
は
省
略
）

　
ロ
ゴ
ス
の
用
法
が
「
計
算
」
「
関
係
」
「
説
明
」
「
比
率
」
な
ど
多
面
的
で
あ
る
の
に
比
べ
て
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
の
ほ
う
は
「
語
る
」
と
い
う

そ
の
原
初
的
な
意
味
を
つ
ね
に
残
し
て
い
る
の
が
特
徴
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
王
は
「
語
」
「
話
偏
「
啄
扁
等
々
の
文
字
通
り
「
語
ら
れ

た
も
の
」
の
意
味
で
あ
り
、
琵
は
さ
ら
に
な
ん
ら
か
の
筋
を
含
む
「
物
語
扁
の
意
味
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
は
広
い
意
味
で
の
「
言
葉
」
で
あ

る
。
上
記
の
う
ち
ホ
メ
ロ
ス
、
ヘ
シ
オ
ド
ス
で
確
認
さ
れ
る
用
例
は
1
1
～
5
、
n
1
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
1
5
は
『
イ
リ
ア
ス
撫
第
一
歌

五
四
五
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
以
外
の
用
法
で
は
、
∬
5
に
あ
る
よ
う
に
、
劇
で
は
ミ
ュ
ー
ト
ス
は
物
語
の
筋
を
表
し
て
い
る
。
H

2
は
ロ
ゴ
ス
と
反
意
的
に
用
い
ら
れ
る
場
合
で
、
三
ω
8
江
。
け
讐
翻
す
な
わ
ち
「
実
際
に
起
き
た
こ
と
」
に
対
す
る
虚
構
を
雪
口
う
。
け
れ
ど

も
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
初
期
の
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
用
例
で
は
こ
の
よ
う
な
対
比
は
見
ら
れ
な
い
。

　
ミ
ュ
ー
ト
ス
そ
れ
自
体
に
否
定
的
な
意
味
が
な
い
こ
と
は
、
そ
の
後
の
作
家
に
お
い
て
も
岡
様
に
言
え
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
異
論
も

あ
る
。
こ
こ
で
は
紙
数
の
鰯
限
が
あ
る
の
で
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る
解
釈
者
が
挙
げ
る
典
拠
の
ひ
と
つ

に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
歴
史
家
ヘ
ロ
ド
ト
ス
で
あ
る
が
、
『
歴
史
』
第
二
巻
二
三
節
で
は
、
ナ
イ
ル
河
の
洪
水
に
つ
い
て

の
誤
っ
た
説
明
に
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
を
オ
ケ
ア
ノ
ス
河
に
結
び
つ
け
る
も
の
で
、
　
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
、
オ
ケ
ア
ノ
ス

は
ホ
メ
ロ
ス
の
よ
う
な
詩
人
の
考
案
し
た
も
の
で
、
現
実
に
は
な
い
と
見
て
い
る
（
同
様
の
例
は
第
二
巻
四
五
節
に
も
あ
る
）
。
こ
の
用
例
は
、

ホ
メ
ロ
ス
や
ヘ
シ
オ
ド
ス
と
違
い
、
虚
偽
の
話
の
意
味
に
近
づ
い
て
い
る
と
雷
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
ど
の
よ
う

な
話
が
ミ
ュ
ー
ト
ス
に
入
る
か
と
い
う
よ
う
な
仕
方
で
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
斥
け
ら
れ
る
べ
き
ミ
ュ
ー
ト
ス
だ



と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
は
斥
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
雷
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
が
同
じ
よ
う
な

虚
偽
の
話
に
つ
い
て
ロ
ゴ
ス
と
い
う
表
記
も
用
い
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
第
二
巻
＝
六
節
で
、
ヘ
レ
ネ
が

ト
ロ
イ
ア
に
赴
い
た
こ
と
に
つ
い
て
二
通
り
の
説
明
が
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
ロ
ゴ
ス
の
名
で
呼
び
、
と
も
に
真
実
で
は
な
い
と
し
て

（
3
0
）

い
る
。
こ
の
よ
う
に
ミ
ュ
ー
ト
ス
そ
の
も
の
に
否
定
的
な
意
味
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
の
ロ
ゴ
ス
の
ほ
う
は
、
ホ
メ
ロ
ス
や

ヘ
シ
オ
ド
ス
に
お
け
る
用
例
は
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
る
が
、
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
第
一
撃
五
六
の
よ
う
に
、
ロ
ゴ
ス
の
ほ
う
に
否
定
的
な

意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
ヘ
シ
オ
ド
ス
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
以
上
の
文
献
調
査
よ
り
帰
結
す
る
こ

と
は
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
が
ロ
ゴ
ス
に
比
べ
て
否
定
的
な
取
り
扱
い
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
む
し
ろ
多
く
の
場
合
に
、
ロ
ゴ

ス
が
否
定
的
な
意
味
合
い
を
背
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
ロ
ゴ
ス
を
よ
り
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
味
で
用
い
る
こ
と
は
初
期
ギ
リ
シ
ア
詩
に
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
は
哲
学
者
の
功
績
で
あ
る
と
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
次
に
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。
ロ
ゴ
ス
が
よ
り
積
極
的
に
、
合
理
性
の
意
味
を
も
つ
に
至
る
た
め

に
は
、
人
間
が
も
つ
知
識
の
限
界
に
関
し
て
、
認
識
論
的
な
洞
察
を
く
ぐ
り
ぬ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ク
セ
ノ
バ
ネ
ス
は
、
人
間
に

は
正
確
な
知
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
彼
ら
に
許
さ
れ
る
の
は
「
思
惑
（
ド
コ
ス
）
」
の
み
で
あ
る
と
言
っ
た
（
断
片
三
四
）
。
こ
れ
は
、
ホ
メ

ロ
ス
が
ム
ー
サ
の
も
つ
直
接
的
な
知
に
比
し
て
、
人
間
は
「
噂
（
ク
レ
オ
ス
）
」
し
か
も
た
な
い
と
（
『
イ
リ
ア
ス
』
第
二
歌
四
八
六
行
）
言

っ
た
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
ホ
メ
ロ
ス
の
場
合
に
は
、
た
だ
情
報
の
間
接
性
の
み
が
問
題
に
さ
れ
て
い
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
（
現
場
に
居

あ
わ
せ
た
者
な
ら
ぽ
）
直
接
知
を
も
つ
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
が
、
ク
セ
ノ
バ
ネ
ス
の
場
合
に
は
、
人
間
の
認
識
の
本
来

的
な
有
限
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
論
的
な
洞
察
を
経
て
ば
じ
め
て
、
ロ
ゴ
ス
は
哲
学
の
基
礎
的
な
概
念
に
ま
で
高
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
お
い
て
「
こ
の
ロ
ゴ
ス
の
真
実
を
人
間
た
ち
は
け
っ
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
な
い
」
（
断
片
一
）

と
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
ロ
ゴ
ス
は
詩
人
た
ち
が
述
べ
た
よ
う
な
否
定
的
な
意
味
合
い
は
も
は
や
な
く
、
む
し
ろ
有
限
的
な
認
識
能
力
の
彼

方
に
あ
る
世
界
の
理
法
を
指
し
て
い
る
。
目
や
耳
や
舌
の
感
覚
器
官
で
は
な
く
「
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
判
定
せ
よ
」
と
い
う
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の

