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フ
レ
ー
ミ
ン
グ
と
「
自
己
表
出
」　

―
―
吉
本
隆
明「
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
何
か
」の
論
理
構
造
の
再
検
討
―
―

疋
田　

雅
昭

吉
本
隆
明
の
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
』（
以
下
、『
言
語
美
』

と
称
す
）
は
、一
九
六
五
（
昭
和
四
〇
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
詩
壇
で
は
、

後
に
六
〇
年
代
詩
人
と
呼
ば
れ
る
若
者
達
が
台
頭
し
、
Ｈ
氏
賞
事
件
に

よ
っ
て
戦
後
詩
壇
を
牽
引
し
て
い
た
五
〇
年
代
の
詩
人
た
ち
が
相
対
化
さ

れ
つ
つ
あ
る
時
期
で
は
あ
っ
た
が
、
一
方
で
六
〇
年
安
保
闘
争
の
政
治
的

ム
ー
ド
も
反
省
的
な
そ
れ
も
、と
も
に
沈
静
化
し
、い
わ
ゆ
る
停
滞
的
ム
ー

ド
が
漂
っ
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

吉
本
の
意
欲
的
な
試
み
に
対
す
る
反
応
は
、
吉
本
の
立
ち
位
置
や
論
に

お
け
る
マ
ル
ク
ス
経
済
学
的
な
語
彙
の
使
用
も
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
も

「
価
値
」
を
め
ぐ
る
論
争
に
陥
り
が
ち
で
あ
り
、
か
つ
、
優
れ
た
論
考
で

あ
っ
て
も
「
自
己
表
出
」「
指
示
表
出
」
を
マ
ル
ク
ス
理
論
で
考
え
る
こ

と
に
よ
る 

、
他
論
へ
の
「
誤
読
」
の
指
摘
に
終
始
し
て
い
る
。
だ
が
、

や
は
り
『
言
語
美
』
は
、
詩
論
で
あ
り
文
学
分
析
の
書
で
あ
る
。
そ
の
理

論
の
「
価
値
」
は
、
あ
く
ま
で
も
「
文
学
」
の
領
域
で
考
え
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
。

本
書
の
同
時
代
の
受
容
の
内
実
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
必
要

な
わ
け
だ
が
そ
れ
は
別
稿
に
譲
り
、
本
論
で
は
、
こ
う
し
た
「
誤
読
」
の

議
論
を
呼
び
起
こ
し
て
し
ま
う
論
を
、
一
度
同
時
代
の
文
脈
か
ら
は
可
能

な
限
り
切
り
離
し
た
上
で
、
論
の
構
造
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。
周
知

の
通
り
、『
言
語
美
』
は
、
七
章
構
成
に
な
っ
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
は

一
か
ら
三
章
の
理
論
篇
と
、
四
章
～
七
章
の
応
用
編
に
分
か
れ
て
い
る
。

後
者
は
、
さ
ら
に
文
学
史
を
中
心
と
し
て
、
歴
史
的
な
発
展
を
述
べ
る
前

半
（
四
章
～
五
章
）
と
、
も
う
少
し
芸
術
全
般
か
ら
巨
視
的
に
み
た
後
半

（
六
～
七
章
）
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
だ
。

こ
れ
ま
た
周
知
の
こ
と
な
が
ら
、『
言
語
美
』
に
は
多
く
の
独
想
的
な

図
と
何
を
指
示
し
て
い
る
か
不
明
瞭
な
例
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
後
に

ゆ
け
ば
ゆ
く
ほ
ど
、
例
示
や
図
の
割
合
は
増
え
て
ゆ
き
、
そ
の
例
や
図
の

検
討
が
十
分
に
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
後
半
部
分
の
実
践
に
至
っ
て
し
ま
っ

て
い
た
。
本
論
で
は
、
ま
ず
理
論
篇
に
相
当
す
る
三
章
ま
で
を
、
図
と
事

例
を
中
心
に
確
認
し
て
み
た
い
と
思
う
。

そ
の
過
程
に
お
い
て
、最
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
は
、「
韻
律
」
や
「
リ

ズ
ム
」
が
外
的
な
枠
組
に
見
え
な
が
ら
、こ
れ
が
「
自
己
表
出
」
に
関
わ
っ

て
く
る
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
が
四
章
以
降
の
具
体
的
な
実
践

に
か
か
わ
っ
て
く
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
理
論
と
実
践
の
間
に
あ
る
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「
ね
じ
れ
」
の
構
造
こ
そ
が
、
論
の
「
価
値
」
論
争
に
の
背
景
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
ず
は
、理
論
篇
に
あ
た
る
部
分
を
愚
直
に
読
ん
で
ゆ
こ
う
。

　
　
　
　

一

言
語
の
発
生
過
程

0

0

を
問
う
こ
と
と
、
発
生
の
根
元

0

0

を
問
う
こ
と
は
異
な

る
。
吉
本
の
手
付
き
は
現
象
学
の
そ
れ
と
近
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
読

み
進
め
て
ゆ
け
ば
吉
本
が
前
者
に
拘
っ
て
い
る
こ
と
は
理
解
出
来
る
が
、

そ
れ
で
あ
っ
て
も
、
吉
本
は
ま
ず
言
語
の
発
生
を
問
う
。
そ
れ
も
何
故
か

吉
本
は
、
言
語
学
者
た
ち
の
言
説
よ
り
も
先
に
、
フ
ロ
イ
ト
の
心
理
学
の

検
討
か
ら
始
め
て
い
る
。

言
語
の
最
初
の
音
声
は
伝
達
の
用
を
な
し
、
性
欲
の
相
手
を
呼
び

寄
せ
た
。
原
始
語
は
原
始
人
の
労
働
作
業
に
伴
っ
て
発
達
し
た
。
こ

れ
ら
の
労
働
は
共
同
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
言
葉
を
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
発

し
な
が
ら
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
際
、
性
的
関
心
は
場
違
い
で
あ
る

労
働
の
上
に
お
か
れ
た
。
原
始
人
は
労
働
を
性
的
活
動
と
等
価
値
の

も
の
で
そ
れ
を
代
理
す
る
も
の
と
し
て
と
り
扱
い
、
以
て
労
働
を
謂

わ
ば
快
適
な
ら
し
め
た
。

引
用
部
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
『
精
神
分
析
入
門
』
で
引
用
し
て
い
る
、
言

語
学
者
・
ス
ペ
ル
ベ
ル
の
説
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
、
こ
こ
か
ら
男
／
女

の
比
喩
を
、
武
器
＝
道
具
／
原
料
＝
加
工
物
に
当
て
は
め
、
言
語
に
根
源

的
に
内
在
す
る
「
対
立
」
を
明
ら
か
に
す
る
。

こ
れ
を
受
け
た
吉
本
の
解
釈
は
、
言
語
を
根
源
的
に
問
う
こ
と
の
難
し

さ
だ
。
以
後
、
言
語
発
生
過
程
に
つ
い
て
の
二
つ
の
説
、
自
己
の
何
ら
か

の
表
出
と
い
う
非
実
用
的
側
面
と
、「
社
会
的
交
通
」
と
い
う
実
用
的
な

面
の
検
討
に
移
る
。
前
者
に
は
、
Ｓ
・
Ｋ
・
ラ
ン
ガ
ー
の
『
シ
ン
ボ
ル
の

哲
学
』
を
、
後
者
に
は
マ
ル
ク
ス
の
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
を
俎

上
に
上
げ
て
検
討
す
る
。

こ
こ
ま
で
読
み
進
め
て
み
て
も
、
何
故
吉
本
は
最
初
に
フ
ロ
イ
ト
の
検

討
か
ら
始
め
た
の
か
、
謎
は
深
ま
る
一
方
だ
。
た
だ
、
こ
の
問
題
を
考
え

る
際
に
、
前
者
の
非
実
用
的
側
面
に
対
す
る
考
察
に
も
紙
幅
を
割
い
て
い

な
い
こ
と
を
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
後
者
の
言
語
交
通
説
を
、
マ
ル
ク
ス

そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
こ
か
ら
我
田
引
水
的
な
理
論
構
築
を
し
た
ス
タ
ー

リ
ン
や
ブ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
か
ら
批
判
し
た
後
、吉
本
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
が「
言

語
の
起
源
に
つ
い
て
の
べ
た
い
ち
ば
ん
ま
と
ま
っ
た
箇
処
」
と
し
て
、「
猿

の
人
類
化
へ
の
労
働
の
関
与
」
を
引
用
し
て
い
る
。

手
の
発
達
、
労
働
と
と
も
に
開
始
さ
れ
た
自
然
の
支
配
は
、
新
し

い
進
歩
が
な
さ
れ
る
た
び
に
、
人
類
の
視
野
を
拡
め
た
。（
中
略
）

換
言
す
れ
ば
、
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
人
類
は
、
相
互
に
何
事
か
を
言

0

0

0

0

0

は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
ま
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
な
っ
た
。
か
か
る
欲
望
は
そ
れ
の
た
め

の
機
関
を
つ
く
っ
た
。

吉
本
は
、
こ
の
引
用
の
一
部
に
傍
点
を
振
り
、
こ
の
箇
所
を
マ
ル
ク
ス

の
「
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
「
他
人
に
と
つ
て
も
私
自
身
に
と
つ

て
も
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
実
践
的
な
現
実
的
な
意
識
」
と
対
応
す
る
も
の
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だ
と
し
て
、
以
下
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
人
間
が
何
ご
と
か
を
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
ま
で
に
な
っ
た
現

実
の
条
件
と
、
そ
の
条
件
に
う
な
が
さ
れ
て
自
発
的
に
言
語
を
表
出

す
る
こ
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
千
里
の
距
た
り
を
、
言
語
の
自
己
表
出

（Selbstausdrūcung

）
と
し
て
想
定
で
き
る
。
自
己
表
出
は
現
実

的
な
条
件
に
う
な
が
さ
れ
た
現
実
的
な
意
識
の
体
験
が
つ
み
重
な
っ

て
、
意
識
の
う
ち
に
幻
想
の
可
能
性
と
し
て
か
ん
が
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
が
人
間
の
言
語
が
現
実
を
離
脱
し
て
ゆ
く

水
準
を
決
め
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
あ
る
時
代
の
言
語
の
水
準

