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ル
ソ
ー
に
お
け
る
自
然
言
語
と
子
ど
も
の
言
葉

寺　

﨑　

恵　

子

は
じ
め
に

言
葉
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
、
伝
達
や
思
考
の
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
有
意
義
で
有
用
な
言
葉
を
習
得
し

獲
得
す
る
こ
と
は
、
人
間
形
成
の
場
に
お
い
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
わ
た
し
た
ち
は
、
と
り
と
め
の
な
い
お
し
ゃ
べ
り
を
親

し
い
人
と
楽
し
ん
で
い
る
と
き
に
も
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
分
の
感
情
や
考
え
を
明
確
に
表
現
し
て
伝
達
す
る
た
め
に
学
ん
で

獲
得
し
た
言
葉
と
は
異
質
で
あ
る
。
ふ
だ
ん
、
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
う
し
た
雑
談
の
言
葉
に
は
あ
ま
り
意
を
向
け
な
い
。
け
れ
ど
も
、
な
ん

ら
か
の
事
情
で
言
葉
を
失
っ
て
い
る
状
況
に
あ
る
と
き
、
あ
る
い
は
、
環
境
が
変
わ
っ
て
不
慣
れ
な
生
活
に
あ
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
、

た
わ
い
な
い
雑
談
が
無
用
だ
と
は
言
い
切
れ
な
い
こ
と
を
知
る
。
と
く
に
、
ケ
ア
の
場
で
、
親
し
い
人
と
の
お
し
ゃ
べ
り
が
大
切
に
さ
れ
る

の
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
の
や
り
と
り
に
参
加
し
て
い
る
と
、
そ
こ
に
居
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
う
れ
し
さ
を
感

じ
て
、
身
も
心
も
和
ん
で
く
る
。

幼
い
子
と
の
生
活
の
な
か
で
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
よ
う
な
言
葉
や
片
言
が
発
せ
ら
れ
、
交
わ
さ
れ
て
い
る
の
を
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
。
そ
の

言
葉
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
も
、
意
味
が
不
明
確
で
、
言
葉
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
雑
然
と
し
た
不
完
全
な
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言コ
ト
バ葉

の
）
1
（

交
流
に
、
親
和
す
る
心
地
よ
さ
を
感
じ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
思
わ
ず
一
緒
に
参
加
し
た
く
な
っ
て
、
ゆ
れ
動
く
心
が
感
じ
ら
れ

る
。
幼
い
子
は
、
声
の
戯
れ
の
よ
う
に
反
復
す
る
言
葉
を
発
す
る
。
そ
れ
に
応
じ
る
養
育
者
は
、
育
児
語
）
2
（

な
ど
の
抑
揚
の
豊
か
な
言
葉
を
発

す
る
。
互
い
の
ふ
れ
あ
い
に
、
多
様
な
言
葉
が
交
わ
り
、
新
し
い
言
葉
が
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
の
不
思
議
な
言
葉
の
交
流
は
、
意
思
や
思
考

を
伝
達
す
る
言
葉
が
交
差
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
次
元
が
異
な
る
よ
う
だ
。

ル
ソ
ー
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
以
前
に
あ
る
言
葉
に
注
目
し
た
。
彼
の
『
エ
ミ
ー
ル　

ま
た
は
教
育
に
つ
い
て
』（
一
七
六
二
年
）

は
、
人
間
の
し
あ
わ
せ
な
生
（le bien-être

）
の
条
件
を
考
察
し
た
教
育
論
で
あ
る
。
そ
の
考
察
は
、
人
が
誕
生
と
と
も
に
学
び
始
め
る
こ

と
に
着
目
し
て
、
人
間
の
生
き
方
を
根
本
か
ら
把
握
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
彼
は
、
一
生
の
最
初
期
に
あ
る
子
を
養
育
す
る
と
い
う
、
生
き

物
に
共
通
で
自
明
な
い
と
な
み
の
場
で
交
わ
さ
れ
て
い
る
言
葉
に
自
然
言
語
を
見
出
し
て
、
そ
こ
に
言
葉
の
交
流
の
起
源
を
把
握
し
た
。
彼

は
、「
す
べ
て
の
人
に
共
通
な
自
然
の
言
語
」
に
人
間
の
生
き
方
の
本
源
的
契
機
を
捉
え
て
、
人
間
性
の
基
盤
と
な
る
言
語
活
動
の
あ
り
よ

う
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
通
じ
て
い
る
教
育
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

一　

言
葉
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て

言
語
起
源
論
は
、「
言
葉
は
自
然
か
人
為
か
」
と
問
い
な
が
ら
、
原
初
と
な
る
言
葉
を
探
究
し
て
き
た
）
3
（

。
世
界
中
の
多
種
多
様
な
言
葉
の

始
祖
と
な
る
人
類
の
祖
語
は
何
か
。
人
に
生
ま
れ
た
も
の
の
初
語
は
何
か
。
ど
う
し
て
人
間
は
言
葉
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
ど
の
よ

う
に
し
て
言
葉
の
使
用
が
発
展
し
た
の
か
。
言
語
起
源
を
め
ぐ
る
探
究
は
、
人
が
動
物
で
あ
り
な
が
ら
動
物
と
は
異
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
、

人
間
と
い
う
生
き
方
を
も
つ
こ
と
の
根
本
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
探
究
に
重
な
っ
て
い
る
。

一
八
六
六
年
、
パ
リ
言
語
学
会
が
普
遍
言
語
と
言
語
起
源
に
関
す
る
研
究
発
表
の
禁
止
を
表
明
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
古
代
か
ら
続
く
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言
語
起
源
に
関
す
る
研
究
は
、
学
問
上
不
問
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
、
普
遍
言
語
論
は
、