ロ
ゴ
ス
と
ミ
ュ
ー
ト
ス

九
七
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言
葉
（
断
片
七
）
も
同
じ
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ロ
ゴ
ス
は
語
り
手
か
ら
離
れ
て
客
観
化
し
、
岡
時
に
抽
象
化
も
推
し
進
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
き
て
ロ
ゴ
ス
は
ミ
ュ
ー
ト
ス
よ
り
も
よ
り
高
位
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
彼
ら
に
し
て
も
神
話
的
表
現
そ
れ
自
体
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
ク
セ
ノ

バ
ネ
ス
は
人
間
の
姿
を
し
た
（
餌
暮
ξ
o
℃
○
ヨ
。
ε
臨
。
）
神
々
を
描
い
た
と
し
て
ホ
メ
ロ
ス
や
ヘ
シ
オ
ド
ス
を
難
じ
た
が
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
そ
の

も
の
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
い
た
っ
て
は
、
そ
の
哲
学
の
表
現
に
ム
ー
サ
な
ら
ぬ
無
名
の
女
神
を
用
い
て
い
る
（
断
片

一）

B
つ
ま
り
、
初
期
の
哲
学
者
た
ち
の
登
場
に
よ
っ
て
、
ロ
ゴ
ス
は
そ
の
積
極
的
な
意
味
を
も
つ
に
い
た
っ
た
が
、
そ
の
新
し
い
哲
学
は

ミ
ュ
ー
ト
ス
の
否
定
か
ら
出
発
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
ミ
ュ
ー
ト
ス
が
そ
れ
自
身
に
否
定
的
な
意
味
合
い
を
蒼
す
る
と
い
う
見
方
は
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。
ミ
ュ
ー
ト
ス
が
批
判
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
が
、
そ
れ
は
別
の
ミ
ュ
ー
ト
ス
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
ミ
ュ
…
ト
ス
で
あ
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
批
判
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
ミ
ュ
…
ト
ス
の
も
つ
虚
購
性
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
厳
密
な
る
も
の
を
求
め
る
と
い
う
思
考
は

初
期
の
ギ
リ
シ
ア
の
文
献
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ホ
メ
ロ
ス
や
ヘ
シ
オ
ド
ス
の
例
を
見
る
と
き
に
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
の
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

色
と
言
え
る
こ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
マ
イ
ヤ
ー
は
そ
の
主
観
的
な
特
色
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
ミ
ュ
ー
ト
ス
が
記
憶
と
関
わ
る
こ
と
が

多
い
か
ら
で
あ
る
。
ホ
メ
ロ
ス
に
お
け
る
用
法
な
ど
に
注
意
す
る
と
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
は
ア
レ
ー
テ
イ
ァ
（
真
実
）
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
真
実
、
あ
る
い
は
真
理
と
言
う
と
き
に
、
す
で
に
哲
学
者
た
ち
の
吟
味
・
考
察
を
経
て
い
る
が
ゆ

え
に
、
か
え
っ
て
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
が
、
初
期
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
詩
入
は
こ
の
よ
う
な
吟
味
・
考
察
を
通
過
し
て
い
な
い
の
で
、

彼
ら
に
と
っ
て
真
実
と
は
ひ
と
え
に
門
記
憶
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
次
に
述
べ
た
い
。

　
真
実
あ
る
い
は
真
理
を
表
す
ギ
リ
シ
ア
語
は
、
ア
レ
…
テ
イ
ア
（
隻
愚
侮
§
、
叙
事
詩
で
は
幾
愚
傷
ミ
）
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
関
し
て

は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
フ
リ
ー
ト
レ
ソ
ダ
ー
に
よ
る
論
争
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ア
レ
ー
テ
イ
ア
は
、
（
1
）
隠
れ
な
き
こ
と

（
¢
ミ
豊
り
○
薦
①
弓
Φ
津
）
と
し
て
客
体
に
み
ず
か
ら
現
れ
て
く
る
よ
う
な
な
に
か
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
（
2
）
雷
表
や
儒
念
が
正
し
く
あ



る
こ
と
（
控
。
算
輕
ハ
①
一
心
）
と
し
て
判
断
の
う
ち
に
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ホ
メ
ロ
ス
に
お
い
て
は
一
貫
し
て
言
表
の

側
の
性
質
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
解
釈
の
立
場
を
支
持
す
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
ホ
メ
ロ
ス
に
お
い
て

「
真
実
」
を
表
す
玉
葉
と
し
て
三
種
類
の
表
現
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ア
レ
ー
テ
イ
ア
が
ど

の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
見
よ
う
。
ホ
メ
ロ
ス
の
『
イ
リ
ア
ス
』
と
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ァ
』
に
は
幾
遣
融
ミ
の
名

詞
形
が
九
回
目
幾
慧
詩
の
形
容
詞
形
が
九
園
の
合
計
一
八
回
の
用
例
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
黛
箕
ぞ
簿
ぞ
g
ヨ
と
ミ
§
（
忘
却
）
か
ら
な

る
と
い
う
ア
レ
ー
テ
イ
ア
の
語
源
説
明
が
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
レ
ー
テ
イ
ア
と
は
「
忘
却
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
」
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
も
っ
と
も
分
か
り
や
す
い
例
は
、
『
イ
リ
ア
ス
』
第
二
三
歌
三
五
八
－
三
六
一
の
「
ア
キ
レ
ウ
ス
は
、
は
る
か
遠
く

の
平
原
に
あ
る
ゴ
ー
ル
を
目
指
し
て
、
そ
の
傍
ら
に
、
父
君
の
身
に
随
う
、
神
に
も
似
た
ポ
イ
ニ
ク
ス
を
審
判
者
と
し
て
置
い
た
。
そ
れ
は
、

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

駆
け
具
合
を
記
憶
し
、
ア
レ
ー
テ
イ
ア
を
宣
べ
る
た
め
で
あ
っ
た
（
㌫
ハ
墨
焼
曾
ミ
ら
ミ
馬
蔭
昏
㌶
o
無
煙
。
い
）
」
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
ミ
§
の
意
味
は
主
と
し
て
「
忘
却
偏
で
あ
る
が
、
そ
の
動
詞
形
の
レ
ミ
駅
濡
ミ
の
意
味
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
来
は

「
注
意
を
免
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
A
が
B
を
ラ
ン
タ
ネ
イ
ン
（
》
ミ
寒
寒
ミ
）
す
る
」
と
は
、
「
A
が
B
の
注
意
を
免
れ
る
」
こ

と
を
意
味
す
る
。
こ
の
場
合
、
A
に
関
す
る
こ
と
は
多
く
の
場
合
B
の
記
憶
に
関
係
す
る
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

今
現
在
の
こ
と
に
関
わ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
将
来
の
出
来
事
に
関
係
す
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
む
し
ろ
、
ス
ネ
ル
（
ω
郎
①
環
）
の
言
う
よ
う

に
、
あ
る
認
識
の
連
続
性
の
中
に
あ
っ
て
、
な
に
ひ
と
つ
ミ
§
に
ゆ
だ
ね
な
い
こ
と
が
、
幾
愚
瓢
謡
で
あ
る
条
件
と
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
V

言
え
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
A
は
つ
ね
に
B
の
判
断
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ホ
メ
ロ
ス
に
お
け
る
実
際
の
用
例
は
、