を
し
め
す
尺
度
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
引
用
に
関
し
て
は
幾
つ
か
の
指
摘
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま

ず
、
言
う
ま
で
も
な
く
そ
の
ド
イ
ツ
語
の
使
用
か
ら
は
、
吉
本
の
論
理
構

築
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
批
評
の
―
―
そ
れ
も
吉
本
の
よ
く
言
う
「
俗
流
マ

ル
ク
ス
主
義
批
評
」
で
は
な
く
―
―
「
正
統
」
な
延
長
上
に
あ
る
と
い
う

こ
と
。
動
物
の
言
語
か
ら
人
間
の
言
語
へ
の
「
進
化
」
に
は
、「
現
実
の

離
脱
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
交
通
説
を
言
語
の
起
源

と
し
て
し
ま
う
こ
と
の
無
意
味
さ

0

0

0

0

に
つ
い
て
で
あ
る
。

最
後
の
無
意
味
さ

0

0

0

0

に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
言
葉
を
補
う
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
我
々
は
今
、
人
間
の
言
語

0

0

0

0

0

の
起
源
（
過
程
）
を
問
う
て
い
る
わ

け
で
あ
り
、
人
間
を
含
め
た
言
語
一
般

0

0

0

0

の
そ
れ
を
問
う
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
吉
本
が
わ
ざ
わ
ざ
、
人
間
の
言
語
を
動
物
の
そ
れ
と
分
け
て
考
え

て
い
る
の
も
、
そ
こ
に
理
由
が
あ
る
。

そ
れ
な
の
に
、
言
語
の
発
生
に
つ
い
て
二
つ
に
大
別
さ
れ
、
ま
た

い
ず
れ
か
を
混
こ
う
し
て
い
る
見
解
群
は
、
言
語
の
本
質
か
ら
そ
の

実
用
性
と
自
発
的
な
表
出
の
い
ず
れ
か
を
切
り
と
り
、
そ
の
断
面
を

ひ
ろ
げ
て
、
つ
い
に
対
照
的
な
彼
岸
に
ま
で
達
し
て
し
ま
っ
た
。

「
自
己
表
出
」
と
対
に
な
る
語
を
の
ち
に
「
指
示
表
出
」
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
、
両
者
の
説
明
は
な
い
。
し
か
し
、
何

か
し
ら
の
根
源
的
一
元
性
を
述
べ
て
い
る
訳
で
も
な
い
。
吉
本
は
、
こ
う

し
た
「
自
己
表
出
」
以
前
の
「
動
物
的
な
段
階
」
の
状
態
を
、「
反
射
」

と
呼
ぶ
。
つ
ま
り
、
現
実
的
反
射
の
段
階
で
は
、
自
己
に
対
す
る
（
あ
る

い
は
他
者
に
対
す
る
）「
意
識
」
は
、
生
じ
て
は
い
な
い
の
だ
。「
意
識
」

を
伴
わ
な
い
言
語
を
人
間
の
そ
れ
と
呼
べ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
以
前

の
言
語
を
「
根
元
」
で
あ
る
と
考
え
る
必
要
が
そ
も
そ
も
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
、
確
か
に
、
人
間
が
人
間
以
外
の
他
者
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
想
定
し
た
と
き
、「
意
識
」
発
生
以
前
か
ら
考
え
よ
う
と
す
る

説
明
は
理
解
し
や
す
い
。
だ
が
、
そ
れ
で
は
交
通
手
段
の
た
め
の
言
語
が

根
源
的
な
言
語
に
見
え
て
し
ま
い
、
そ
こ
か
ら
「
自
己
表
出
」
が
生
じ
て

来
た
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
吉
本
は
執
拗
な
ま
で
に
、「
人
間

／
動
物
」
の
二
項
対
立
を
強
調
し
な
が
ら
も
、「
自
己
表
出
（
非
実
用
）

／
交
通
手
段（
実
用
）」と
い
う
対
立
的
思
考
を
批
判
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
狩
猟
人
が
、
あ
る
日
は
じ
め
て
海
岸
に
迷
い
で
て
、
ひ

ろ
び
ろ
と
青
い
海
を
み
た
と
す
る
。
人
間
の
意
識
が
現
実
的
反
射
の
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段
階
に
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
海
が
視
覚
に
反
射
し
た
と
き
あ
る
叫
び

を
〈
う
〉
な
ら
〈
う
〉
と
発
す
る
は
ず
だ
。
ま
た
、
さ
わ
り
の
段
階

に
あ
る
と
す
れ
ば
、
海
が
視
覚
に
映
っ
た
と
き
意
識
は
あ
る
さ
わ
り

を
お
ぼ
え
〈
う
〉
な
ら
〈
う
〉
と
い
う
有
節
音
を
発
す
る
だ
ろ
う
。

こ
の
と
き
〈
う
〉
と
い
う
有
節
音
は
海
を
器
官
が
視
覚
的
に
反
映
し

た
こ
と
に
た
い
す
る
反
映
的
な
指
示
音
声
だ
が
こ
の
指
示
音
声
の
な

か
に
意
識
の
さ
わ
り
が
こ
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
狩
猟
人
が

自
己
表
出
で
き
る
意
識
を
獲
取
し
て
い
る
と
す
れ
ば
〈
海(

う)

〉
と

い
う
有
節
音
は
自
己
表
出
と
し
て
発
せ
ら
れ
て
、
眼
前
の
海
を
直
接

的
に
で
は
な
く
象
徴
的
（
記
号
的
）
に
指
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
と
き
、〈
海(

う)

〉
と
い
う
有
節
音
は
言
語
と
し
て
の
条
件
を
完

全
に
そ
な
え
る
こ
と
に
な
る
。

「
言
語
美
」
に
お
け
る
最
も
有
名
な
比
喩
で
あ
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
引

用
し
て
み
た
。
こ
こ
で
は
「
意
識
」
を
「
獲
取
」
し
て
い
る
条
件
を
「
象

徴
的
（
記
号
的
）」
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
い
る
。
前
段
の
比
喩
を
敷
衍

す
れ
ば
、「
象
徴
的
（
記
号
的
）」
な
〈
海(

う)

〉
の
条
件
は
、
眼
前
に

〈
う
〉
と
発
せ
さ
せ
た
「
現
実
」
が
な
い
こ
と
だ
。
反
射
的
な
世
界
と
は
、

現
実
の
眼
前
あ
る
い
は
現
実
の
裡
に
生
じ
る
。
し
か
し
、
そ
の
現
実
を
離

れ
た
と
き
、は
じ
め
て
言
語
は
非
現
実
な
何
か
と
き
り
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。

非
現
実
な
何
か
と
結
び
つ
い
た
言
語
は
、
自
己
と
客
観
の
あ
わ
い
に
存
在

し
、
そ
れ
を
「
意
識
」
し
て
い
る
「
自
己
」
を
発
見
さ
せ
る
。
そ
れ
を
吉

本
は
「
意
識
の
さ
わ
り
」
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
。
だ
が
、
こ
の
〈
う
〉
は

あ
く
ま
で
も
反
射
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
交
通
の
手
段
」
で
は
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
で
吉
本
の
当
初
の
目
的
は
達
成
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
吉
本
の
最
終
的
な
目
的
は
「
言
語
」
に
と
っ
て
「
美
」
と
は
何
か

で
あ
る
が
、
そ
こ
で
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
現
実
（
対
象
）
と
言
語
と
人

間
（
主
体
）
の
中
に
あ
る
「
経
路
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
吉
本
は
「
現
実
の

文
学
に
わ
た
る
経
路
」
と
呼
び
、「
ほ
ん
と
う
に
む
つ
か
し
い
」
の
は
、

こ
の
「
経
路
」
の
探
究
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
考
え
れ
ば
、
暫
定
的
で
は
あ
る
が
、
当
初
の
疑
問
に
も
い
く

つ
か
の
答
が
見
つ
か
る
。
心
理
学
は
、現
実
と
言
語
の
関
係
性
の
「
根
元
」

に
「
無
意
識
」（
フ
ロ
イ
ト
に
言
わ
せ
れ
ば
「
性
」）
を
措
定
す
る
。
別
の

言
い
方
を
す
れ
ば
、
言
語
も
現
実
も
結
局
は
「
性
」
に
規
定
さ
れ
て
し
ま

う
。
精
神
分
析
と
は
言
語
以
前
の
世
界
に
対
す
る
「
本
質
主
義
」
的
思
考

で
あ
る
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
精
神
分
析
の
欠
点
で
は
な
く
、
む

し
ろ
特
質
で
あ
る
。
精
神
分
析
と
は
、
こ
の
「
性
」
の
一
元
論
に
よ
っ
て

病
を
治
癒
し
よ
う
と
す
る
た
め
の
理
論
体
系
で
あ
る
か
ら
だ
。
だ
が
、
言

語
に
と
っ
て
の
「
美
」
を
考
え
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
作
家
の
「
意
識
」

的
な
所
産
を
見
出
し
、
そ
れ
以
後
の
過
程
（
文
学
が
人
々
に
美
と
し
て
見

出
さ
れ
る
過
程
）
を
追
究
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　
　

二

指
示
機
能
（
交
通
手
段
）
と
し
て
の
言
語
観
が
多
か
っ
た
当
時
の
言
語

学
、哲
学
の
状
況
下
に
お
い
て
吉
本
は
、「
自
己
表
出
」と
い
う
言
葉
に
よ
っ

て
、そ
れ
ら
と
は
正
反
対
（
に
見
え
る
よ
う
）
な
言
語
起
源
を
措
定
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
「
自
己
表
出
」
性
へ
の
一
元
的
な
還
元
を
意
図
し
た
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も
の
で
は
な
か
っ
た
。

カ
ッ
シ
ー
ラ
の
言
語
進
化
論
は
、
擬
態
的
、
類
推
的
、
象
徴
的
と
変
化

し
て
ゆ
く
も
の
だ
が
、
こ
の
発
達
段
階
を
オ
グ
デ
ン
＝
リ
チ
ャ
ー
ズ
が
マ

リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
か
ら
借
用
し
た
言
語
三
角
形
（
指
示
＝
思
想
、
象
徴
、
指