自
然
言
語
論
と
と
も
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
で
盛
ん
に
議
論
さ
れ
た
。
混
乱
の
時
代
を
生
き
抜
く
に
は
、
人
々
が
曖
昧
さ
の
な
い
確
実
な
知
識
を

獲
得
す
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
っ
た
。
物
事
を
正
し
く
認
識
し
て
、
真
正
の
言
葉
を
用
い
て
表
し
、
正
確
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
世
界
の
す
べ
て
の
人
々
に
共
通
す
る
完
全
で
理
想
的
な
言
葉
を
創
り
出
す
必
要
が
あ
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
の
構
想
を
発
端
と

す
る
普
遍
言
語
論
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
ら
の
知
識
人
た
ち
が
参
加
し
て
、
平
和
を
希
求
し
て
、
人
間
の
知
識
と
言
語
の
体
系
を
改
革
し
た
。

こ
う
し
た
普
遍
言
語
論
の
な
か
で
、
初
学
者
で
あ
る
子
ど
も
の
学
習
に
ふ
さ
わ
し
い
教
授
法
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の

が
、
コ
メ
ニ
ウ
ス
）
4
（

の
『
大
教
授
学
』（
一
六
五
七
年
）
や
、
そ
の
実
践
的
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
『
世
界
図
絵
』（
一
六
五
八
年
）
で
あ
る
。
子

ど
も
を
対
象
と
す
る
教
育
の
場
で
は
、
世
界
の
真
実
を
子
ど
も
に
分
か
り
や
す
く
説
明
し
て
教
え
る
た
め
の
言
葉
が
必
要
不
可
欠
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
多
種
多
様
で
複
雑
な
言
語
が
あ
る
た
め
に
人
々
が
通
じ
あ
え
ず
、
互
い
に
分
か
り
あ
え
な
い
ま
ま
誤
解
に
陥
り
、
世
界
が
混
乱
に

陥
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
人
々
に
共
通
す
る
単
純
で
普
遍
的
な
言
葉
を
も
っ
て
、
正
確
な
知
識
が
伝
授
さ
れ
獲
得
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
普
遍
言
語
論
に
は
、
人
工
的
言
語
の
開
発
に
並
行
し
て
、
人
間
本
来
の
共
通
言
語
、
言
語
の
本
性
へ
の
関
心
も
あ
っ
た
）
5
（

。
そ
れ
が
自
然

言
語
論
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

禁
止
さ
れ
た
言
語
起
源
に
関
す
る
議
論
は
、
二
〇
世
紀
末
に
な
っ
て
再
燃
し
た
）
6
（

。
現
在
で
は
、
言
語
学
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
考
古

学
、
人
類
学
、
自
然
科
学
、
認
知
科
学
等
に
よ
る
学
際
的
な
研
究
と
な
り
、
生
物
言
語
学
も
提
唱
さ
れ
て
発
展
し
て
い
る
）
7
（

。
近
代
に
入
っ
て

か
ら
の
研
究
は
、
言
語
神
授
説
か
ら
科
学
的
研
究
に
代
わ
り
、「
起
源
の
言
語
」（
起
源
と
な
っ
た
言
語
）
よ
り
も
「
言
語
の
起
源
」（
言
語
が

生
じ
る
起
源
）
が
研
究
の
対
象
に
な
っ
た
）
8
（

。
認
識
論
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
対
立
）
9
（

、
つ
ま
り
、
言
語
を
思
考
の
ツ
ー
ル
と
す
る
か
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ツ
ー
ル
と
す
る
か
、
と
い
う
研
究
上
の
立
場
の
相
違
）
10
（

を
含
ん
で
、
言
語
起
源
の
研
究
は
、
前
言
語
を
含
む
言
語
活

動
に
着
目
し
て
い
る
。
動
物
と
共
通
す
る
言
葉
の
可
能
的
根
拠
は
何
か
。
動
物
と
人
間
と
の
分
岐
点
と
な
る
言
葉
獲
得
の
条
件
は
何
か
。
ま

た
、
自
然
言
語
は
音
声
に
よ
る
表
現
か
、
身
振
り
に
よ
る
表
現
か
、
そ
の
と
き
、
自
然
言
語
は
文
字
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
の
か
。
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古
代
の
言
語
起
源
論
に
は
、
言
葉
が
自
然
界
の
事
物
の
名
づ
け
に
開
始
さ
れ
る
と
す
る
捉
え
方
が
あ
っ
た
。
対
象
・
事
物
と
言
葉
・
名
が

結
び
つ
け
ら
れ
て
、
事
物
の
存
在
は
、
そ
の
名
を
も
っ
て
認
知
さ
れ
措
定
さ
れ
る
）
11
（

。
言
葉
・
名
は
、
事
物
の
本
性
を
音
声
に
う
つ
し
て
表
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
オ
ノ
マ
ト
ポ
エ
イ
ア
で
あ
り
、
造
語
と
い
う
人
間
の
制ポ
イ
エ
ー
シ
ス

作
行
為
で
あ
る
。
人
類
の
祖
語
で
あ
る
ア
ダ
ム
の
言
語

も
、
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
）
12
（

。
人
・
ア
ダ
ム
は
、
神
か
ら
享
受
し
た
力
を
用
い
て
、
神
が
創
っ
た
自
然
事
物
を
名
づ
け
る
と
い
う
造
語
行
為
を

通
し
て
、
自
ら
の
言
葉
と
知
を
獲
得
し
た
。
そ
れ
は
、
や
が
て
世
界
中
に
分
散
し
て
失
わ
れ
た
言
葉
で
は
あ
る
が
、
人
間
に
と
っ
て
原
初
的