あ
る
特
定
の
事
実
を
報
告
す
る
と
い
う
場
面
で
現
れ
て
い
る
。
先
ほ
ど
の
例
で
奮
え
ば
、
勝
敗
の
事
実
（
A
）
が
、
ポ
イ
ニ
ク
ス
と
い
う
報

告
者
（
B
）
を
通
じ
て
、
そ
の
事
実
に
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
ア
キ
レ
ウ
ス
を
含
む
ギ
リ
シ
ア
人
（
C
）
に
報
告
さ
れ
る
、
と
い
う
三
極
の

構
造
で
な
っ
て
お
り
、
A
が
B
に
よ
っ
て
記
憶
さ
れ
、
そ
れ
が
C
へ
と
伝
達
さ
れ
る
と
き
に
、
そ
の
伝
達
に
歪
曲
が
な
け
れ
ぽ
、
そ
れ
が
ア

レ
ー
テ
イ
ア
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ロ
ゴ
ス
と
ミ
ュ
ー
ト
ス

九
九
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ア
レ
ー
テ
イ
ア
以
外
で
真
実
を
表
す
表
現
と
し
て
、
ホ
メ
ロ
ス
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ネ
ー
メ
ル
テ
ー
ス
（
ぐ
ミ
砺
b
息
ハ
）
と
、
も

う
ひ
と
つ
は
エ
テ
ユ
モ
ス
（
①
焼
e
凝
O
ハ
）
お
よ
び
こ
れ
と
同
系
の
語
（
賢
q
つ
笥
。
。
α
つ
蹄
費
曇
。
n
）
で
あ
る
。
前
者
は
否
定
的
意
味
の
接
頭
辞

℃
『
と
語
根
費
§
寧
（
曇
§
慧
§
誤
る
）
か
ら
な
る
形
容
詞
で
、
「
誤
り
の
な
い
」
と
い
う
意
味
が
原
意
で
あ
り
、
後
者
は
い
ず
れ
も
動

詞
無
ミ
い
（
あ
る
）
に
由
来
し
て
、
「
あ
り
の
ま
ま
」
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
二
種
類
の
表
現
は
、
ア
レ
ー
テ
イ
ア
が
人
間
の

記
憶
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
点
で
、
主
観
的
な
意
味
が
強
い
の
に
対
し
て
、
客
観
的
な
正
し
さ
を
意
味
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
こ
で

は
エ
テ
ユ
モ
ス
系
統
の
語
と
ア
レ
ー
テ
イ
ア
と
の
意
味
の
相
違
を
見
よ
う
。
『
イ
リ
ア
ス
晒
第
二
歌
で
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
語
る
、
「
カ
ル
カ

ス
は
本
当
の
こ
と
を
予
言
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
（
ロ
の
　
　
　
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
心
　
偽
峡
。
り
O
マ
誉
寝
疋
焼
偽
ミ
偽
器
卜
　
㌶
傷
　
鳶
聡
い
　
◎
ぐ
鳶
い
）
」
（
舞
b
。
。
ω
8
）
と
い
う
去
勢
で
、
本
当
の
こ
と

と
は
、
ギ
リ
シ
ア
軍
が
十
年
後
に
ト
ロ
イ
ア
を
征
服
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
す
。
そ
れ
は
、
予
言
者
が
過
ま
の
こ
と
を
正
し
く
記
憶
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

い
る
か
ら
真
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
客
観
的
に
見
て
正
し
い
と
い
う
意
味
で
真
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
レ
ー
テ
イ
ア
は
、
話

者
が
出
来
事
を
ど
の
よ
う
に
体
験
し
た
か
に
つ
い
て
述
べ
る
報
告
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
エ
テ
ユ
モ
ス
系
の
語
は
、
記
述
さ
れ
る

こ
と
が
事
実
と
し
て
「
当
た
っ
て
い
る
」
こ
と
を
述
べ
た
場
合
に
用
い
ら
れ
、
ア
レ
ー
テ
イ
ア
に
特
徴
的
で
あ
る
話
者
と
の
関
係
を
欠
い
て

い
る
。
つ
ま
り
、
エ
テ
ユ
モ
ス
系
の
語
は
、
情
報
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
は
ま
っ
た
く
無
関
心
で
あ
り
、
む
し
ろ
事
実
の
客
観
性
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

の
み
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
く
謹
。
。
b
息
噴
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
が
、
こ
こ
で
は
省
く
。
）

　
こ
の
よ
う
に
ホ
メ
ロ
ス
に
お
い
て
は
真
実
を
表
す
欝
葉
と
し
て
三
種
類
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
時
代
が
下
が
る
に

つ
れ
て
、
こ
れ
ら
の
原
初
的
な
意
味
の
違
い
は
見
央
わ
れ
、
す
べ
て
が
ア
レ
ー
テ
イ
ア
の
語
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

ア
レ
ー
テ
イ
ア
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
語
る
者
の
記
憶
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
も
う
少
し
時
代
を
下
る
と
ア
レ
ー
テ
イ
ア
に

も
客
観
的
な
意
味
が
出
現
す
る
（
も
っ
と
も
客
観
的
な
意
味
と
言
っ
て
も
哲
学
的
な
文
脈
に
お
い
て
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
）
。
ア
イ
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へ
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ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ス
キ
ュ
ロ
ス
の
『
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
』
の
「
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
聞
い
て
、
ア
レ
ー
テ
イ
ア
の
こ
と
を
聞
い
た
と
い
う
こ
と
を
知
り
な
さ
い
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ヘ
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へ

（
凡
o
q
二
心
焼
・
駆
鳶
。
芯
q
黛
ハ
h
q
ミ
愚
レ
遣
§
鶏
魅
e
壁
）
」
（
》
鷺
博
鐸
①
。
。
O
）
や
ピ
ン
ダ
ロ
ス
の
『
ネ
メ
ア
祝
勝
歌
第
七
藤
の
「
も
し
彼
ら
が
ア
レ
ー
テ



ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

イ
ア
を
見
る
こ
と
が
で
ぎ
た
の
で
あ
れ
ば
（
瓢
曵
§
漕
伽
邉
マ
幾
黙
鵯
象
ミ
N
象
k
建
）
」
（
冬
ミ
絹
』
㎝
）
に
は
、
ホ
メ
ロ
ス
に
は
な
い
「
ア
レ

ー
テ
イ
ア
を
聞
く
」
と
か
「
ア
レ
ー
テ
イ
ア
を
見
る
」
と
い
っ
た
表
現
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
で
は
じ
め
て
、
ア
レ
ー
テ
イ
ア
は
認
識

の
向
こ
う
に
、
認
識
と
は
独
立
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
そ
の
明
確
な
意
識
は
、
哲
学
者
の
登
場
を
待
た

ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
哲
学
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
じ
め
て
真
実
は
そ
の
客
観
的
な
意
味
を
得
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
か
し
、
ホ
メ
ロ
ス
以
後
の
文
学
が
、
単
な
る
・
王
観
的
な
意
味
だ
け
で
な
く
次
第
に
客
観
的
な
意
味
を
有
す
る
に
至
る
、
そ
の
途
上
に

あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
ぎ
る
。
右
の
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
や
ピ
ン
ダ
ロ
ス
に
お
け
る
用
例
は
、
ホ
メ
ロ
ス
に
お
い
て
ア
レ
ー
テ
イ