示
物
）
を
参
照
項
と
し
て
、
左
記
の
よ
う
に
図
式
化
し
て
ゆ
く
。

こ
れ
ら
の
把
握
か
ら
吉
本
が
学
ん
だ
こ
と
は
「
反
射
」
の
状
態
か
ら
い

か
に
言
語
が
成
立
す
る
か
を
、
三
角
形
の
頂
点
の
高
さ
と
い
う
比
喩
で
示

す
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー

≒
リ
チ
ャ
ー

ズ
の
理
論
の
最
大
の
欠
陥
を
、
隆
起
す
る
三
角
形
の
頂
点
（
思
想
）
が
、

最
初
か
ら
「
儀
式
的
＝
物
語
的
」「
行
動
的
」
と
い
う
二
つ
の
面
に
分
け
、

そ
れ
ら
を
「
対
自
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
他
」「
対
他
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
対
自
」
と
い
う
風
に
考
え
る
こ
と
だ

と
指
摘
す
る
。
当
時
の
サ
ル
ト
ル
の
現
象
学

的
思
考
、「
対
自
」「
対
他
」
を
取
り
入
れ
た

考
え
方
で
あ
る
が
、こ
れ
だ
と
「
自
己
表
出
」

性
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま

い
、
そ
の
「
自
己
表
出
」
性
に
二
つ
の
起
源

が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
循
環
的
な
結
論
を
導

い
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
、
吉
本
が
提
示
す
る
進
化
説
は
以
下
（
第
１
図
～
３
図
）
の
通

り
で
あ
る
。

吉
本
の
説
に
は
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。
一
つ
は
、「
現
実
対
象
」
が
「
事
物
」
で
あ
る
か
「
儀
式
」

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
無
意
味
な
根
元
論
に
す
ぎ
ず
、
問
題
（
そ
の
過

程
）
は
「
自
己
表
出
」
の
高
さ
に
よ
る
と
い
う
点
。
も
う
一
つ
は
、「
指

示
表
出
」
は
「
自
己
表
出
」
に
よ
っ
て
「
言
語
」
化
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
図
の
点
線
の
矢
印
に
注
目
し
て
み
る
と
い
い
。
指
示
表
出
が
自
己

表
出
に
よ
っ
て
隆
起
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
音
声
は
、既
に「
現

実
対
象
」
で
は
な
く
「
対
象
」
の
「
像
」
を
指
し
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、

前
章
で
指
摘
し
た
「
言
語
」
に
は
目
の
前
に
「
現
実
」
が
な
い
こ
と
が
、

そ
の
成
立
条
件
に
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
て
も
ら
っ
て
も
よ
い
。

こ
の
考
え
方
の
特
徴
は
、「
指
示
表
出
」
が
「
自
己
表
出
」
に
よ
っ
て

隆
起
さ
れ
な
け
れ
ば
、「
言
語
」
は
「
像
」
に
結
び
つ
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。

逆
に
言
え
ば
、現
実
と
「
指
示
表
出
」
で
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
状
態
は
、

た
だ
の
「
反
射
」
で
あ
り
「
言
語
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

続
け
て
吉
本
は
、
Ｓ
・
Ｉ
・
ハ
ヤ
カ
ワ
の
『
思
考
と
行
動
に
お
け
る
言

語
』
の
議
論
と
ゴ
ー
ズ
ィ
ブ
ス
キ
ィ
の
議
論
を
検
討
す
る
。
こ
れ
ら
は
、

固
有
名
詞
（
に
近
い
概
念
）
が
、
以
下
に
抽
象
概
念
化
し
て
ゆ
く
か
と
い

う
発
達
段
階
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。

だ
が
、
こ
こ
で
の
吉
本
の
目
的
は
、「
発
達
段
階
の
実
証
的
な
研
究
」



― 66 ―

研究所紀要13号　疋田　四校（入稿時）

で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
し
い
て
た
ち
い
る
必
要
も
な
い
」
と
考
え
る
吉
本

は
、「
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
人
間
は
実
在
の
牡
牛
を
〈
牡
牛
〉
と
い

う
言
葉
（
名
称
）
で
よ
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
か
？　

と
い
う
問
い
」
に
拘
る

こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

人
間
が
、
じ
ぶ
ん
を
〈
人
間
〉
と
し
て
意
識
の
対
象
に
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
と
、
人
間
が
実
在
の
牡
牛
を
、〈
牡
牛
〉
と
い
う

名
称
で
よ
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
別
の
こ
と
と
は
お
も
え
な

い
。

例
え
ば
「
目
」
で
考
え
て
見
る
。「
目
」
の
仕
組
み
は
生
物
毎
に
異
な

る
わ
け
だ
か
ら
、「
目
」
を
通
し
て
得
ら
れ
る
情
報
は
「
自
然
」
そ
の
も

0

0

0

の0

で
は
な
い
。
さ
ら
に
「
目
」
と
い
う
「
知
覚
」
で
得
ら
れ
た
情
報
が

「
言
語
」
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
た
瞬
間
そ
れ
は
「
像
」
に
な
る
わ
け
だ
か

ら
、「
像
」
は
「
知
覚
」
そ
の
も
の

0

0

0

0

で
も
な
い
。

こ
こ
か
ら
吉
本
は
、「
言
語
の
水
準
」
と
い
う
概
念
を
も
ち
だ
す
。

こ
の
関
係
か
ら
、
あ
る
時
代
ま
た
は
社
会
に
は
、
言
語
の
自
己
表

出
と
指
示
表
出
と
が
あ
る
ひ
と
つ
の
水
準
を
、
お
び
の
よ
う
に
ひ
ろ

げ
て
い
る
さ
ま
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
あ
た
り
か
ら
、「
指
示
表
出
」と
い
う
語
を
多
用
し
て
ゆ
く
の
だ
が
、

こ
の
語
を
明
確
に
定
義
し
た
り
太
字
で
強
調
し
た
り
す
る
こ
と
な
い
。
だ

が
、「
自
己
表
出
」
に
も
「
指
示
表
出
」
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
同
時
代
的
な

影
響
と
歴
史
的
な
積
み
重
ね
が
あ
り
、
こ
の
点
は
、
言
語
主
体
の
能
力
と

は
関
係
な
く
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、「
言
語
」
に
は
こ
の
両
側
面
が
含

ま
れ
て
い
る
。

フ
ロ
イ
ト
に
も
同
様
の
指
摘
が
可
能
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
吉
本
は

自
己
の
理
論
を
構
築
す
る
際
に
、
実
は
同
時
代
の
先
鋭
的
な
思
想
家
と
相

同
的
な
も
の
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
無
自
覚
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
場

合
の
「
歴
史
」
性
や
「
社
会
」
性
の
問
題
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
い
う
通
時

的
／
共
時
的
と
い
う
区
別
と
非
常
に
近
い
。
し
か
し
、後
に
「
現
代
思
想
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
記
号
論
や
構
造
的
把
握
の
源
泉
の
ベ
ー
ス
と
な

る
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
、
現
象
学
的
な
位
置
か
ら
考
え
る
吉
本
は
や
や
距
離
を

置
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

吉
本
自
身
は
こ
の
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
。だ
が
、「
自
己
表
出
」

の
強
度
は
、通
時
的
／
共
時
的
の
両
側
面
か
ら
考
え
る
し
か
な
い
わ
け
で
、

事
実
、『
言
語
美
』
の
後
半
は
、「
自
己
表
出
」
か
ら
見
た
「
文
学
史
」
に

な
っ
て
お
り
、
そ
の
美
的
基
準
は
常
に
通
時
性
（
歴
史
性
）
と
、
共
時
性

（
同
時
代
性
あ
る
い
は
現
代
性
）
か
ら
み
た
「
自
己
表
出
」
性
の
強
度
で

あ
る
。

　
　
　
　

三

吉
本
は
、
カ
ッ
シ
ラ
ア
の
言
う
、
三
段
階
論
の
内
実
は
検
証
出
来
な
い

こ
と
と
し
な
が
ら
も
、
特
定
の
音
の
組
み
合
わ
せ
が
特
定
の
対
象
と
結
び

つ
き
、
象
徴
な
る
と
い
う
過
程
そ
の
も
の
は
、「
だ
れ
も
否
定
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
」
の
だ
と
言
う
。
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こ
う
い
う
有
節
音
声
の
抽
出
さ
れ
た
共
通
性
を
音
韻
と
名
づ
け
よ

う
と
名
づ
け
ま
い
と
、
有
節
音
声
が
、
そ
の
な
か
か
ら
音
声
と
し
て

抽
出
さ
れ
た
共
通
性
を
音
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
み
と
め
る
こ
と
な

し
に
は
、
言
語
と
し
て
の
条
件
を
完
成
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か

だ
。

ソ
シ
ュ
ー
ル
で
あ
れ
ば
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
言
語
は
否
定
的
過
程

に
よ
っ
て
音
が
認
識
さ
れ
る
の
だ
と
答
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
物
理
的

に
特
定
の
「
音
韻
」
が
そ
れ
と
認
識
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
コ
ン
テ
ク
ス

ト
等
に
よ
っ
て
「
○
○
で
は
な
い
」
と
い
う
判
断
の
連
続
に
よ
っ
て
選
択

肢
が
絞
ら
れ
て
、
そ
こ
か
ら
「
音
韻
」
の
同
型
性
が
認
識
さ
れ
る
の
だ
と
。

だ
が
、
吉
本
が
こ
の
疑
問
か
ら
思
考
し
て
い
る
の
は
、
単
に
手
続
き
が

現
象
学
的
な
そ
れ
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、吉
本
が
「
音
韻
」

と
名
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
に
は
、
別
の
名
称
も
与
え
ら
れ
る
か
ら

だ
。

こ
う
い
う
音
声
反
応
（
原
始
人
の
手
拍
子
―
論
者
註
）
が
有
節
化

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
自
己
表
出
の
方
向
に
抽
出
さ
れ
た
共
通
性
を
か

ん
が
え
れ
ば
音
韻
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
ば
あ
い
有
節
音
声
が
現

実
的
対
象
へ
の
指
示
性
の
方
向
に
抽
出
さ
れ
た
共
通
性
を
か
ん
が
え

れ
ば
言
語
の
韻
律
の
概
念
を
み
ち
び
け
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
だ
か