な
、
理
想
的
な
言
葉
で
あ
る
。

ヤ
ー
コ
プ
・
ベ
ー
メ
は
、
万
物
の
本
質
の
響
き
を
表
す
自
然
言
語
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
に
通
じ
る
理
想
の
言
語
だ
と
考
え
た
。
ま

た
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
言
葉
の
根
源
で
あ
る
原
言
語
の
要
件
を
擬
声
に
把
握
し
て
、
自
然
事
物
と
言
葉
の
類ア
ナ
ロ
ギ
ア似

を
音
声
の
言
葉
に
把
握

し
た
。
人
類
の
祖
語
も
人
間
の
初
語
も
、
言
葉
の
原
初
形
と
し
て
の
自
然
言
語
に
関
す
る
考
察
は
、
自
然
事
物
の
名
を
人
の
音
声
の
言
葉
に

転
じ
て
擬
え
て
表
す
オ
ノ
マ
ト
ペ
（
擬
音
語
・
擬
態
語
、
修
辞
学
で
は
声
喩
法
）
論
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
）
13
（

。

原
初
的
な
自
然
言
語
・
オ
ノ
マ
ト
ポ
エ
イ
ア
は
、
感
性
的
な
音
声
の
言
葉
で
あ
る
。
身
に
感
受
さ
れ
た
こ
と
が
発
声
に
結
び
つ
い
て
音
声

の
言
葉
に
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
の
意
味
内
容
は
、
発
話
と
と
も
に
聴
か
れ
伝
わ
る
。
け
れ
ど
も
、
言
葉
は
聴
覚
の
み

な
ら
ず
視
覚
に
よ
っ
て
も
捉
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
手
話
に
関
す
る
考
察
で
は
、
身
振
り
も
自
然
言
語
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
）
14
（

。
身

振
り
の
言
葉
に
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
の
意
味
内
容
は
、
身
体
の
動
作
や
表
情
と
と
も
に
見
ら
れ
伝
わ
る
。
音
声
も
身

振
り
も
、
感
性
的
な
言
葉
と
し
て
の
自
然
言
語
で
あ
る
。

言
語
表
現
は
、
記
号
化
の
過
程
を
も
っ
て
い
る
。
や
が
て
文
字
に
結
び
つ
い
て
、
記
述
可
能
な
言
葉
と
し
て
安
定
し
た
状
態
に
な
れ
ば
、

習
得
す
べ
き
知
識
の
内
容
や
意
思
疎
通
の
内
容
を
、
事
実
の
確
か
ら
し
さ
と
し
て
記
録
に
残
す
こ
と
が
で
き
る
。
曖
昧
さ
や
誤
謬
に
陥
ら

ず
、
認
識
の
確
実
性
が
確
保
さ
れ
る
。
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
、
実
用
性
や
汎
用
性
が
確
保
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
習

得
の
過
程
が
、
言
葉
の
学
習
に
お
け
る
基
本
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
通
用
す
る
記
号
表
現
に
先
立
つ
言
語
活
動
に
つ
い
て
、
言
葉
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が
発
生
し
発
展
す
る
こ
と
の
本
質
的
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
で
は
把
握
で
き
な
い
。

ル
ソ
ー
も
、
当
時
活
発
に
な
っ
て
い
た
言
語
起
源
論
に
参
加
し
た
。
彼
の
言
語
論
と
し
て
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』（
一
七
五
五
年
）

や
『
言
語
起
源
論　

旋
律
と
音
楽
的
模
倣
に
つ
い
て
』（
一
七
八
一
年
）
15
（

）
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、『
エ
ミ
ー
ル　

ま
た
は
教
育
に
つ
い
て
』

（
一
七
六
二
年
）
に
も
言
語
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
古
く
か
ら
の
言
語
起
源
論
を
読
み
込
み
な
が
ら
、
祖
語
よ
り
も
初
語
に
注
目

し
た
。
初
語
の
言
語
活
動
の
根
本
的
な
条
件
を
考
察
し
た
彼
の
議
論
は
、
大
変
興
味
深
い
。
ア
ン
リ
・
ワ
ロ
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、『
エ

ミ
ー
ル
』
に
お
け
る
自
然
言
語
論
は
、
現
代
の
言
語
発
達
研
究
の
知
見
に
近
い
内
容
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
16
（

。

言
語
起
源
を
人
間
の
初
語
に
探
究
す
る
こ
と
で
、
ル
ソ
ー
は
、
言
葉
の
発
生
と
発
達
の
過
程
が
養
育
の
関
係
を
基
本
と
し
て
い
る
こ
と
を

解
明
し
た
。
子
ど
も
（enfant
）
の
原
義
（infans

・
言
葉
を
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
）
を
考
察
の
端
緒
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言

葉
を
話
さ
な
い
も
の
が
話
す
よ
う
に
な
る
変
化
を
、
生
態
的
な
意
味
で
の
発
達
（developm

ent

）
と
し
て
把
握
し
た
。
前
言
語
の
状
態
を

基
に
し
て
発
生
す
る
言
葉
は
、
子
ど
も
の
身
に
発
生
し
て
開
化
す
る
生
命
の
自
然
現
象
）
17
（

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
ワ
ロ
ン
は
、
ル
ソ
ー
を
「
子

ど
も
の
真
に
発
生
学
的
進
化
を
描
い
た
最
初
の
人
」
と
し
た
）
18
（

。

し
た
が
っ
て
、
ル
ソ
ー
が
、
植
物
の
生
長
に
人
間
の
発
達
過
程
を
重
ね
、
植
物
の
栽
培
に
人
間
の
教
育
を
重
ね
て
考
察
し
た
の
は
、
納
得