ア
、
ネ
ー
メ
ル
テ
イ
ア
、
そ
し
て
エ
テ
ゥ
モ
ス
系
の
語
と
い
う
、
真
実
と
い
う
言
葉
が
有
す
る
異
な
る
ア
ス
ペ
ク
ト
を
も
っ
て
い
た
も
の
が
、

少
し
ず
つ
ア
レ
ー
テ
イ
ア
と
い
う
概
念
に
包
摂
さ
れ
て
い
く
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
第
一
歩
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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7
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コ
ウ
ル
（
O
o
δ
）
は
、
ア
レ
ー
テ
イ
ア
が
他
の
語
の
意
味
を
包
含
す
る
に
至
っ
た
時
期
を
前
四
世
紀
に
設
定
し
て
い
る
が
、
む
ろ
ん
そ
の

変
様
は
ず
っ
と
早
く
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
ネ
ー
メ
ル
テ
イ
ア
は
す
で
に
早
く
か
ら
消
失
し
、
エ
テ
ユ
モ
ス
系
の
語
は
、
鋒
膏
e
ハ
（
ピ
ン

ダ
ロ
ス
、
バ
ッ
キ
ュ
リ
デ
ス
）
や
伽
鼠
ミ
（
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
）
の
副
詞
表
現
を
除
く
と
、
こ
れ
も
少
し
ず
つ
消
え
て
い
く
。
対
し
て
、
ア
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レ
ー
テ
イ
ア
は
、
も
と
も
と
保
持
し
て
い
な
か
っ
た
客
観
的
な
意
味
合
い
を
も
っ
こ
と
に
な
り
、
だ
い
た
い
ピ
ン
ダ
ロ
ス
の
頃
に
な
っ
て
、

ホ
メ
ロ
ス
的
な
形
態
が
失
わ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
事
実
は
、
ア
レ
ー
テ
イ
ア
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
よ
う
に
解
釈
す
る
立
場
に

と
っ
て
不
利
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ア
レ
ー
テ
イ
ア
は
も
と
も
と
は
人
間
の
意
識
に
関
わ
る
言
葉
で
あ
っ
て
、
客
観
的
な
意
味
と
か
、

も
の
の
側
に
あ
る
と
か
、
隠
さ
れ
た
も
の
が
現
象
し
て
く
る
と
か
い
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
原
初
的
な
重
事
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で

（
3
9
）

あ
る
。

　
ア
レ
ー
テ
イ
ア
に
関
す
る
論
議
に
頁
を
割
い
た
の
は
、
ア
レ
ー
テ
イ
ア
が
「
記
憶
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
の
意
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
、

初
期
の
詩
が
口
調
詩
か
ら
出
発
し
て
い
る
こ
と
と
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
た
め
で
あ
る
。
例
え
ば
、
プ
ラ
ト
ン
が
『
国

家
』
に
お
い
て
初
期
教
育
の
制
度
に
つ
い
て
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
ま
ず
問
題
に
し
た
の
は
ホ
メ
ロ
ス
や
ヘ
シ
オ
ド
ス
の
ミ
ュ
ー
ト
ス
で
あ
っ

ロ
ゴ
ス
と
ミ
ュ
ー
ト
ス

～
〇
一
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一
〇
二

た
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
言
う
ま
で
も
な
く
当
時
に
お
い
て
詩
は
韻
文
形
式
を
と
っ
た
知
識
の
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
過
去
の
文
化
を
継
承
す
る
さ
い
に
と
ら
れ
た
方
法
は
、
過
去
に
あ
っ
た
事
績
を
詩
人
た
ち
が
朗
議
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保

存
さ
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
こ
れ
を
と
く
に
ミ
…
メ
ー
シ
ス
（
模
倣
）
と
の
関
連
で
問
題
に
し
た
が
、
朗
説
に
よ
っ
て
朗
講
者
が
歌
に
登
場
す

る
人
物
と
一
体
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
本
を
匿
で
読
む
と
い
う
習
慣
は
ず
っ
と
後
に
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
あ
っ
た
と
し

て
も
読
書
の
主
流
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
詩
の
朗
調
こ
そ
ギ
リ
シ
ア
文
化
に
お
い
て
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
無

文
字
社
会
に
お
い
て
口
諦
詩
の
伝
統
の
主
た
る
目
的
は
、
そ
の
世
代
の
文
化
（
知
識
の
集
積
）
を
保
存
し
、
世
代
か
ら
世
代
へ
伝
え
る
こ
と

に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
知
識
は
記
号
さ
れ
う
る
も
の
（
ヨ
①
ヨ
。
感
三
⑦
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
簡
単
に
言
え
ば
、
こ
の
社
会
に
お

い
て
真
実
と
は
記
憶
さ
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
ロ
ゴ
ス
と
い
う
言
葉
で
論
理
や
理
性
を
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
と
い
う
雷
葉
で
神
話

や
物
語
を
連
想
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
わ
れ
わ
れ
の
通
念
と
は
異
な
り
、
両
者
は
初
期
ギ
リ
シ
ア
の
文
献
の
中
で
は
一
度

と
し
て
対
比
的
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ホ
メ
ロ
ス
に
お
い
て
は
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
の
使
用
が
ロ
ゴ
ス
を
数
の
上
で
圧
倒
し
て
い
る

と
い
う
点
を
除
く
と
、
両
者
は
と
も
に
言
葉
、
話
の
意
味
で
、
特
に
ロ
ゴ
ス
の
ほ
う
に
合
理
性
の
意
昧
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む

し
ろ
、
「
ロ
ゴ
ス
で
心
を
惑
わ
す
」
と
い
っ
た
否
定
的
な
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
霞
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
ヘ
シ
オ
ド
ス
で

も
岡
様
で
、
ロ
ゴ
ス
は
空
言
、
虚
雷
と
い
っ
た
悪
い
意
味
合
い
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ロ
ゴ
ス
と
ミ
ュ
…
ト
ス
と
は
、
通
常
考

え
ら
れ
て
い
る
の
と
は
逆
に
、
μ
ゴ
ス
の
ほ
う
が
そ
の
意
味
に
お
い
て
否
定
的
な
の
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
が
積
極
的
に
合
理
性
の
意
昧
を
も
つ

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
哲
学
者
た
ち
の
功
績
で
あ
る
。
愚
問
の
認
識
の
有
限
性
の
自
覚
と
と
も
に
、
ロ
ゴ
ス
は
語
り
手
の
人
間
か
ら
離
れ
客

観
化
し
、
よ
り
抽
象
的
な
も
の
と
な
る
。
初
期
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
ロ
ゴ
ス
と
ミ
ュ
ー
ト
ス
と
の
位
置
は
逆
転
し
た
と
雷

う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
も
、
彼
ら
は
ミ
ュ
…
ト
ス
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ゴ
ス
の
思
想
に
鋼

達
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



　
こ
う
し
て
み
る
と
、
プ
ラ
ト
ン
以
前
に
お
い
て
、
真
理
を
語
る
二
つ
の
方
式
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ひ
と
つ
は
ミ
ュ
ー
ト
ス
に
よ
っ

て
記
憶
を
通
じ
て
語
ら
れ
る
真
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
出
来
事
の
真
実
と
い
う
意
味
に
お
い
て
事
実
と
い
う
の
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、