ら
言
語
の
音
韻
は
そ
の
な
か
に
自
己
表
出
以
前
の
自
己
表
出
を
は
ら

ん
で
い
る
よ
う
に
、
言
語
の
韻
律
は
、
指
示
表
出
以
前
の
指
示
表
出

を
は
ら
ん
で
い
る
。

言
語
の
も
つ
音
声
的
な
規
定
に
は
、「
音
韻
」
の
他
に
、
リ
ズ
ム
と
い
っ

た
よ
う
な
「
韻
律
」
の
そ
れ
も
含
ま
れ
る
。
例
え
ば
、
自
己
表
出
に
よ
っ

て
対
象
と
の
直
接
関
係
を
離
れ
た
「
う
み
」
は
、「
う
」
と
「
み
」
を
組

み
合
わ
せ
た
「
音
韻
」
を
有
し
て
い
る
が
、
同
時
に
「
う
」「
み
」
の
ど

ち
ら
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
る
か
に
よ
っ
て
「
意
味
」
が
異
な
っ
て
く
る
。

つ
ま
り
、
現
実
か
ら
離
れ
、「
意
味
」
を
有
し
た
言
語
は
、
そ
の
時
点
で

独
自
の
「
音
韻
」
と
「
韻
律
」
を
有
し
て
い
る
の
だ
。

そ
の
意
味
で
、
吉
本
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
は
全
く
異
な
る
こ
と
を
考
え
て

い
る
。
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
／
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
い
う
分
離
は
、
音
声
（
記
号
）

と
意
味
を
分
け
る
代
わ
り
に
、意
味
を
示
す
音
声
を
一
元
化
し
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
吉
本
が
拘
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
意
味
生
成
を
な
す
の
は
、
シ

ニ
フ
ィ
ア
ン
の
方
で
あ
り
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
二
面
性
が
、
意
味
の
在
り

方
を
決
め
て
い
る
と
い
う
も
の
な
の
だ
。

時
枝
誠
記
が
『
国
語
学
原
論
』
で
詞
・
辞
と
し
て
分
類
し
、
三
浦

つ
と
む
が
『
日
本
語
と
は
ど
う
い
う
言
語
か
』
で
、
客
体
的
表
現
と

主
体
的
表
現
と
し
て
大
別
し
た
も
の
は
、こ
れ
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
言
語
学
者
の
考
察
を
吉
本
は
、
己
の
「
自
己
表
出
」「
指
示

表
出
」
に
対
応
さ
せ
る
。
言
語
の
発
生
は
「
自
己
表
出
」
で
あ
る
が
、
そ

れ
を
意
味
づ
け
る
過
程
に
は「
指
示
表
出
」が
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
が「
音
韻
」

「
韻
律
」
と
し
て
言
語
に
内
在
し
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
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が
そ
れ
に
相
当
す
る
こ
と
に
は
吉
本
も
異
論
が
な
い
よ
う
だ
。
む
し
ろ
、

時
枝
誠
記
は
「
辞
」
と
し
て
助
詞
、
助
動
詞
、
感
動
詞
を
挙
げ
、
三
浦
つ

と
む
が
「
主
体
的
表
現
」
と
し
て
こ
れ
に
応
答
詞
、
接
続
詞
を
加
え
て
い

る
こ
と
に
吉
本
は
注
目
し
、
フ
レ
ー
ム
（
韻
律
）
の
中
で
音
韻
が
「
自
己

表
出
」
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
て
い
る
例
と
し
て
『
万
葉
集
』
の
和
歌
を
五

五
首
、
任
意
に
抽
出
し
て
い
る
。

抽
出
さ
れ
た
和
歌
は
「
助
詞
」
と
「
助
動
詞
」
と
い
う
項
目
で
整
理
さ

れ
、「
ゆ
」「
な
り
」「
ら
む
」「
が
」「
へ
」
な
ど
の
「
助
詞
」「
助
動
詞
」
が
、

現
代
よ
り
も
多
く
の
「
自
己
表
出
」
を
含
ん
で
い
た
と
説
明
す
る
。

続
い
て
「
名
詞
」「
代
名
詞
」「
動
詞
」「
形
容
詞
」「
副
詞
」
と
い
う
項

目
を
立
て
、歌
中
の
表
現
主
体
の「
指
示
表
出
」の
意
識
を
抽
出
す
る
。「
副

詞
」
と
い
う
比
較
的
「
指
示
表
出
」
性
が
少
な
い
項
目
に
む
か
っ
て
説
明

さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
「
指
示
表
出
」
が
結
局
の
と
こ
ろ
そ
の
言

葉
の
選
択
に
よ
っ
て
「
自
己
表
出
性
」
を
高
め
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
も
、

そ
の
選
択
は
、
既
に
前
提
と
し
て
五
音
や
七
音
と
い
う
音
数
律
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
選
択
の
意
識
が
高
ま
っ
て
い
る
の
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

自
己
表
出
と
指
示
表
出
の
割
合
を
品
詞
別
に
分
類
し
た
「
言
語
美
」
で

使
用
さ
れ
る
図
表
の
中
で
最
も
有

名
な
こ
の
表
（
第
４
図
）
は
、
分
か

り
や
す
い
反
面
、
誤
解
の
多
い
も
の

で
も
あ
る
。
吉
本
は
、
品
詞
を
「
自

己
表
出
」
と
「
指
示
表
出
」
の
面
か

ら
分
け
た
い
の
で
は
な
く
、
全
て
の

品
詞
に
内
在
す
る
両
側
面
が
傾
向

吉
本
の
議
論
は
目
的
に
対
し
て
用
意
周
到
で
あ
る
。
言
語
の
発
生
過
程

を
論
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
も
、
そ
の
目
的
が
「
美
」
で
あ
る
こ

と
に
常
に
意
識
的
だ
。
言
語
が
現
実
に
生
じ
る
際
に
、
そ
の
フ
レ
ー
ム
に

は
、
本
質
的
に
「
音
韻
」
と
「
韻
律
」
が
あ
る
と
い
う
発
想
は
、
日
本
の

詩
歌
（
特
に
伝
統
的
な
音
数
律
の
そ
れ
）
が
、
リ
ズ
ム
（
音
数
律
）
の
力

で
、
本
来
対
象
と
は
切
断
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
言
語
の
指
示
表
出
の
力
を

高
め
て
い
る
こ
と
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。

原
始
人
が
は
じ
め
て
現
実
の
対
象
を
有
節
音
声
と
し
て
え
ら
び

と
っ
た
と
き
、発
し
た
そ
の
音
声
は
意
識
に
反
作
用
を
お
よ
ぼ
し
た
。

そ
れ
は
一
連
の
意
識
の
波
紋
を
え
が
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
う

い
っ
た
一
連
の
意
識
の
波
紋
は
、
ま
た
一
連
の
音
声
波
紋
と
し
て
表

出
せ
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。

言
語
は
言
語
と
な
っ
た
時
点
で
対
象
と
の
直
接
の
関
係
性
か
ら
切

断
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
切
断
の
き
っ
か
け
は
「
自
己
表
出
」
で
あ
り

そ
れ
は
、
有
節
音
声
そ
の
も
の
と
し
て
表
出
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ

が
高
ま
る
過
程
に
は
、音
声
そ
の
も
の
が
固
定
化
し
て
ゆ
く
側
面
と
、

リ
ズ
ム
そ
の
も
の
が
固
定
化
し
て
い
ゆ
く
側
面
が
あ
る
。
だ
が
、
有

音
節
が
一
音
節
で
は
、
リ
ズ
ム
を
生
じ
さ
せ
る
の
は
難
し
い
。
あ
る

程
度
の
数
、
有
音
節
が
連
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ズ
ム
と
い
う
フ

レ
ー
ム
が
出
来
上
が
り
、
そ
の
フ
レ
ー
ム
の
繰
り
返
し
の
中
で
音
節

も
よ
り
一
層
固
定
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

日
本
語
を
意
味
論
的
に
分
節
し
て
ゆ
く
際
の
最
小
単
位
と
し
て「
品
詞
」
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と
し
て
、
ど
ち
ら
か
に
ベ
ク
ト
ル
が
偏
る
様
相
を
示
し
て
い
る
だ
け
な
の

だ
。
だ
が
、
こ
の
表
が
示
唆
す
る
こ
と
は
「
言
語
美
」
の
理
解
に
お
い
て

非
常
に
重
要
で
あ
る
。

ま
ず
は
、「
自
己
表
出
」
と
「
指
示
表
出
」
に
「
性
」
と
い
う
語
を
付

け
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
が
傾
向
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
し
て
し
て

い
る
点
。
も
う
ひ
と
つ
は
、「
名
詞
」
の
よ
う
に
ど
ん
な
に
「
指
示
表
出
性
」

が
強
い
品
詞
だ
と
し
て
も
、「
自
己
表
出
性
」
の
盛
り
上
が
り
が
、
一
番

下
の
直
線
状
態
（
反
射
）
か
ら
、
言
語
た
ら
し
め
て
い
る
こ
と
が
明
確
に

示
さ
れ
て
い
る
点
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、

こ
の
角
度
で
示
す
と
零
度
に
あ
た
る
直
線
（
反
射
）
の
向
こ
う
側
に
は
、

対
象
と
な
る
「
現
実
」
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
上
方
向
に
平

行
に
持
ち
上
げ
て
い
っ
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
品
詞
と
の
交
差
点
か
ら
右

に
伸
び
た
位
置
に
は
、
言
語
が
も
た
ら
す
イ
メ
ー
ジ
が
存
在
す
る
。
こ
れ

を
後
に
吉
本
は
「
像
」
と
呼
ぶ
が
、
自
己
表
出
が
高
ま
る
ほ
ど
、「
現
実
」

と
「
像
」
の
差
は
大
き
く
な
る
こ
と
も
後
の
議
論
で
は
重
要
な
点
に
な
る
。

日
本
語
で
は
、
名
詞
な
ど
に
比
し
て
助
詞
や
助
動
詞
は
音
節
的
に
短

い
傾
向
が
あ
る
。「
自
己
表
出
」傾
向
が
強
い
こ
れ
ら
の
品
詞
は
同
時
に「
指

示
表
出
性
」
が
弱
い
。
こ
の
こ
と
は
、
吉
本
が
和
歌
の
批
評
の
際
に
、
あ

る
助
詞
や
助
動
詞
の
「
選
択
」
か
ら
始
め
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。