で
き
る
こ
と
で
あ
る
）
19
（

。
発
達
す
る
（se developer

）
と
は
、
個
体
の
内
に
潜
勢
し
て
い
る
自
然
的
傾
向
が
そ
の
身
に
開
か
れ
て
、
形
態
変

化
の
発
現
と
し
て
見
え
る
よ
う
に
な
る
事
象
で
あ
る
。
感
官
を
も
つ
生
体
が
自
身
を
包
む
環
境
の
質
に
様
々
に
刺
激
さ
れ
て
感
応
し
て
、
被

作
用
体
で
あ
る
身
に
そ
な
わ
る
力
が
そ
の
身
に
生
起
し
、
形
態
に
発
現
す
る
の
で
あ
る
）
20
（

。
こ
う
し
て
、
人
間
と
環
境
と
の
相
互
関
係
に
発
生

す
る
自
然
的
発
達
の
現
象
と
し
て
、
言
語
活
動
が
把
握
さ
れ
た
。
ル
ソ
ー
は
「
言
葉
は
自
然
か
人
為
か
」
と
い
う
問
い
方
を
解
体
し
て
、
言

葉
の
本
来
の
あ
り
よ
う
を
そ
の
根
源
に
捉
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ル
ソ
ー
は
、
教
育
（éducation

）
の
原
義
が
「
養
う
こ
と
」
に
あ
る
こ
と
を
開
示
し
た
。
弱
い
存
在
で
あ
る
子
ど
も
は
、
大
人
の
支
援

を
受
け
て
養
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
大
人
が
、
弱
い
存
在
へ
の
関
心
と
配
慮
を
も
っ
て
養
う
こ
と
に
参
加
し
、
子
ど
も
の
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生
を
養
い
育
て
る
必
要
に
お
い
て
、
自
ら
が
育
つ
こ
と
を
、
伴
う
。
そ
の
両
者
の
ふ
れ
あ
い
、
つ
ま
り
、
互
い
の
生
を
養
い
あ
う
交
互
的
で

相
補
的
な
相
互
関
係
を
、
ル
ソ
ー
は
、
教
エ
デ
ュ
カ
シ
オ
ン
育
の
根
本
原
理
と
し
た
）
21
（

。『
エ
ミ
ー
ル
』
に
お
け
る
言
語
起
源
・
自
然
言
語
論
は
、
生
を
養
う

こ
と
を
本
源
と
し
て
い
る
教
育
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

二　

す
べ
て
の
人
に
共
通
な
自
然
の
言
葉

ル
ソ
ー
は
、
大
人
と
子
ど
も
が
互
い
に
異
な
る
も
の
と
し
て
共
存
す
る
し
あ
わ
せ
な
生
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
た
め
に
、
言
葉
に
注
目
し

た
子
ど
も
研
究
を
、
わ
た
し
た
ち
に
勧
め
て
い
る
。

わ
た
し
た
ち
の
言
葉
は
す
べ
て
、
わ
ざ
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
。
す
べ
て
の
人
に
共
通
な
自
然
の
言
葉
と
い
う
も
の
が

あ
る
か
ど
う
か
、
人
々
は
、
長
い
間
探
し
求
め
て
き
た
。
た
し
か
に
、
そ
れ
は
あ
る
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
が
話
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
前
に
話
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
音
節
に
区
切
ら
れ
て
い
な
い
が
、
抑
揚
が
あ
っ
て
よ
く

響
く
し
、
よ
く
伝
わ
る
表
情
を
も
つ
。
わ
た
し
た
ち
の
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
使
わ
な
く
な

り
、
や
が
て
完
全
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
子
ど
も
を
研
究
し
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
子
ど
も
に
そ
れ
を

再
び
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。
乳
母
は
そ
の
言
葉
に
つ
い
て
の
わ
た
し
た
ち
の
先
生
で
あ
る
。
乳
母
は
、
乳
飲
み
子
の
言
っ
て
い
る

こ
と
が
す
べ
て
わ
か
る
か
ら
だ
。
乳
母
は
、
子
ど
も
に
応
答
し
た
り
子
ど
も
と
会
話
し
た
り
す
る
。
と
は
い
え
、
乳
母
が
発
し

て
い
る
言
葉
は
全
く
役
に
立
た
な
い
。
子
ど
も
が
聞
き
分
け
る
の
は
、
言
葉
の
意
味
で
は
な
く
、
言
葉
の
抑
揚
（accent

）
で

あ
る
（IV, 285

:97

）。



174

す
べ
て
の
人
々
に
共
通
す
る
言
葉
に
は
、
理
想
的
な
普
遍
言
語
よ
り
も
前
に
自
然
言
語
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
実
に
生
き
て
い
る
人
間
の

誰
も
が
か
つ
て
幼
か
っ
た
こ
ろ
に
使
っ
て
い
た
は
ず
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
の
言
葉
を
身
に
つ
け
た
こ
と
と
引
き
か
え

に
、
大
人
に
な
っ
た
今
で
は
す
っ
か
り
忘
れ
去
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
子
ど
も
が
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
前
に
話
し
て
い
る

言
葉
、
つ
ま
り
、
前
言
語
と
も
い
わ
れ
る
乳
幼
児
の
言
葉
、
い
わ
ゆ
る
喃
語
や
片
言
で
あ
る
。
ど
の
言
語
に
も
共
通
し
て
、
言
葉
を
学
ぶ
最

初
期
に
み
ら
れ
る
音
声
の
言
葉
で
あ
り
、
様
々
な
言
語
に
分
化
す
る
以
前
の
、
交
流
可
能
な
言
葉
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
、
初
語
が
発
生
す
る