記
憶
を
手
が
か
り
に
伝
達
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
哲
学
者
が
ロ
ゴ
ス
を
客
体
化
し
抽
象
化
す
る
こ
と
で
、
通
常
の
認
識
を

越
え
た
も
の
を
こ
れ
に
よ
っ
て
認
識
で
き
る
と
主
張
す
る
も
の
で
、
こ
れ
は
事
実
を
越
え
た
、
そ
し
て
事
実
の
根
拠
を
あ
た
え
る
真
理
で
あ

る
。
こ
の
真
理
を
体
言
し
た
の
が
ロ
ゴ
ス
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
真
理
を
語
る
二
つ
の
方
式
は
、
反
発
し
あ
う
こ
と
な
く
共
存
し
て
い
た
。

ク
セ
ノ
バ
ネ
ス
に
お
い
て
両
者
は
対
立
し
た
（
と
い
う
よ
り
も
一
方
的
に
片
方
を
攻
撃
し
た
）
と
し
ば
し
ば
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
ク
セ
ノ

バ
ネ
ス
が
批
判
し
た
の
は
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
に
お
い
て
語
ら
れ
る
内
容
で
あ
っ
て
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
と
い
う
形
式
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
と
い
う
真
理
を
語
る
二
つ
の
表
現
の
形
式
の
う
ち
、
後
者
が
前
者
を
駆
逐
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
哲
学
が
成

立
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
が
共
存
す
る
か
た
ち
で
現
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ミ
ュ
ー
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
と
が
明
確
な
対
比
の
も
と
に
語
ら
れ
る
の
は
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
で
あ
る
。
「
い
ざ
や
聞
け
、
美
し
き
ロ
ゴ
ス
を
。

君
は
こ
れ
を
ミ
ュ
ー
ト
ス
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
わ
た
し
が
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
は
ロ
ゴ
ス
な
の
だ
」
（
9
薦
．
㎝
・
。
ω
》
）
。
こ
こ

で
は
ロ
ゴ
ス
は
真
実
の
話
で
あ
り
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
は
作
り
事
の
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
も
両
者
は
常
に
対
立
的

な
概
念
で
は
な
か
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
が
詩
人
批
判
に
お
い
て
も
っ
と
も
注
目
し
た
の
は
、
詩
人
た
ち
の
ミ
ュ
ー
ト
ス
が
入
間
た
ち
を
魅
惑
し
、

心
を
と
り
こ
に
し
て
し
ま
う
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
危
険
を
警
戒
し
な
が
ら
も
、
プ
ラ
ト
ン
は
ミ
ュ

ー
ト
ス
を
語
る
こ
と
を
禁
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
の
対
話
篇
に
お
い
て
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
仕
方
で
ミ
ュ
ー
ト
ス
を
展
開

す
る
の
で
あ
る
。
『
哲
学
史
講
義
』
の
中
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
議
論
に
ミ
ュ
ー
ト
ス
を
つ
け
加
え
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ミ
ュ
ー
ト

ス
は
入
間
が
幼
年
で
あ
る
と
き
の
み
有
用
で
あ
る
だ
け
の
も
の
で
、
年
を
経
て
理
性
が
成
熟
し
て
く
れ
ば
、
む
し
ろ
廃
棄
さ
れ
る
の
が
ふ
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
V

わ
し
い
も
の
と
見
な
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
哲
学
が
ミ
ュ
ー
ト
ス
の
否
定
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
上

方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
プ
ラ
ト
ン
以
前
の
思
想
の
解
釈
に
も
見
ら
れ
た
。
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
始
ま
り
、

ロ
ゴ
ス
と
ミ
ュ
ー
ト
ス

～
〇
三
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今
日
の
科
学
主
義
的
な
解
釈
に
至
る
ま
で
し
ば
し
ぽ
出
現
す
る
が
、

し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
別
の
…
機
会
に
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
〇
四

言
う
ま
で
も
な
く
プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
も
誤
っ
た
解
釈
で
あ
る
。
し
か

（
後
記
）
　
本
稿
は
私
の
博
士
論
文
『
プ
ラ
ト
ン
の
ミ
ュ
ー
ト
ス
漏
の
う
ち
の
第
一
部
を
縮
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
博
士
論
文
の
試
問
に
立
ち
会
っ
て
頂
き
、

　
有
益
な
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
内
山
勝
利
（
現
名
誉
）
教
授
、
中
務
哲
郎
教
授
、
中
畑
正
志
助
教
授
に
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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曽
℃
曾
O
P
O
捗
O
O
■
H
恥
N
邸
H
b
⊃
’

（
4
1
）
　
＜
『
◆
閑
．
O
●
〇
二
叶
げ
吋
圃
ρ
一
び
一
島
；
℃
．
押
∩
甲
．
ω
．
剛
（
一
『
評
H
｝
．
国
．
菊
m
く
Φ
誰
聾
竃
■
ω
0
7
0
睡
Φ
一
α
℃
一
ぴ
一
山
こ
℃
。
刈
■

（
5
1
）
　
閃
．
O
巴
飴
抽
O
毎
戸
隷
さ
妹
瀞
O
、
軽
、
山
蕊
ミ
妹
§
駄
ミ
ミ
ご
§
　
じ
d
p
o
一
ぼ
ヨ
O
「
ρ
H
㊤
り
ω
　
（
O
「
α
q
■
O
註
醇
ら
譜
蹄
ら
詠
恥
さ
転
諒
O
、
遣
紺
、
ミ
壽
驚
肉
帖
暮
馬
討
ミ
苫
斡
罎
‘
P
一
〇
貫

　
一
〇
〇
Q
㎝
）
讐
P
㊤
o
o
．

（
6
1
）
　
b
u
．
ω
コ
①
H
㌍
N
）
融
肉
蕊
味
蹴
恥
ら
隷
恥
へ
誌
織
鴨
軌
O
鴨
蹄
譜
の
■
．
の
鳳
ミ
駄
勘
誌
N
ミ
、
多
重
隷
Q
壽
ミ
蕊
偽
職
尾
翼
Q
ミ
§
一
酌
q
討
僑
謡
b
鳴
遮
隷
軸
嵩
◎
っ
　
守
鳴
軌
§
蕊
O
§
．
鴨
ら
討
剛
勇
℃
O
α
け
鼠
戸
α
q
①
昌
｝

　
ち
誤
3
ω
』
P
o
h
．
9
■
霞
巳
Φ
ざ
寒
恥
雰
恥
§
駄
卜
貯
総
ミ
雰
蚕
糞
H
O
瞬
も
P
一
メ
G
。
O
跨
な
お
、
ス
ネ
ル
の
方
法
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
以
下
の

著
作
を
参
照
。
b
σ
．
薯
範
冨
ヨ
ρ
の
ぎ
§
恥
§
織
≧
逡
8
鴇
童
切
Φ
昏
Φ
δ
団
磐
旧
い
。
ω
》
昌
ぴ
q
鉱
ω
㍉
り
㊤
ω
も
℃
・
卜
。
H
－
N
9
図
・
勺
巴
Φ
一
・
ミ
§
職
9
氏
殊
ミ
ミ
鳴
ミ
§
亀
㍉