「
Ａ
に0

」
と
「
Ａ
へ0

」
は
、
と
も
に
方
向
を
示
す
助
詞
で
は
あ
る
が
、

そ
の
違
い
は
Ａ
と
い
う
場
所
に
対
す
る
主
体
の
位
置
と
意
識
（
選
択
）
が

反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
。
だ
が
、
ど
ち
ら
を
使
用
す
べ
き
か
と

い
う
「
選
択
」
の
根
拠
に
は
、
字
数
を
制
限
す
る
フ
レ
ー
ム
の
存
在
が
あ

る
。
こ
れ
が
、
吉
本
（

≒

カ
ッ
シ
ラ
ア
）
の
言
う
単
語
よ
り
も
文
が
先
に

存
在
し
た
と
い
う
言
説
の
根
拠
だ
。

た
だ
、
吉
本
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
説
の
真
偽
は
あ
ま
り
問
題

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
吉
本
自
身
も
述
べ
て
い
な
い
こ
と
と
し
て
注
目
し

て
お
き
た
い
の
は
、
助
詞
や
助
動
詞
が
、
文
脈
と
い
う
フ
レ
ー
ム
の
中
に

お
い
て
表
現
主
体
に
と
っ
て
の
自
由
度
が
狭
い
と
い
う
こ
と
だ
。
例
え

ば
、「
人
間
性
」
や
「
か
わ
い
い
」
と
い
う
単
語
は
、
表
現
主
体
の
意
識

次
第
に
よ
っ
て
は
、
正
反
対
の
意
味
で
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
だ
。
だ
か

ら
、
評
論
や
説
明
文
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
の
文
章
で
さ
え
、
こ
れ
ら
の
使

用
の
ベ
ク
ト
ル
を
制
限
出
来
な
い
。
だ
が
、「
け
り
」
や
「
へ
」
を
表
現

主
体
が
自
由
な
使
い
方
で
表
現
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

「
自
己
表
出
性
」
の
強
い
品
詞
は
、
そ
の
選
択
か
ら
「
自
己
表
出
」
の

強
さ
や
内
実
を
窺
う
こ
と
は
出
来
て
も
、「
指
示
表
出
」
に
伴
う
具
体
的

な
「
像
」
を
喚
起
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。
一
方
、「
指
示
表
出
」
が
強

い
品
詞
は
、
韻
律
に
お
け
る
そ
の
選
択
の
仕
方
で
、
結
果
「
自
己
表
出
性
」

の
高
さ
を
示
す
。
だ
が
、
あ
く
ま
で
も
、
こ
れ
ら
は
「
美
」
を
目
的
と
し

た
「
言
語
」
に
お
け
る
傾
向
だ
。

　
　
　
　

四

続
い
て
吉
本
は
、
言
語
の
「
意
味
」
に
関
し
て
の
考
察
に
移
る
。
こ
の

章
の
意
味
を
と
る
の
は
容
易
い
の
だ
が
、
実
は
、
こ
の
章
の
意
義
は
続
く

「
価
値
」
の
章
と
セ
ッ
ト
で
考
え
る
こ
と
で
は
っ
き
り
と
理
解
さ
れ
る
。

吉
本
は
、「
意
味
」
を
「
言
語
」
の
そ
れ
に
限
定
し
た
上
で
、「
言
語
の

意
味
が
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
場
合
を
三
つ
に
分
類
し
考
察
し
て
ゆ
く
。
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ひ
と
つ
は
、「
指
示
表
出
」
と
し
て
は
死
滅
し
て
い
る
場
合
、
二
つ
目

は
、「
指
示
表
出
」
が
「
擬
事
実
」
へ
変
容
す
る
場
合
。
最
後
に
、「
自
己

表
出
」
が
ひ
ろ
が
り
「
指
示
表
出
」
を
包
み
込
ん
で
し
ま
う
場
合
だ
。
い

ず
れ
も
、「
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
現
象
に
は
「
指
示
表
出
」
が
絡
ん
で

い
る
。

古
典
の
中
で
は
「
意
味
」
が
分
か
ら
な
い
言
葉
に
出
く
わ
す
こ
と
が
多

い
。
そ
れ
は
、
そ
の
言
葉
の
「
指
示
表
出
」
が
辿
れ
な
い
か
ら
だ
。
前
衛

詩
な
ど
で
は
、
一
つ
一
つ
の
単
語
の
意
味
、
あ
る
い
は
全
体
と
し
て
の
言

葉
は
了
解
出
来
て
も
そ
こ
か
ら
立
ち
上
が
る
「
事
実
」
が
現
実
の
そ
れ
と

し
て
は
理
解
出
来
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
「
擬
事
実
」
と

呼
ん
で
い
る
の
だ
。

最
後
の
例
は
、
二
番
目
の
例
と
似
て
い
る
面
も
あ
り
、
し
ば
し
ば
前
衛

詩
な
ど
に
も
現
れ
る
。
先
程
と
同
様
に
「
擬
事
実
」
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

が
最
早
「
事
実
」
と
理
解
出
来
る
範
疇
を
大
幅
に
外
れ
て
し
ま
う
た
め
に
、

「
自
己
表
出
」
の
言
葉
と
し
か
受
け
取
れ
な
い
様
相
を
示
し
て
い
る
。

吉
本
の
考
え
で
は
、「
指
示
表
出
」の
対
象
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
が
、

「
意
味
」
の
成
立
を
決
め
る
。
こ
の
場
合
の
理
解
と
は
「
現
実
」
と
い
う

参
照
項
に
よ
っ
て
決
ま
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
説
明
が
優
れ
て
い
る
の
は
、

「
意
味
」
が
分
か
ら
な
い
場
合
に
こ
そ
、
文
学
的
な
魅
力
が
生
じ
る
可
能

性
が
高
い
こ
と
を
説
明
出
来
る
点
だ
。

古
典
の
中
に
あ
る
現
代
で
は
使
わ
れ
な
い
言
葉
に
何
と
な
く
魅
力
を
感

じ
る
の
は
強
い
「
自
己
表
出
性
」
が
現
在
に
ま
で
残
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

現
代
で
も
通
じ
る
言
葉
が
「
現
実
」
参
照
を
持
ち
得
な
い
も
の
で
あ
っ
て

も
、
そ
こ
か
ら
立
ち
上
が
る
「
自
己
表
出
」
が
読
者
に
通
じ
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
言
葉
は
、
読
者
を
魅
了
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

「
意
味
」
の
追
究
に
お
い
て
、時
枝
（
実
存
主
義
的
観
点
）
や
三
浦
（
唯

物
論
的
観
点
）
や
Ｓ
・
Ｉ
・
ハ
ヤ
カ
ワ
（
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
観
点
）、

さ
ら
に
は
カ
ッ
シ
ラ
ア
な
ど
の
説
を
簡
単
に
退
け
て
し
ま
う
。
何
故
な
ら

ば
、
そ
れ
ら
は
吉
本
の
「
目
的
」
と
は
一
致
し
な
い
か
ら
だ
。

吉
本
の
現
在
の
「
目
的
」
か
ら
す
れ
ば
、「
意
味
」
が
分
か
る
こ
と
と
、

そ
の
言
葉
が
魅
力
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
関
係
な
い
と
い
う
こ
と
が
一

番
重
要
な
帰
結
だ
。
吉
本
は
、「
言
語
の
意
味
と
は
意
識
の
自
己
表
出
か

ら
み
ら
れ
た
言
語
の
全
体
の
関
係
だ
」
と
い
う
結
論
を
述
べ
た
あ
と
、
言

語
の
「
価
値
」
の
考
察
に
移
っ
て
ゆ
く
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
「
価
値
」

こ
そ
が
、
先
程
の
言
語
か
ら
生
じ
る
「
魅
力
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
言
語
」

を
「
文
学
」
た
ら
し
め
る
何
か
で
あ
る
か
ら
だ
。

吉
本
は
、
こ
の
「
価
値
」
と
い
う
言
葉
を
マ
ル
ク
ス
か
ら
学
ん
で
い
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、「
価
値
」
の
発
生
を
「
労
働
価
値
」
に
、「
価
値
」
の
広
が

り
を
「
使
用
価
値
」
と
「
交
換
価
値
」
に
分
け
て
考
え
て
い
る
が
、
た
だ

し
、
こ
れ
ら
が
吉
本
の
言
語
「
価
値
」
を
説
明
す
る
際
に
、「
自
己
表
出
」

と
「
指
示
表
出
」
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
る
に
は
注
意
が
必
要
だ
。

言
語
の
「
意
味
」
が
何
で
あ
る
か
は
「
指
示
表
出
」
と
対
象
と
の
結
び

つ
き
で
決
ま
る
が
、
そ
の
「
価
値
」
は
自
己
表
出
で
決
ま
る
。「
言
語
」

が
交
換
の
道
具
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
価
値
は
「
指
示
表

出
」
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
る
「
意
味
」
に
よ
っ
て
決
ま
る
は
ず
だ
が
、
文
学

的
「
価
値
」
は
「
指
示
表
出
」
の
強
さ
（
意
味
が
わ
か
る
こ
と
）
に
よ
っ

て
は
決
ま
ら
な
い
。
だ
が
、
吉
本
の
理
論
で
は
こ
の
「
自
己
表
出
」
は
即

「
労
働
価
値
」
あ
る
い
は
即
「
自
己
表
出
」
と
な
る
よ
う
に
は
定
義
づ
け



― 71 ―

研究所紀要13号　疋田　四校（入稿時）

ら
れ
て
い
な
い
。
吉
本
の
考
え
方
は
、
基
本
二
元
論
の
枠
組
の
中
に
お
い

て
一
元
論
的
な
位
置
か
ら
見
る
も
の
な
の
で
、「
指
示
表
出
」
と
「
自
己

表
出
」
の
バ
ラ
ン
ス
で
考
え
る
こ
と
は
、「
価
値
」
の
広
が
り
を
説
明
す

る
こ
と
に
向
い
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
吉
本
は
そ
の
原
理
に
お
い
て
は
一