状
況
に
、
言
葉
の
原
初
形
と
し
て
の
「
共
通
な
自
然
の
言コ
ト
バ葉
（langue naturelle et com

m
une

）」
を
把
握
し
た
の
で
あ
る
。

当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
言
葉
が
通
じ
て
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
に
な
る
の
は
、
互
い
に
用
い
て
い
る
言
葉
が
わ
た
し

た
ち
の
言
葉
と
し
て
共
通
で
あ
り
、
意
味
が
通
じ
合
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
一
定
の
意
味
を
も
つ
言
葉
を
も
っ
て
や
り

と
り
を
し
て
、
話
し
あ
っ
た
り
意
見
交
換
を
し
た
り
し
て
、
互
い
を
理
解
し
あ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
乳
幼
児
の
言コ
ト
バ葉

は
わ
た
し
た
ち
の
言
葉
で
は
な
い
。
子
ど
も
は
、
言
葉
を
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
始
ま
り
、
言
葉
を
用
い
て
話
す
よ
う
に
な
る
。
け

れ
ど
も
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
言コ
ト
バ葉
を
す
で
に
失
っ
て
い
る
の
で
、
子
ど
も
の
言コ
ト
バ葉
に
分
か
り
に
く
さ
を
感
じ
て
い
る
。

『
エ
ミ
ー
ル
』
第
二
篇
の
冒
頭
（IV, 299

:125

）
に
あ
る
よ
う
に
、
子
ど
も
は
、
ラ
テ
ン
語
の infans

（
幼
年
）
と puer

（
少
年
）
を
も

つ
。
幼
年
か
ら
少
年
へ
と
生
の
形
態
が
変
わ
る
な
か
で
、
子
ど
も
の
言
葉
も
そ
の
生
の
状
況
に
応
じ
て
変
化
す
る
。
子
ど
も
の
言
葉
に
見
出

せ
る
自
然
の
言コ
ト
バ葉

は
、
定
義
を
も
た
ず
、
生
動
的
で
変
化
に
富
ん
で
い
る
。
一
方
、
わ
た
し
た
ち
の
言
葉
は
、
一
定
の
意
味
を
も
っ
て
通
じ

る
も
の
で
あ
り
、
子
ど
も
の
言コ
ト
バ葉
と
は
共
通
し
な
い
の
で
、
分
か
り
に
く
い
。
子
ど
も
と
わ
た
し
た
ち
は
、
理
解
が
難
し
い
関
係
に
あ
る
。

乳
母
、
つ
ま
り
養
育
者
は
、
わ
た
し
た
ち
の
言
葉
が
子
ど
も
と
の
交
流
に
は
通
用
し
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
養
育
の
場
で

は
、
わ
た
し
た
ち
の
言
葉
以
前
の
、
わ
た
し
た
ち
が
「
使
わ
な
く
な
り
、
完
全
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
」
言コ
ト
バ葉
の
次
元
に
向
下
す
る
必
要
が
あ

る
。
子
ど
も
の
話
が
分
か
り
、
子
ど
も
に
応
答
し
て
会
話
す
る
に
は
、
わ
た
し
た
ち
の
言
葉
を
解
体
し
て
、
自
然
の
言コ
ト
バ葉
に
参
加
す
る
必
要
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が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
幼
い
子
ど
も
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
乳
母
の
言
葉
は
、
実
は
、「
全
く

役
に
立
た
な
い
」。
乳
母
が
子
ど
も
に
話
し
か
け
て
伝
え
よ
う
と
し
て
用
い
る
言
葉
の
意
味
を
、
子
ど
も
は
聞
き
分
け
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
乳
母
の
言
葉
と
子
ど
も
の
言コ
ト
バ葉

は
、
互
い
に
異
質
で
あ
り
通
用
し
な
い
。
け
れ
ど
も
、
乳
母
は
、
子
ど
も
の
言コ
ト
バ葉

が
分
か
り
、
子
ど
も

と
会
話
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
乳
母
に
は
、
自
然
の
言
葉
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
養
育
者
の
わ
ざ
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

子
ど
も
は
、
乳
母
が
発
す
る
言
葉
の
抑
揚
を
聞
き
分
け
る
。
そ
し
て
、
子
ど
も
が
発
す
る
言コ
ト
バ葉

は
「
音
節
に
区
切
ら
れ
て
い
な
い
が
、
抑

揚
が
あ
っ
て
よ
く
響
き
、
よ
く
伝
わ
る
表
情
」
を
も
つ
。
両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
聲
で
あ
る
。
音
節
に
区
切
っ
て
表
さ
れ
な
い
音
声
の
連

な
り
に
言
葉
の
意
味
を
つ
か
む
こ
と
は
、
難
し
い
。
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
理
解
は
で
き
な
い
が
、
聞
こ
え
て
く
る
声
の
抑
揚
と
響
き
に
身

を
任
せ
て
じ
っ
と
聞
い
て
い
る
と
、
な
ん
と
な
く
相
手
の
話
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
子
ど
も
の
言コ
ト
バ葉

と
乳
母
の
言
葉
は
、

聲
を
一
緒
に
抑
揚
を
聞
き
分
け
る
こ
と
で
通
じ
合
っ
て
く
る
。
こ
の
交
流
の
聲
を
文
字
に
記
録
し
て
保
持
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
。

共
聴
の
場
を
離
れ
て
し
ま
え
ば
、
共
通
で
自
然
の
言コ
ト
バ葉
は
、
忘
れ
去
ら
れ
て
、
失
わ
れ
る
。

『
言
語
起
源
論
）
22
（

』
で
は
、
言
葉
の
原
初
形
が
動
物
に
も
共
通
し
て
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
協
働
し
て
生
き
る
動
物
は
、
…
…
互
い