　
Q
蕊
Q
隷
§
鵡
Q
恥
ミ
曝
壽
笥
ぎ
勘
の
鳴
麟
勺
圏
一
昌
O
Φ
叶
O
P
一
㊤
㊤
b
◇
｝
O
O
．
心
心
－
膳
O
Q
■

（
1
7
）
　
O
O
恥
島
ω
の
こ
の
書
に
つ
い
て
は
○
。
図
．
即
。
ご
。
《
9
爵
勘
貸
§
幽
鬼
鳴
蕊
§
望
診
“
彗
Q
註
碍
ミ
Q
、
の
計
ミ
紺
。
。
§
ミ
Q
O
譜
ミ
賢
謡
駄
b
鳴
竃
N
愚
ミ
馬
謡
妹
ミ

　
O
蕊
簿
の
職
§
8
6
謬
も
P
蒔
－
朝
を
参
照
。

（
1
8
）
　
構
造
主
義
者
た
ち
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
い
．
○
Φ
ヨ
①
計
鵠
Q
寒
軸
§
ぎ
の
讐
鳩
・
尉
職
魯
災
§
鴨
ミ
§
味
§
ミ
博
§
の
魯
§
ミ
．
ミ
心
ミ
ミ
§
o
蓉
貯
§
O
誌
昏
食

　
勺
2
。
「
凶
ρ
H
り
嵩
で
あ
る
。
ジ
ェ
ル
ヌ
の
功
績
に
つ
い
て
は
次
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
Q
o
．
く
8
図
Φ
匹
①
P
菊
Φ
6
＜
巴
二
簿
一
つ
α
q
O
①
ヨ
①
け
…
＜
巴
亘
Φ
鋤
a

　
（
罵
Φ
Φ
犀
ζ
く
け
げ
｝
｝
一
昌
ぎ
ミ
N
さ
き
牒
O
沁
偽
犠
肋
O
お
～
⑦
㌧
黛
駄
鑓
恥
帖
蕊
嚇
譜
恥
b
Q
唱
鴨
、
息
§
鳴
蕊
艦
ミ
O
℃
憾
Q
隷
§
ミ
砧
譜
静
Φ
α
■
げ
く
園
●
】
W
償
×
酢
O
づ
り
○
×
h
O
「
島
》
H
㊤
り
㊤
■

（
1
9
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
O
．
ψ
函
工
め
憲
鴨
≧
ミ
ミ
蕊
ミ
O
ミ
Q
隷
さ
ミ
堕
国
舞
ヨ
8
α
ω
≦
o
菖
7
㍉
ゆ
課
も
P
留
？
雪
。
。
を
、
「
ギ
リ
シ
ア
人
の
奇
跡
」
に
つ

　
い
て
は
、
野
O
Φ
讐
Φ
戸
二
塁
O
ミ
窮
的
§
虜
§
帖
ミ
ミ
僑
㍉
鍵
駐
惹
ミ
ミ
的
ミ
砂
嵐
的
鳴
ミ
騨
苓
ミ
沁
普
翁
ミ
O
ミ
b
§
貸
誉
㌧
一
り
。
◎
Q
◎
と
い
う
書
物
を
参
照
。

（
2
0
）
　
h
「
－
勺
．
＜
の
円
＝
9
0
踵
戸
穿
の
駄
鴨
聾
博
℃
鳳
の
Q
遮
妹
。
．
6
0
蕊
牒
ミ
．
呼
ミ
計
．
O
蓄
的
織
ミ
苫
鳴
昼
紹
ら
詠
O
N
髭
紬
劇
団
妹
O
ミ
．
心
い
ミ
愚
劣
謡
鳶
し
つ
層
額
憶
肉
凡
q
q
匙
ミ
O
蹴
帖
b
O
切
目
ミ
㌧
一
㊤
Φ
ρ
Φ
ω
℃
．
℃
唱
．

じ⊃

W
山
㊤
。
。
一
ω
O
ω
を
参
照
。

（
2
1
）
例
え
ば
、
ζ
■
U
Φ
け
δ
暮
ρ
卜
8
鳶
ミ
§
的
賊
諺
駄
§
蹄
、
卜
貸
」
意
㍉
㌧
ぎ
、
薦
器
織
塁
賢
こ
§
ミ
8
§
O
誌
8
勺
輿
ジ
お
刈
b
。
．

（
2
2
）
　
同
じ
よ
う
な
結
論
は
、
構
造
主
義
者
以
外
か
ら
も
、
≦
．
b
σ
員
冨
再
ら
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
。
芝
．
じ
u
口
夷
9
r
⑦
ミ
ミ
ミ
㊦
黛
§
駄
§
§
豊
§
O
ミ
簿

ロ
ゴ
ス
と
ミ
ュ
ー
ト
ス

一
〇
五



哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
号

一
〇
六

　
さ
、
、
ミ
～
§
ミ
～
栽
沁
無
、
ミ
ト
一
㊤
“
O
幽
℃
P
α
頴
噛

（
2
3
）
　
．
簿
≦
臼
3
Q
。
け
9
δ
コ
ひ
q
Φ
ヨ
9
0
0
7
ρ
匹
塁
ω
①
ω
一
差
㌶
讐
ヨ
①
7
ヨ
Φ
鵠
毛
圃
＝
　
（
k
石
倉
ミ
一
層
ニ
ひ
q
凶
噌
ρ
黒
戸
管
ズ
色
∬
瓜
ω
≦
）
．
（
彰
譲
○
頃
旨
p
⇒
≡
ピ
．
U
圃
。
ω
℃
鑓
。
げ
①
戸
戸
山
畠
Φ

　
讐
．
o
げ
鉱
ω
∩
7
㊦
い
。
ひ
q
簿
ド
ぎ
ミ
ミ
粟
曾
餐
㌧
・
毎
ミ
N
§
ミ
N
N
§
偽
Q
§
N
ミ
、
ぎ
ミ
。
い
ミ
〉
ミ
Q
ミ
ミ
凡
》
㌔
§
、
O
塁
昏
ミ
ら
ミ
Q
ω
”
驚
ω
ひ
q
曜
く
o
p
国
。
鵠
。
ゑ
ヨ
鋤
箒
昌
¢
二
四
頃
・

　
沁
8
搾
興
戸
一
㊤
邸
9
ω
．
①
困
）
’

（
2
4
）
　
』
■
国
■
ω
o
『
ヨ
こ
眞
砂
鳶
ミ
運
ミ
簿
丸
ミ
、
懸
織
象
、
ミ
零
、
ミ
壽
忽
ミ
ミ
ミ
”
¢
d
α
．
一
．
い
虫
℃
N
蒔
”
一
〇
◎
刈
O
・

（
2
5
）
　
唯
一
言
え
る
こ
と
は
、
、
ミ
ュ
ー
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
は
語
形
成
が
逆
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
隷
曵
e
よ
り
ま
喫
。
り
と
い
う
名
詞
が
、

　
k
唱
導
。
喚
の
名
謎
か
ら
㌃
蛇
毒
。
誉
ミ
等
の
派
生
語
が
出
て
く
る
。
○
噛
」
≦
．
男
」
≦
①
＜
Φ
巴
㌦
O
δ
ご
む
①
血
①
；
ε
雛
ひ
q
の
び
q
2
お
ω
①
（
δ
「
じ
ご
㊦
α
q
誌
無
ρ
馬
歯
7
0
ω
．
窪
廷
ト
。
ひ
q
o
ω
．