元
論
的
な
説
明
を
周
到
に
退
け
て
い
る
か
ら
だ
。

水
に
対
す
る
「
使
用
価
値
」
は
そ
の
水
を
「
使
用
」
す
る
人
間
の
欲
望

に
よ
っ
て
決
ま
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
水
の
「
交
換
価
値
」
は
そ
れ
が
存
在

す
る
社
会
（
歴
史
）
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
金
や
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
よ
う
に
、

「
使
用
価
値
」
よ
り
も
「
交
換
価
値
」
が
強
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、そ
の
「
交

換
価
値
」
は
歴
史
的
、
社
会
的
な
背
景
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
「
価
値
」
は

醸
造
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、「
使
用
価
値
」「
交
換
価
値
」
は
い
ず
れ
に
し

て
も
、
そ
の
発
生
原
理
を
説
明
し
き
れ
な
い
。

そ
う
考
え
れ
ば
、
言
語
の
「
美
」
の
追
究
と
い
う
課
題
に
お
い
て
も
、

や
は
り
「
労
働
価
値
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
こ
れ
以
上
必
要
な
い
と
い
う

こ
と
が
分
か
る
。
問
題
は
、
使
用
価
値
や
交
換
価
値
の
よ
う
な
も
の
が
、

い
か
に
「
価
値
」
を
構
築
し
て
ゆ
く
か
に
あ
る
か
ら
だ
。

吉
本
は
、「
価
値
」
の
問
題
を
考
え
る
際
に
、
ギ
ロ
ー
の
『
文
体
論
』

の
議
論
を
取
り
上
げ
る
。
ギ
ロ
ー
は
言
語
か
ら
生
ま
れ
る「
価
値
」を「
概

念
的
」「
表
現
的
」「
印
象
的
」
と
い
う
三
つ
に
分
け
て
考
え
る
。
言
語
が

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
い
か
に
文
学
的
＝
「
印
象
的
」
に
な
っ

て
ゆ
く
か
を
め
ぐ
る
ギ
ロ
ー
の
議
論
は
、
一
見
説
得
力
が
あ
る
よ
う
で
、

「
自
己
表
出
」
と
い
う
概
念
が
な
い
ギ
ロ
ー
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
指
示

表
出
性
＝
交
通
の
言
語
で
説
明
で
き
な
い
も
の
に
「
価
値
」
と
い
う
名
を

与
え
て
い
る
の
だ
と
吉
本
は
言
う
。

こ
こ
で
初
め
て
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
『
言
語
学
原
論
』
が
論
の
俎
上
に
あ
が

る
。

あ
る
価
値
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
以
上
二
つ
の
要
因
が
必
要
で

あ
る
。
か
く
て
五
円
貨
が
値
す
る
と
こ
の
も
の
を
決
定
す
る
に
は
、

１
、
そ
れ
は
、
何
か
別
の
物
、
例
へ
ば
米
の
一
定
量
と
交
換
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
、
２
、
そ
れ
は
、
同
じ
体
系
に
属
す
る
一
つ
の
相

似
た
価
値
、例
え
ば
一
円
貨
と
、或
は
他
の
体
系
に
属
す
る
貨
幣
（
一

ド
ル
、
等
）
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
を
知
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
。
同
様
に
し
て
、
語
も
ま
た
何
か
相
似
ざ
る
物
、
即
ち
観
念
と
交

換
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
上
、
何
か
同
じ
性
質
の
物
、
即
ち
他

の
語
と
比
較
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。

現
在
の
我
々
に
は
、
こ
れ
が
言
語
の
二
つ
の
条
件
の
う
ち
の
ひ
と
つ

「
差
異
の
体
系
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
は
す
ぐ
に
理
解
出
来
る
。

だ
が
、「
交
換
可
能
性
」
に
つ
い
て
は
、
我
々
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
印
象
と

異
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、「
比

較
（
等
価
／
差
異
）」「
交
換
」
さ
れ
得
る
こ
と
に
は
何
の
根
拠
も
な
い
と

い
う
こ
と
だ
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
「
記
号
の
恣
意
性
」
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
は
ず
だ
。
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な

こ
と
は
、
言
語
の
条
件
と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
「
価
値
」
の
関
係
が
全
く
述

べ
ら
れ
て
は
い
な
い
こ
と
だ
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
と
っ
て
「
価
値
」
は
二
次

的
な
問
題
で
あ
り
、
本
来
は
「
価
値
」
と
は
そ
れ
を
示
す
記
号
と
は
何
の

関
係
も
な
い
も
の
な
の
だ
。
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吉
本
は
ギ
ロ
ー
と
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
両
者
の
共
通
点
と
し
て
、
言
語
の

「
指
示
表
出
」
以
外
の
面
、
つ
ま
り
は
「
自
己
表
出
」
の
面
を
全
く
考
慮

し
て
い
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、「
等
価
価
値
」
と

「
交
換
価
値
」
が
言
語
を
成
立
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
「
価
値
」
も
生
ま
れ
る

の
だ
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
吉
本
は
、
そ
の
両
者
の
価
値
を
ど
ち

ら
も
「
指
示
表
出
」
と
見
な
し
て
退
け
て
い
る
わ
け
だ
。

〈
海
〉
と
い
う
言
葉
を
、
意
識
の
自
己
表
出
に
よ
っ
て
う
ち
あ
げ

ら
れ
た
頂
き
で
、
海
の
象
徴
的
な
像
を
し
め
す
も
の
と
し
て
み
る
と

き
、
価
値
と
し
て
〈
海
〉
と
い
う
言
葉
を
み
て
い
る
。
逆
に
〈
海
〉

と
い
う
言
葉
を
、
他
に
た
い
す
る
訴
え
、
対
象
の
指
示
と
し
て
、
い

い
か
え
れ
ば
意
識
の
指
示
表
出
の
は
て
に
、
海
の
像
を
し
め
す
も
の

と
し
て
み
る
と
き
、〈
海
〉
と
い
う
言
葉
を
意
味
と
し
て
み
て
い
る
。

そ
し
て
、
吉
本
は
言
語
の
「
価
値
」
を
「
意
識
の
自
己
表
出
か
ら
み
ら

れ
た
言
語
の
全
体
の
関
係
」
と
定
義

し
た
上
で
、
そ
の
考
え
方
を
次
の
よ

う
に
図
示
し
て
い
る
。

こ
の
図
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
ａ

と
ｂ
の
経
路
が
ど
ち
ら
も
、
自
己
の

方
向
に
戻
っ
て
行
く
点
で
あ
る
。
何

度
も
述
べ
て
い
る
が
、
指
示
表
出
と

自
己
表
出
が
異
な
る
だ
け
で
は
な

く
、
指
示
し
て
い
る
も
の
を
対
象
化

す
る
こ
と
と
、
自
己
の
表
出
を
対
象
化
す
る
の
も
、
そ
れ
は
言
語
と
し
て

外
在
化
さ
れ
た
も
の
が
、
再
び
自
己
と
出
会
う
時
だ
か
ら
だ
。

〈
海
〉
を
「
う
み
」
と
指
示
で
き
る
と
い
う
「
意
識
」
は
、
既
に
そ
れ

を
「
意
識
」
し
て
い
る
「
主
体
」
が
居
る
わ
け
で
、
一
方
で
、〈
海
〉
を

み
て
「
う
」
と
自
己
表
出
し
た
、
そ
の
言
語
が
自
分
に
聞
こ
え
た
時
、
そ

れ
は
発
し
た
言
語
を
対
象
化
し
て
い
る
自
分
の
存
在
を
「
意
識
」
し
て
い

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
が
「
反
射
」
か
ら
「
言
語
」
に
な
る
重
要
な

分
岐
点
な
の
だ
。
そ
れ
を
、
吉
本
は
、
自
己
へ
帰
っ
て
来
る
矢
印
で
し
め

し
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
な
ら
ば
、
わ
た
し
が
こ
こ
で
径
路
と
し
て
図
示
し
た
言

語
の
価
値
を
、
あ
た
か
も
商
品
の
価
値
に
つ
い
て
の
べ
た
と
お
な
じ

よ
う
に
、
指
示
表
出
価
値
と
自
己
表
出
価
値
と
の
二
重
性
を
あ
ら
わ

す
と
云
う
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
。

マ
ル
ク
ス
な
ら
ば
、
言
語
起
源
（
労
働
価
値
）
か
ら
分
離
し
た
「
使
用

価
値
」
と
「
交
換
価
値
」
の
双
方
で
歴
史
を
考
え
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は

さ
き
に
考
え
た
よ
う
に
吉
本
の
目
的
と
は
合
わ
な
い
。「
使
用
価
値
」「
交

換
価
値
」
は
社
会
的
交
通
の
中
で
生
じ
る
面
が
強
い
か
ら
だ
。

言
語
の
「
美
」
は
、
そ
の
「
価
値
」
を
論
じ
る
こ
と
か
ら
始
め
る
べ
き

で
あ
り
、
そ
の
「
価
値
」
は
、「
自
己
表
出
」
の
面
か
ら
言
語
を
見
て
ゆ

く
こ
と
で
し
か
、
な
し
得
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
、
吉
本
の

「
価
値
」
の
重
要
な
帰
結
な
の
で
あ
る
。
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五

次
に
吉
本
は
、文
字
の
成
立
の
意
義
に
つ
い
て
議
論
し
始
め
る
。
通
常
、

音
声
言
語
が
記
述
さ
れ
る
た
め
に
文
字
化
さ
れ
る
と
い
う
思
考
を
踏
む
わ

け
だ
が
、
吉
本
は
そ
う
し
た
考
え
方
を
、「
自
己
表
出
」
か
「
交
通
（
指

示
表
出
）」
か
と
い
う
不
毛
な
論
争
の
延
長
上
に
し
か
な
い
と
退
け
る
。

吉
本
に
と
っ
て
、
文
字
の
出
現
と
は
、
高
度
に
共
通
に
抽
象
化
さ
れ
「
音

韻
」
の
意
識
に
ま
で
辿
り
着
い
た
証
左
で
あ
り
、
そ
れ
は
音
の
代
替
で
は

な
く
、
そ
の
意
味
そ
の
も
の
の
定
着
な
の
で
あ
る
。

文
字
の
成
立
に
よ
っ
て
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
、
表
出
は
意
識
の
表