の
あ
い
だ
に
交
わ
し
あ
う
（s ’entre-com

m
uniquer

）
自
然
の
言
葉
を
も
っ
て
い
る
」（V, 379

:157

）。
そ
れ
は
、
鳴
き
声
や
叫
び
声
の
よ

う
な
、
抑
揚
の
あ
る
響
き
で
あ
る
。
相
手
を
求
め
て
呼
び
、
そ
の
聲
に
感
応
し
て
呼
応
す
る
も
の
が
い
て
、
互
い
の
聲
が
反
響
す
る
。「
一

方
が
は
た
ら
き
か
け
る
と
も
う
一
方
が
感
じ
る
」（V, 379

:157
）
う
ち
に
「
同
類
（sem

blable

）」
に
な
る
。
互
い
の
「
音
声
に
関
心
が

ま
す
ま
す
か
き
た
て
ら
れ
る
」（V, 378

:155

）
か
ら
で
あ
る
。
関
心
（intérêt

）
は
、inter-esse

（
あ
い
だ
に
・
あ
る
）
を
原
義
と
す
る
）
23
（

。

個
体
は
、
聲
を
発
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
聞
こ
え
て
く
る
聲
に
聞
き
入
り
、
呼
び
交
す
聲
の
交
流
の
な
か
に
（entre-

）
参
加
す
る
。
互
い

の
あ
い
だ
に
共
鳴
す
る
自
然
の
言
葉
は
、
協
働
に
生
き
る
動
物
に
必
要
で
あ
り
、
野
性
的
な
聲
の
響
応
（ensem

ble

）
に
な
る
）
24
（

。

動
物
は
、
自
然
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
に
用
い
る
。
人
間
は
、
そ
こ
か
ら
「
人
間
に
固
有
な
力
」（V, 379

:156

）
を
も
っ
て
学
び
あ
う
。

ル
ソ
ー
は
、
心
意
的
な
（m

oral

）
欲
求
で
あ
る
情
念
（passion

）
に
、
人
間
の
言
葉
の
起
源
を
捉
え
る
。
情
念
の
言
葉
は
、
固
定
さ
れ
た
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意
味
を
示
す
よ
り
も
比
喩
的
で
あ
り
、
う
た
う
よ
う
に
情
感
豊
か
に
表
さ
れ
る
。
そ
の
自
然
の
言
葉
の
表
現
は
「
感
性
の
抑
揚
や
感
受
さ
れ

る
も
の
の
印
象
を
模
倣
し
た
音
で
あ
り
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
感
じ
ら
れ
る
」（V, 383

:162

）。
こ
こ
に
、
人
間
の
自
然
の
言
葉
の
本
源
的
契
機

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
）
25
（

。
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
感
じ
ら
れ
る
情
念
の
言コ
ト
バ葉

の
学ま
ね

び
の
な
か
で
、
人
間
の
自
然
の
言
葉
は
「
協
約
（convention

）

の
言
葉
」（V, 379

:157

）
に
向
け
て
発
達
す
る
。
同
類
に
融
通
す
る
聲
の
響
き
は
、
他
者
と
共
通
す
る
た
め
の
言
葉
に
分
化
し
て
い
く
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
発
展
が
子
ど
も
の
言
語
活
動
に
も
同
様
に
起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
。『
言
語
起
源
論
』
に
お
い
て
、
ル
ソ
ー
は
、
理
性

の
下
に
潜
勢
す
る
情
念
に
言
語
起
源
を
捉
え
た
。
け
れ
ど
も
、
彼
は
、『
エ
ミ
ー
ル
』
に
お
い
て
、
子
ど
も
期
に
あ
る
う
ち
は
情
念
も
ま
し

て
や
理
性
も
ま
だ
起
こ
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
情
念
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
他
者
と
の
相
互
関
係
に
生
き
る
こ
と
が
始

ま
る
と
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
期
を
去
る
と
き
で
あ
り
、
青
春
期
が
始
ま
る
「
第
二
の
誕
生
」
か
ら
で
あ
る
。

三　

オ
ノ
マ
ト
ペ
と
「
か
ら
だ
う
た
」

幼
い
子
と
の
言
葉
の
や
り
と
り
で
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
よ
う
な
言
葉
）
26
（

が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
が
発
す
る
喃
語
や
幼
児
語

な
ど
の
片
言
の
お
し
ゃ
べ
り
（babblem

ent, babillage

）
で
あ
り
、
大
人
が
発
す
る
育
児
語
や
母
親
言
葉
（m

otherese

）
で
あ
り
、
抑

揚
の
豊
か
な
音
声
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
反
復
さ
れ
て
ま
る
で
襞
の
よ
う
に
身
に
お
り
込
ま
れ
て
い
く
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
、
聲
の

響
き
合
い
に
な
る
。
言
葉
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
が
、
完
全
な
意
味
を
も
つ
言
葉
と
し
て
は
捉
え
に
く
い
。
子
ど
も
と
一
緒
に
口
遊
ん
で
い
る