　
ヨ
α
o
憎
ぴ
q
一
，
6
0
三
ω
巳
δ
二
》
＝
甑
オ
①
ド
》
鳩
ミ
職
贈
渇
専
、
切
薦
、
薯
塁
偽
ミ
ミ
～
、
Q
鳥
二
一
㊤
㊤
P
ω
．
じ
。
○
◎
．

（
2
6
）
　
≧
庚
逞
隷
殴
e
（
カ
タ
ロ
グ
的
に
数
え
上
げ
る
）
も
同
じ
よ
う
な
意
味
の
も
の
と
し
て
し
ぼ
し
ば
用
い
ら
れ
る
。

（
2
7
）
　
謡
．
ω
・
一
G
◎
G
Q
　
○
猟
声
G
o
b
こ
担
心
切
ご
P
一
膳
”
ω
ω
弗

（
2
8
）
　
ヘ
シ
オ
ド
ス
の
場
含
に
も
、
ロ
ゴ
ス
は
「
空
醤
」
「
虚
琶
漏
（
ミ
～
．
卜
。
昏
。
㊤
）
と
い
っ
た
悪
い
意
味
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
他
の
ミ
～
●
○
。
㊤
9
9
・
刈
。
。
噛

　
刈
G
。
¢
は
、
明
ら
か
に
ホ
メ
ロ
ス
を
模
し
た
表
現
で
、
こ
こ
で
も
や
は
り
ロ
ゴ
ス
は
否
定
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
雪
口
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
9
）
　
甲
轡
O
．
ご
自
血
。
＝
2
δ
乗
一
欝
．
ω
6
0
搭
ト
O
ミ
簿
一
堂
謡
曳
～
怨
卜
嚢
勘
ミ
斜
O
．
脳
、
①
α
●
▼
○
×
｛
o
『
（
到
一
潔
ρ
9
ゆ
島
嚢
唱
免
。
り
’

（
3
0
）
　
岡
じ
よ
う
な
例
と
し
て
、
第
二
巻
＝
｝
二
節
、
第
三
巻
三
節
、
第
四
巻
七
七
節
、
第
七
巻
一
＝
四
簾
、
第
八
巻
～
一
九
節
が
あ
る
。

（
3
1
）
　
初
期
哲
学
者
に
お
け
る
ロ
ゴ
ス
の
意
味
に
関
す
る
分
析
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
成
果
を
簡
単
に

　
た
ど
る
に
と
ど
め
る
。

（
3
2
）
　
ζ
。
幣
竃
建
0
5
＝
）
一
型
こ
．
象
㊦
鍍
ぴ
董
a
＜
Φ
驚
ご
，
一
）
ド
5
ひ
q
．
唱
（
○
り
●
匁
）
・
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
の
特
徴
は
と
く
に
そ
の
沖
詞
形
k
高
島
。
k
ミ
に
お
い
て

　
よ
く
現
れ
て
い
る
。

（
3
3
）
　
鵠
．
ω
コ
。
芦
．
O
δ
聾
二
毛
圃
O
一
（
一
ρ
5
ひ
q
（
刷
①
自
り
萎
』
属
7
①
［
門
ω
ぴ
①
ぴ
Q
掃
．
謡
講
ぴ
包
二
Φ
＝
○
江
①
0
7
㊦
【
ρ
、
讐
§
ミ
M
ミ
ミ
顎
ミ
ミ
α
担
さ
圃
G
Q
一
ω
■
㊤
駆
■

（
3
4
）
　
ア
レ
…
テ
イ
ア
は
判
断
の
う
ち
に
あ
る
と
す
る
、
P
O
O
δ
ら
の
解
釈
に
対
し
て
、
じ
寓
■
勺
藁
簿
（
な
尋
偽
ミ
ミ
ぎ
Q
、
蓮
㌧
6
§
さ
ミ
ミ
、
ミ
㌔
尋
§
き

　
寒
熱
Q
、
ミ
。
職
ミ
ミ
b
怨
愚
欺
ミ
N
註
誤
口
詩
ミ
ら
O
ミ
融
き
ミ
㌦
自
嘲
C
三
く
①
騒
市
費
。
騰
竃
剛
。
憲
磯
9
。
コ
℃
閂
、
⑦
。
・
ρ
お
り
ρ
℃
9
ち
歯
O
）
が
、
レ
黛
ミ
島
㌣
e
が
記
憶
に
の

　
み
限
定
さ
れ
な
い
と
い
う
点
を
根
拠
に
異
を
唱
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
は
こ
の
点
を
留
意
し
た
上
で
も
成
立
す
る
。

　
O
h
↓
・
O
o
】
ρ
．
》
「
o
ゴ
巴
。
詳
，
二
二
μ
、
層
O
、
ミ
栽
ミ
、
㍉
職
q
さ
疑
ミ
欺
犠
㌦
O
ミ
衛
、
ミ
O
ミ
多
毛
寒
好
し
。
讐
一
り
G
G
ら
Q
．
、
富
レ
愚
魅
袋
食
ぢ
酢
7
㊤
肯
≦
｝
島
。
ザ
凶
ω
ヨ
〈
2
く
①
鳥
凶
ジ
。
鴨
「
①
ω
ρ
一
胃
ω



　
ヰ
。
ヨ
”
曽
需
讐
あ
ヨ
δ
ω
δ
づ
。
戸
口
鼠
。
細
頸
餌
二
〇
鵠
夢
簿
Φ
×
o
一
¢
瓢
Φ
レ
愚
も
き
毛
7
Φ
§
9
凶
諺
昏
Φ
8
圏
ヨ
。
｛
｛
o
「
ぴ
q
①
要
旨
⇒
①
ω
ρ
団
巴
ξ
語
o
h
霞
〇
二
〇
ρ
○
居
侭
⇒
o
『
ぎ
α
q
げ

　
（
O
O
．
Q
。
1
㊤
）
．

（
3
5
）
↓
．
閑
噌
尻
。
冨
『
は
、
エ
テ
ユ
モ
ス
系
の
語
の
意
味
を
、
ア
レ
ー
テ
イ
ア
と
区
別
し
て
、
d
霧
国
。
寓
Φ
圃
ヨ
O
Φ
ひ
q
Φ
房
讐
N
讐
ヨ
¢
器
。
簿
Φ
⇔
、
と
言
い
表
す

　
（
↓
■
囚
『
δ
o
冨
び
．
半
日
8
冨
O
M
琶
住
》
〉
瓜
㊤
国
M
．
”
㌔
ミ
ミ
§
的
H
O
P
お
O
伊
ω
．
H
①
①
）
。
他
の
用
例
と
し
て
は
、
O
猟
一
ρ
ま
刈
で
本
当
の
夢
と
偽
り
の
夢

　
が
あ
る
と
し
て
、
前
者
は
。
映
も
、
簿
曇
黛
暮
黛
亀
。
ぐ
雲
と
呼
ば
れ
る
。
N
卜
H
ρ
α
逡
（
開
O
職
．
心
」
き
）
で
は
「
私
は
偽
り
を
語
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と