出
と
表
現
と
に
分
離
す
る
。
あ
る
い
は
表
出
過
程
が
、
表
出
と
表
現

と
の
二
重
の
過
程
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
言
語

は
意
識
の
表
出
で
あ
る
が
、
言
語
表
現
が
意
識
に
還
元
で
き
な
い
要

素
は
、文
字
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
ほ
ん
と
の
意
味
で
う
ま
れ
た
の
だ
。

「
言
語
表
現
が
意
識
に
還
元
で
き
な
い
要
素
」
と
は
、
つ
ま
り
は
「
自

己
表
出
」
や
「
指
示
表
出
」
な
の
だ
が
、な
ぜ
「
還
元
出
来
な
い
」
の
か
、

な
ぜ
「
二
重
の
表
出
」
な
の
か
。
そ
れ
は
、
先
程
ま
で
議
論
し
て
き
た
対

象
の
客
観
化
と
い
う
問
題
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
自
己
表
出
は
文
字

と
し
て
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
表
出
さ
れ
た
も
の
を
対
象

化
す
る
「
私
」
と
、「
私
」
が
対
象
化
し
て
い
る
文
字
は
分
離
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
指
示
対
象
が
言
語
化
（
音
声
化
）
さ
れ
た
時
に
、
そ
れ
を
意
識

す
る
「
私
」
と
「
私
」
に
意
識
さ
れ
て
い
る
対
象
に
分
離
す
る
こ
と
と
同

じ
だ
。
た
だ
、
語
り
言
葉
は
「
指
示
表
出
」
に
、
文
字
は
「
自
己
表
出
」

に
繋
が
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
「
特
徴
」
と
し
て
見
出
さ
れ
る
傾
向
で
あ
っ
て
、

自
己
表
出
語
／
指
示
表
出
語
と
い
う
言
語
上
の
区
別
も
、
自
己
表
出
文
字

／
指
示
表
出
文
字
と
い
う
文
字
上
の
区
別
も
、
あ
く
ま
で
も
傾
向
の
問
題

で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
に
完
全
に
振
り
切
る
こ
と
は
な
い
。

で
は
、
何
故
「
自
己
表
出
」
は
文
字
と
結
び
つ
き
や
す
い
の
か
。
吉
本

は
、
こ
れ
を
、「
理
性
」
を
「
り
せ
い
」
と
表
現
す
る
こ
と
の
違
和
感
な

ど
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
確
か
に
、
文
字
の
種
類
（
ひ
ら
が
な
、
カ

タ
カ
ナ
、
漢
字
）
や
種
類
内
の
選
択
（
悲
、
哀
）
な
ど
は
、
自
己
表
出
性

と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
〈
石
〉
と
い
う
名
詞
は
、
石
の
概
念
を
意
味
す
る
と
と

も
に
、
表
現
の
内
部
で
は
任
意
の
石
の
像
を
表
現
し
、
ま
た
喚
び
お

こ
す
。
こ
の
石
の
像
は
、
甲
と
い
う
人
間
に
と
っ
て
は
、
か
つ
て
海

岸
で
遊
ん
だ
と
き
の
浜
辺
に
あ
っ
た
石
の
像
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い

し
、
乙
と
い
う
人
物
に
と
っ
て
は
、
い
ま
さ
き
蹴
つ
ま
ず
い
て
こ
ろ

ん
だ
石
の
像
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
、
吉
本
は
「
自
己
表
出
」
と
文
字
の
関
係
の
具
体
例
の
中
で
、
何

度
も
「
像
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
が
必
要
だ
。
言

語
に
は
意
味
や
音
の
他
に
像
を
喚
起
す
る
と
言
う
の
だ
。

な
ぜ
、こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
像
に
つ
い
て
強
く
拘
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
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対
象
化
と
い
う
説
明
の
仕
方
で
は
、「
表
現
」
と
「
表
出
」
の
違
い
を
理

解
し
に
く
い
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
対
象
」
─
「
表
現
」
─
（
表
出
）
―
「
主
体
」

「
対
象
」
と
「
表
現
」
と
「
主
体
」
が
率
直
に
結
び
つ
い
て
い
る
様
相

が
「
反
射
」
な
の
だ
と
し
た
ら
、「
表
現
」
が
言
語
に
な
る
た
め
に
は
、

表
出
が
必
須
の
条
件
と
な
る
。
こ
の
こ
と
を
、
吉
本
は
「
表
出
と
表
現
の

二
重
の
過
程
」
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
。

し
か
し
、
音
声
が
意
識
の
自
己
表
出
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
と
、
指
示
は
現
実
の
世
界
に
た
い
す
る
た
ん
な
る
反
射
で
は
な

く
、
対
象
と
す
る
も
の
に
た
い
す
る
指
示
に
か
わ
っ
た
。
い
わ
ば
自

己
表
出
の
意
識
は
起
重
機
の
よ
う
に
有
節
音
声
を
吊
り
あ
げ
た
。

こ
の
「
吊
り
あ
げ
た
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
吉

本
の
説
明
し
た
図
で
は
、
自
己
表
出
が
「
吊
り
あ
げ
た
」
結
果
と
し
て
、

直
接
的
な
指
示
対
象
で
は
な
い
像
に
辿
り
着
く
様
子
が
よ
く
示
さ
れ
て
い

る
。
自
己
表
出
が
像
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
と
は
逆
に
言
語
の
像
を
つ
く
る
力
は
、
指
示
表
出
の

つ
よ
い
言
語
ほ
ど
た
し
か
だ
と
い
え
る
。こ
の
意
味
で
言
語
の
像
は
、

言
語
の
指
示
表
出
と
対
応
し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
つ
よ
い
自
己

表
出
を
起
動
力
と
す
る
よ
わ
い
指
示
表
出
か
、
あ
る
い
は
逆
に
よ
わ

い
自
己
表
出
を
起
動
力
に
し
た
つ
よ
い
指
示
表
出
に
起
因
す
る
な
に

か
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
像
の
も
つ
最
大
の
特
徴
を
吉
本
は
、
サ
ル
ト
ル
か
ら
ヒ
ン
ト
を

得
た
「
眼
前
に
あ
る
も
の
の
像
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
は
難
し
い
」
と
い

う
非
常
に
分
か
り
や
す
い
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
何
故
か
、
そ
れ

は
像
は
対
象
の
「
像
」
で
は
な
く
、
主
体
の
「
自
己
表
出
」
が
生
み
だ
し

た
、
対
象
の
「
像
」
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。

確
か
に
、〈
海
〉
を
み
た
人
間
の
〈
う
〉
と
い
う
反
射
が
、〈
う
み
〉
と

い
う
言
葉
に
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
を
発
す
る
人
間
は
、
眼
前
に
海
が
な
い

洞
窟
の
中
で
も
、〈
う
み
〉
と
言
え
る
だ
ろ
う
し
、
眼
前
に
海
が
な
い
か

ら
こ
そ
、
頭
の
中
で
像
を
喚
起
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
だ
し
、
こ
の
像

は
〈
う
み
〉
と
発
す
る
人
間
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
こ
で
吉
本
は
、「
像
」
を
生
み
出
す
条
件
に
関
し
て
、
こ
れ

ま
で
の
議
論
に
合
わ
せ
て
重
要
な
点
を
再
確
認
し
よ
う
と
す
る
。

も
し
も
言
語
が
像
を
喚
び
起
し
た
り
、
像
を
表
象
し
た
り
で
き
る

も
の
と
す
れ
ば
、
意
識
の
指
示
表
出
と
自
己
表
出
と
の
ふ
し
ぎ
な
縫

目
に
、
そ
の
根
拠
を
も
と
め
る
ほ
か
は
な
い
。

こ
こ
で
、ふ
た
た
び
言
語
進
化
の
と
こ
ろ
で
か
ん
が
え
た
も
の
を
、

あ
た
ら
し
い
眼
で
た
ど
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

確
か
に
、
言
語
の
起
源
に
は
自
己
表
出
に
よ
る
「
吊
り
上
げ
」
が
あ

る
。
だ
が
、
像
は
、
そ
の
「
吊
り
上
げ
」
の
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
価
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値
」
で
あ
っ
て
も
「
意
味
」
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た

図
４
で
考
え
た
と
き
、「
像
」
と
は
ど
こ
に
現
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

半
円
上
の
点
。
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
点
が
、「
価
値
」「
意
味
」「
像
」

の
中
の
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。

指
示
表
出
の
直
線
（
右
に
向
か
う
０
度
線
）
の
先
に
は
、
言
語
を
喚
起

し
た
何
か
が
あ
る
。
そ
れ
と
非
常
に
酷
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
名

詞
で
す
ら
、も
た
ら
さ
れ
る
像
は
、そ
の
何
か
と
は
異
な
る
。
吉
本
は
「
意

識
の
指
示
表
出
と
自
己
表
出
と
の
ふ
し
ぎ
な
縫
目
に
そ
の
根
拠
を
も
と
め

る
ほ
か
は
な
い
」
と
言
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
指
示
表
出
が
自
己
表
出
に

よ
っ
て
吊
り
上
げ
ら
れ
た
位
置
で
あ
る
点
の
位
置
は
、
少
な
く
と
も
像
の

「
根
拠
」
で
あ
り
、
像
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

左
記
の
図
の
ａ
は
、「
意
味
」
の
生
じ
る
ベ
ク
ト
ル
、
ｂ
は
「
価
値
」

の
生
じ
る
ベ
ク
ト
ル
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
ａ
と
ｂ
の
外
側
の
ベ
ク

ト
ル
が
合
わ
さ
っ
た
「
縫
目
」
に
は
像
の
「
根
拠
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
自

己
表
出
の
面
か
ら
み
ら
れ
た
場
合
が
「
価
値
」、
指
示
表
出
の
面
か
ら
み

ら
れ
た
場
合
が
「
意
味
」
と
な
る
。
こ
こ
で
い
う
「
見
ら
れ
た
」
と
い
う

の
は
吉
本
の
語
彙
で
は
な
い
。
吉
本
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う

な
言
い
方
を
す
る
。

こ
の
こ
と
は
、
人
間
の
意
識
を
外
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
し
て
の

言
語
の
表
出
が
、
じ
ぶ
ん
の
意
識
に 

反
作
用
を
お
よ
ぼ
す
よ
う
に

も
ど
っ
て
く
る
過
程
と
、
外
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
意
識
が
、
対
象
と
し