う
ち
に
、
な
ん
と
な
く
通
じ
合
っ
て
く
る
よ
う
な
気
分
に
な
る
。
そ
の
言コ
ト

葉バ

は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
い
う
よ
り
も
、
遊
び
に

加
わ
る
よ
う
に
と
誘
い
あ
う
唱
え
言
の
よ
う
に
聞
こ
え
て
く
る
。

前
言
語
の
未
分
化
な
子
ど
も
の
言コ
ト
バ葉
の
あ
り
よ
う
を
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、「
言
語
下
的
図
式
（schèm

e sublinguistique

）」
と
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し
て
捉
え
た
）
27
（

。
意
味
を
も
っ
て
言
葉
が
成
立
す
る
こ
と
の
基
（sub-

）
は
、
発
語
や
発
話
に
先
行
し
て
い
る
境
地
で
あ
る
。
通
常
で
は
自
明

と
さ
れ
て
い
る
言
葉
の
意
味
が
解
体
し
て
無
化
さ
れ
た
無
意
味
性
、
あ
る
い
は
非
意
味
性
に
、
そ
し
て
未
分
化
で
分
節
化
以
前
に
あ
る
原
初

性
・
根
源
性
に
把
握
さ
れ
る
。
発
達
心
理
学
の
言
語
発
達
研
究
が
注
目
し
て
い
る
、
乳
幼
児
と
の
交
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

流
に
聞
こ
え
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
様

の
言コ
ト
バ葉

は
、
言
葉
の
基
に
あ
る
。
ワ
ロ
ン
が
ル
ソ
ー
の
言
語
発
達
論
に
注
目
し
た
の
も
、
こ
の
言
語
下
的
図
式
・
言
葉
の
基
で
あ
る
。
こ
う

し
た
把
握
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
「
共
通
基
盤
」
論
）
28
（

や
、
子
ど
も
と
養
育
者
と
の
「
関
係
発
達
」
論
）
29
（

が
開
か
れ
る
。
言
葉
の
基
に
生

起
す
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
様
の
音
声
の
言コ
ト
バ葉

の
あ
り
よ
う
に
、
発
達
の
相
を
見
る
の
で
あ
る
。

谷
俊
治
、
波
瀬
満
子
、
谷
川
俊
太
郎
ら
に
よ
る
「
こ
と
ば
あ
そ
び
の
会
」
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
「
か
ら
だ
う
た
」
に
理
解
し
た
。
そ
れ
は

「
理
屈
ぬ
き
で
共
感
で
き
る
」、「
音
と
こ
と
ば
の
あ
い
の
子
」
で
あ
る
）
30
（

。
そ
の
遊
び
に
参
加
し
て
い
る
と
、
次
第
に
言
葉
の
調
子
が
合
っ
て

き
て
身
に
な
じ
み
、
息
を
合
わ
せ
た
響ア
ン
サ
ン
ブ
ル応
に
楽
し
さ
を
感
じ
る
。
こ
れ
を
「
相
互
同
期
性
（interactional-synchrony

）」
と
し
て
説
明

し
て
よ
い
だ
ろ
う
）
31
（

。
こ
の
響ア
ン
サ
ン
ブ
ル応
に
お
い
て
、
聲
と
と
も
に
身
に
連
動
し
て
起
こ
る
ゆ
れ
動
き
が
互
い
に
伝
わ
り
合
い
、
協
応
に
な
っ
て
く

る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。「
あ
た
か
も
一
種
の
ダ
ン
ス
を
し
て
い
る
よ
う
な
動
き
」
が
互
い
の
身
に
発
生
す
る
、「
共
鳴
動
作
（co-action

）」

に
説
明
さ
れ
る
事
態
で
あ
る
）
32
（

。「
か
ら
だ
う
た
」
の
遊
び
は
、
子
ど
も
と
の
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
・
ふ
れ
あ
い
に
な
り
、「
こ
と
ば
と
か
ら
だ
が
自

然
と
つ
な
が
り
、
新
た
な
こ
と
ば
を
発
見
し
て
い
く
」
場
に
な
る
）
33
（

。

「
か
ら
だ
う
た
」
の
遊
び
は
、「
ウ
タ
）
34
（

」
状
態
、
す
な
わ
ち
「
う
た
た
恍
惚
と
し
て
特
殊
な
心
理
状
態
へ
と
ま
ぎ
れ
込
ん
で
ゆ
く
」、「
ふ
と

何
か
に
と
り
憑
か
れ
、
わ
れ

0

0

が
わ
れ

0

0

で
あ
ら
ぬ
よ
う
な
非
理
性
的
な
気
持
ち
に
な
る
状
態
」、possession 

の
状
態
に
あ
る
）
35
（

と
言
え
る
。
わ

け
も
な
く
無
性
に
楽
し
い
、
無
心
の
遊
び
に
な
る
。
豊
か
な
抑
揚
の
あ
る
聲
は
、
抑
揚
（accent

）
の
原
義
の
通
り
、「
ウ
タ
」
に
与
す
る

こ
と
、
つ
ま
り
、「（
〜
に
）
合
わ
せ
て
歌
う
こ
と
」
に
人
を
誘
い
込
む
。
孤
独
に
自
身
を
閉
じ
込
め
て
い
ら
れ
な
く
な
る
。
ひ
と
り
で
歌
っ

て
い
て
も
、
自
身
の
外
に
あ
る
世
界
に
触
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
世
界
の
な
か
に
あ
っ
て
世
界
に
臨
ん
で
い
る
状
態
に
あ
る
。
わ

た
し
た
ち
は
、
豊
か
な
抑
揚
の
「
ウ
タ
」
の
ふ
れ
あ
い
（interaction

）
に
誘
い
込
ま
れ
て
、
自
由
に
無
心
に
お
ど
り
う
た
う
遊
び
の
境
地
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に
あ
る
。
こ
の
参
加
は
、
自
他
の
対
立
よ
り
も
自
他
の
「
融
け
あ
い
）
36
（