　
も
本
当
の
こ
と
（
跨
提
ミ
）
を
語
っ
て
い
る
の
か
、
言
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
一
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
語
の
語
源
的
意
味
に
つ
い
て
は
国
。
欺
琴
平
昌
や

　
b
む
9
沼
o
ρ
の
語
源
辞
典
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
6
）
　
こ
れ
ら
二
語
に
つ
い
て
は
、
韻
律
的
な
理
由
（
ヨ
①
巳
伽
q
惹
け
貯
）
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
真
実
を
語
る
と
い
う
意
味
は
、
黙
》
ミ
謙
黛
k
亀
愚
q
黛
q
魅
ミ

　
と
も
、
似
息
§
ミ
匙
k
迷
愚
q
匙
q
恥
ミ
と
も
表
記
し
う
る
が
、
韻
律
的
に
は
と
も
に
「
－
1
－
－
」
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
「
真
実
の
」
は
工
費
雫

　
k
o
ハ
（
－
i
…
）
と
も
、
幾
ミ
爵
（
－
l
l
）
と
も
書
け
る
。
後
者
は
ス
ポ
ン
デ
ー
と
な
る
も
の
の
、
韻
律
的
価
値
は
同
じ
で
あ
る
。

（
3
7
）
　
↓
7
．
O
o
δ
」
び
嫁
‘
℃
．
お
．

（
3
8
）
　
ア
レ
ー
テ
イ
ア
が
客
観
的
な
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
例
は
、
上
記
の
型
a
。
≧
N
卜
。
鈎
》
①
の
魯
．
誌
鷺
§
◆
①
。
。
O
の
ほ
か
に
は
、
ω
o
警
．
寄
Φ
㌍

　
℃
ぎ
伍
．
9
8
①
。
。
よ
P
ト
い
。
」
O
な
ど
が
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
意
味
の
変
容
に
つ
い
て
の
詳
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if　one　continues　inquiry．　However，　we　can　answer　the　paradox　in　this　form　by

taking　into　consideration　the　anaiogy　of　the　road　to　Larisa　（97A－B）．　Here　too，

interpreters　tend　to　take　‘knowledge’　of　the　road　as　a　matter　of　acquaintance　and

suppose　that　the　binding　through　the　calculation　of　the　cause　does　not　apply　well

to　the　travel　on　the　road．　However，　the　binding　and　the　travel　go　together　in　the

following　way．　A　traveler，　who　started　with　the　belief　Q　that　he　should　tal〈e　Road

a　after　leaving　Athens　in　order　to　reach　Larisa，　discovers　that　Q　was　so　far　correct

by　reaching　a　transit　place　B．　He　justifies　Q　by　binding　it　through　the　following

calculation　of　its　cause．　ln　order　to　get　to　Larisa　it　is　necessary　to　reach　B　；　but　by

tal〈ing　Road　a　he　could　reach　B；　therefore　the　belief　Q　was　so　far　correct．　Of

course，　he　may　not　be　completely　certain　during　his　journey　that　he　is　on　the　right

track．　However，　when　he　finally　arrives　at　Larisa，　he　will　discover　that　the

judgements　that　led　him　in　the　journey　are　correct，　and　succeed　in　turning　them

into　knowledge　of　the　road　to　Larisa．　The　traveler　effects　this　turning　by　binding

them　in　such　a　way　that　Q　is　immovably　tied　down　to　judgements　about　transit

places　and　roads　interconnecting　them　andieading　to　Larisa．　This　binding　is　called

‘recollection’　（98A），　which　shows　that　recollection　is　certainly　the　answer　to

Meno’s　paradox　understood　in　the　second　and　the　third　ways．

Logos　and　Mythos

Eij　i　KuNIKATA

Part－time　Lecturer

Kyoto　University

　　W．　Nestle　in　his　inf｝uential　book　Vom　MNthos　2ztm　Logos　（1940）　writes，　“Mythos

und　Logos－damit　bezeichen　wir　die　zwei　Pole，　zwischen　denen　das　rnenschliche

Geistesleben　schwingt．　Mythisches　Vorstellen　und　logisches　9enl〈en　sind　Gegen－

statze．”　（S．　1）　This　view　still　has　a　following，　and　many　scholars　believe　that

Greek　thought　underwent　a　development　from　a　mythic　to　a　rational　view　of　the

world．　But　this　“from　myth　to　reason”　thesis　cannot　be　supported　by　any　early

Greel〈　literature，　in　which，　unlike　our　common　idea，　logos　and　mythos　have　never

been　used　contrastively．　Regarding　Homer　and　Hesiod，　their　use　of　mythos　over－

whelming　logos　with　respect　of　number，　logos　does　not　have　the　meaning　of

“rational”．　On　the　contrary，　jt　is　observed　that　they　use　it　in　the　negative　meanjng，
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like　“with　logos　heart　is　bewildered”．　The　fact　that　it　reaches　the　point　where　logos

positively　has　the　meaning　of　“rational”　is　the　achievement　of　the　philosophers．

With　consciousness　of　limited　characteristic　of　human　recognition，　logos，　left　from

the　human　storyteller，　was　objectified　and　came　to　have　a　more　abstract　notion．

With　the　eariy　Greek　philosophers，　probably　the　position　of　logos　and　mythos　was

reversed．　But，　even　in　that　case，　they　did　not　arrive　at　this　new　idea　of　logos　by

denying　mythos．

　　This　survey　of　early　Greek　literature　and　philosophy　leads　to　the　conclusion，

that　there　are　two　ways　before　Plato　in　which　we　can　tell　the　truth．　With　mythos

we　tell　the　truth　which　is　transmitted　by　way　of　the　memory．　This　type　of　truth　is

what　is　rnemorable　or　to　be　memorized　（aletheia　in　Greek），and　it　appears　in　the

conversation　which　intends　to　report　to　others　what　they　see　or　hear．　With　logos

we　can　recognize　and　teil　the　truth　which　lies　behind　the　appearance．　This　type　of

truth　is　a　permanent　cohesive　principle　which　presents　a　systematic　interpretation

of　our　manifold　world．　The　two　systems　which　tell　truths　had　coexisted　without

denying　or　expelling　each　other．　Xenophanes，　for　example，　criticized　traditional

myths，　but　it　is　for　the　contents　of　the　myth，　not　for　the　form　of　myth，　that　he

reproached　poets．　Tlterefore　the　claim　“philosophy　ceases　to　be　myth　in　order　to

become　philosophy”　is　wrong，　which　we　show　from　the　linguistic　consideration　of

Greek　words　mythos　and　logos．

Communication　and　Ethics　II

Masahiko　MlzuTANI
Associate　Professor　of　Ethics

Graduate　School　of　Letters

　　　　　Kyoto　University

　　The　last　half　of　this　paper　begins　by　taking　up　theories　of　Simmel，　Malinowski，

Oakeshott　as　examples　of　the　positions　that　focus　on　conversation　in　daily　life．

Their　theories　regard　ordinary　conversation　as　“self－purposive”　or　“autotelic”

communication　and　distiRguished　frorn　the　communication　with　extrinsic　purposes

such　as　consensus　building　or　inquiry　into　truth．　They　not　only　point　out　that　such

a　conversation　has　its　own　intrinsic　purposes，　but　also　argue　that　this　nature　of

conversation　shows　such　self－purposiveness　as　the　nature　of　conversation　is　one　of

the　most　fundamental　characteristics　of　communication　in　general．
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