て
文
字
に
固
定
さ
れ
て
、
そ
れ
が
〈
実
在
〉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
じ

ぶ
ん
の
意
識
の
外
に
〈
作
品
〉
と
し
て
生
成
さ
れ
、
生
成
さ
れ
た
も

の
が
じ
ぶ
ん
の
意
識
に
反
作
用
を
お
よ
ぼ
す
よ
う
に
も
ど
っ
て
く
る

過
程
の
二
重
性
が
、
無
意
識
の
う
ち
に
文
学
的
表
現
（
芸
術
と
し
て

の
言
語
表
出
）
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
な
る
。

文
学
に
は
、
口
承
文
芸
の
よ
う
な
無
文
字
文
学
も
存
在
す
る
が
、
そ
れ

と
て
も
、
無
言
語
文
学
で
は
な
い
。
外
的
な
何
か
の
刺
激
に
よ
っ
て
、
言

語
と
し
て
固
定
化
さ
れ
た
も
の
は
、
元
の
何
か
と
は
異
な
っ
た
も
の
（
文

字
あ
る
い
は
言
語
）
と
し
て
再
び
主
体
に
ま
な
ざ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

あ
る
現
実
の
〈
海
〉
に
よ
っ
て
〈
う
み
〉
と
い
う
言
葉
を
発
し
、

そ
の
〈
う
み
〉
と
い
う
言
葉
が
主
体
に
よ
っ
て
再
び
捕
ら
え
ら
れ
た

瞬
間
既
に
さ
き
の
現
実
の
ま
ま
の
〈
海
〉
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

吉
本
は
、
文
学
の
「
価
値
」
を
考
え
る
た
め
に
は
、
現
実
と
は
異
な
る

「
表
現
」
が
「
固
有
の
意
識
に
還
元
さ
れ
る
面
」
と
、「
表
現
そ
の
も
の
に

し
か
還
元
さ
れ
な
い
面
」、つ
ま
り「
表
現
」と
し
て
し
か
定
着
し
え
な
か
っ

た
「
自
己
表
出
」
と
い
う
部
分
を
考
慮
す
べ
き
だ
と
い
う
。
こ
の
「
二
重

性
」
を
「
構
造
」
と
呼
ん
で
い
る
わ
け
だ
。

で
は
、「
構
造
」
を
意
識
し
な
が
ら
文
学
を
読
む
実
践
、
す
な
わ
ち
「
価

値
」
を
読
も
う
と
す
る
実
践
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
べ
き
な
の
か
。
こ
こ
ま

で
道
具
立
て
を
揃
え
て
来
た
吉
本
の
答
え
は
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
そ
れ
は

文
学
の
表
現
を
語
り
手
の
「
表
出
」
と
し
て
読
む
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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彼
は
ま
だ
年
若
い
夫
で
あ
っ
た
。（
庄
野
潤
三
「
静
物
」）

吉
本
は
こ
の
例
文
を
「
彼
」（
代
名
詞
）、「
は
」（
助
詞
）、「
年
若
い
」

（
形
容
詞
）「
夫
」（
名
詞
）
…
…
な
ど
と
分
解
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
品
詞

「
意
味
」
で
把
握
す
る
こ
と
を
「
指
示
表
出
」
の
面
か
ら
み
る
こ
と
と
説

明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
自
己
表
出
」
の
面
か
ら
見
る
場
合
、

「
彼
」
と
い
う
代
名
詞
の
選
択
の
表
現
主
体
に
と
っ
て
の
意
識
、「
若
い
」

で
は
な
く
「
年
若
い
」
と
い
う
選
択
、「
男
」「
亭
主
」
で
は
な
く
「
夫
」

と
い
う
選
択
が
表
現
主
体
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
の
か
を
考
え
な

が
ら
読
む
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　

六

先
の
例
で
「
自
己
表
出
」
＝
「
価
値
」
に
従
っ
て
読
む
た
め
に
は
、
表

現
主
体
の
「
選
択
」
と
し
て
、
言
語
（
文
）
を
考
え
る
と
い
う
吉
本
の
説

を
あ
げ
た
の
だ
が
、
実
は
「
価
値
」
を
見
出
す
際
に
、
何
に
注
目
す
べ
き

な
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
、
吉
本
は
四
つ
の
重
要
な
着
眼
点
を
提
示
し

て
い
る
。
そ
れ
は
、「
選
択
」「
喩
」「
転
換
」
そ
し
て
「
韻
律
」
で
あ
る
。

こ
の
四
つ
の
関
係
を
図
示
し
て
み
る
と
、
恐
ら
く
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　

韻
律
の
枠

選
択　

→
喩
／
転
換
→　

選
択　

→
喩
／
転
換
→　

選
択
…
…

　
　
　
　
　

韻
律
の
枠

表
現
主
体
に
と
っ
て
言
語
行
為
は
選
択
の
連
続
で
あ
る
。「
は
」
と
い
う

か
「
が
」
と
い
う
か
、「
青
い
」
と
い
う
か
「
碧
い
」
あ
る
い
は
「
蒼
い
」

か
…
…
。
選
択
が
横
並
び
の
中
か
ら
の
選
択
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
選
ば
れ

た
言
葉
は
次
の
言
葉
に
繋
が
る
か
、
切
断
す
る
し
か
な
い
。
そ
れ
は
縦
へ

の
繋
が
り
で
あ
る
。
喩
と
は
接
続
す
る
こ
と
、
転
換
と
は
切
断
す
る
こ
と

だ
。選

択
、
喩
（
接
続
）、
転
換
（
切
断
）
は
、
主
体
に
委
ね
ら
れ
て
は
い

る
が
、
主
体
は
そ
の
表
現
行
為
に
お
い
て
、
音
韻
と
韻
律
の
制
限
を
受
け

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、
日
本
語
に
お
い
て
、
母
音
の
選
択
は
五

種
類
の
音
韻
の
中
か
ら
の
そ
れ
と
な
り
、「
あ
」
と
い
う
音
韻
の
中
に
包

摂
さ
れ
て
し
ま
う
差
異
は
選
択
の
結
果
と
し
て
は
無
化
さ
れ
て
し
ま
う
。

ま
た
、
そ
の
表
現
の
積
み
重
な
り
は
、
そ
れ
自
体
が
次
の
表
現
へ
の
枠
組

み
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
る（
文
体
の
リ
ズ
ム
）。そ
の
最
た
る
例
が
、

音
数
律
だ
と
考
え
れ
ば
分
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
四
要
素
で
興
味
深
い
の
は
、
や
は
り
韻
律
の
属
性
に
関
し
て
で
あ

る
。
音
韻
は
自
己
表
出
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
リ
ズ
ム
は
指
示
表
出

に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
吉
本
の
定
義
だ
が
、
同
時
に
、
言

語
の
価
値
は
、
自
己
表
出
性
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
ね
じ
れ
は
理
論
的
に
は
あ
ま
り
本
質
的
な
そ
れ
と
は
言

え
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
今
考
え
て
い
る
の
は
言
語
に
と
っ
て
の
「
美
」

で
あ
る
か
ら
だ
。
言
語
表
現
と
し
て
美
が
問
題
に
な
る
場
合
、
そ
こ
に
は

既
に
あ
る
程
度
の
フ
レ
ー
ム
を
有
し
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。小
説
、

短
歌
、
詩
歌
、
ど
ん
な
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
て
も
、
歴
史
的
に
あ
る
程
度
の

フ
レ
ー
ム
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
文
章
を
構
成
す
る
単
語
の
発
生
時
に
は
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音
韻
が
そ
の
選
択
に
際
し
フ
レ
ー
ム
の
機
能
を
な
す
が
、
そ
れ
が
集
ま
っ

て
文
章
と
な
っ
て
ゆ
く
過
程
で
は
、
も
う
少
し
大
き
な
フ
レ
ー
ム
を
必
要

と
す
る
。
そ
の
フ
レ
ー
ム
と
し
て
の
役
割
を
吉
本
は
「
音
律
」
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
の
だ
。

日
本
語
に
お
け
る
五
・
七
・
五
や
五
・
七
・
五
・
七
・
七
な
ど
と
い
う

字
数
は
、
有
効
な
フ
レ
ー
ム
と
し
て
機
能
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の

フ
レ
ー
ム
は
表
現
主
体
か
ら
す
れ
ば
意
識
的
選
択
の
結
果
で
あ
る
。ま
た
、

そ
の
選
択
肢
は
、
誰
に
と
っ
て
も
同
じ
形
式
と
し
て
外
部
に
存
在
し
て
い

る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
、音
律
は
自
己
表
出
的
で
は
な
い
と
言
え
る
。

で
は
、
自
己
表
出
の
強
度
を
基
本
と
す
る
言
語
の
美
に
お
い
て
、
何
故

韻
律
と
い
う
指
示
表
出
に
よ
る
作
用
を
重
視
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
韻
律

が
結
果
的
に
自
己
表
出
の
作
用
を
強
め
る
働
き
を
す
る
か
ら
だ
。
吉
本
が

性
へ
の
一
限
還
元
主
義
と
し
て
フ
ロ
イ
ト
を
退
け
て
い
た
こ
と
は
さ
き
に

述
べ
た
通
り
だ
が
、
実
は
無
意
識
に
お
け
る
エ
ス
と
超
自
我
の
関
係
に
非

常
に
近
い
。エ
ス
は
実
現
に
対
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
し
か
な
い
の
で
、
そ
こ

に
有
効
の
形
を
与
え
る
こ
と
も
超
自
我
の
重
要
な
機
能
だ
。
超
自
我
と
は

単
な
る
禁
止
や
抑
圧
の
み
と
し
て
作
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

吉
本
は
、
時
代
（
外
部
）
が
フ
レ
ー
ム
を
つ
く
り
、
そ
れ
が
自
己
表
出

を
可
能
に
し
て
い
る
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
、
表
現
史
を
再
構
築
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
、
本
論
で
論
じ
て
き
た
理
論
と
、
以
後
に
続
く

実
践
の
紐
帯
が
あ
る
。
そ
の
実
践
の
内
実
は
、
ま
た
別
項
に
て
検
討
し
て

み
た
い
。

 

（
東
京
学
芸
大
学
・
教
授
）