」
の
、
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
（com

m
unio

）
37
（n

）
に
な
る
。

「
か
ら
だ
う
た
」
は
、
子
ど
も
た
ち
と
の
「
こ
と
ば
あ
そ
び
」
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
。
子
ど
も
と
大
人
が
一
緒
に
言
語
活
動
に
参
加
し
て

交
流
す
る
ふ
れ
あ
い
に
、「
新
た
な
こ
と
ば
」
は
雑
草
の
よ
う
に
生
え
て
き
た
。
そ
の
「
発
見
」invention

（
原
義
は
「
上
に
―
出
て
来
る
」

に
あ
る
）
に
、
驚
き
、
よ
ろ
こ
び
、
野
生
的
な
息
吹
を
感
じ
あ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
自
然
性
ゆ
え
に
「
新
た
な
こ
と
ば
」
は
、
生
ま
れ
て

は
消
え
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
言
葉
の
発
生
に
立
ち
会
っ
て
き
た
「
こ
と
ば
あ
そ
び
の
会
」
は
、
い
き
い
き
と
言
葉
が
芽
吹
く
現
象
を
、
詩

人
の
わ
ざ
に
よ
っ
て
「
か
ら
だ
う
た
」
に
書
き
と
め
た
。

事
物
の
名
づ
け
と
し
て
の
オ
ノ
マ
ト
ポ
エ
イ
ア
や
、
事
物
の
様
態
を
音
声
に
転
じ
て
模
倣
す
る
擬
似
的
な
言
語
表
現
と
し
て
の
オ
ノ
マ
ト

ペ
は
、
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
た
事
物
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
造
語
活
動
で
あ
り
表
現
活
動
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
「
か

ら
だ
う
た
」
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
先
立
つ
基
の
次
元
に
言
葉
の
本
性
が
開
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
造
語
活
動
や
言
語
表

現
活
動
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
潜
勢
し
て
い
た
次
元
で
あ
る
。
言
葉
の
音
や
意
味
に
か
ら
だ
の
動
き
を
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
言
葉
を
表
現
す
る
の
で
は
な
い
。
一
緒
に
遊
び
に
参
加
し
て
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
、
こ
の
身
に
触
れ
て
く
る
も
の
、
聞
こ
え
て
く
る
も

の
、
見
え
て
く
る
も
の
、
感
じ
ら
れ
る
も
の
に
相
即
し
て
、
言コ
ト
バ葉
が
交
錯
し
連
動
し
て
い
く
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
生
動
に
お
い
て
、

知
っ
て
い
た
は
ず
の
言
葉
が
分
解
し
、
解
体
さ
れ
る
。
意
外
性
に
誘
発
さ
れ
て
、
遊
動
の
次
元
に
転
生
す
る
体
験
に
な
る
。
表
現
と
し
て
の

確
実
性
や
芸
術
性
は
、
こ
の
自
ず
か
ら
の
と
き
に
お
い
て
は
不
問
で
あ
る
。

か
ら
だ
の
動
き
と
言コ
ト
バ葉

が
交
差
す
る
連
動
に
「
か
ら
だ
う
た
」
が
感
じ
ら
れ
る
と
き
、
五
感
よ
り
も
体
性
感
覚
）
38
（

に
あ
る
。
身
に
感
じ
ら
れ

る
も
の
は
、
五
感
で
捉
え
ら
れ
る
事
物
に
限
定
さ
れ
な
く
な
り
、
意
味
か
ら
自
由
に
な
る
。
感
じ
ら
れ
る
も
の

0

0

は
「
非
意
味
性
と
そ
れ
ゆ
え

の
一
過
性
・
直
接
性
」
に
あ
る
。「
乳
児
の
、
ま
だ
言
葉
に
な
ら
な
い
声
」
の
「
も
の
が
た
り
）
39
（

」
に
ふ
れ
て
い
る
と
き
、「
主
客
分
離
以
前
の

融
合
」・「
母
と
の
融
合
」
と
同
時
に
、
誕
生
へ
向
け
て
新
た
な
「
意
味
生
成
」
が
起
こ
っ
て
い
る
場
に
あ
る
こ
と
を
感
じ
る
。「
も
の
が
た

り
」
を
「
耳
に
し
て
、
私
ど
も
の
心
は
、
理
由
も
な
く
穏
や
か
に
和
ん
で
…
…
体
ま
で
も
癒
さ
れ
る
）
40
（

」。
か
た
ち
な
き
生
が
様
々
に
交
差
し
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て
か
た
ち
・
身
に
な
っ
て
い
く
生
成
の
も
の
が
た
り
の
時
間
に
、
わ
た
し
た
ち
は
、
自
身
の
根
拠
を
意
味
も
な
く
言
葉
も
な
く
な
ん
と
な
く

感
じ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
「
も
の
が
た
り
」
に
は
、
物
語
（narration

）
よ
り
も
短
い
詩
形
の
「
か
ら
だ
う
た
」
の
方
が
相

即
す
る
よ
う
だ
。
か
ら
だ
の
動
き
に
言
葉
が
絡
み
あ
う
「
か
ら
だ
う
た
」
を
口
遊
み
、
わ
た
し
た
ち
は
、
言
葉
の
自
然
的
発
生
・
発
見
の
、

「
新
し
い
こ
と
ば
」
が
生
ま
れ
て
来
る
野
に
与
る
。「
か
ら
だ
う
た
」
は
、
共
通
な
自
然
の
言
葉
と
同
根
の
よ
う
で
あ
る
。

四　

話
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
話
す
よ
う
に
な
る
過
程

人
も
動
物
も
、
互
い
に
呼
び
交
わ
し
て
通
じ
合
う
自
然
の
言
葉
を
も
つ
。
け
れ
ど
も
、
人
は
「
人
間
に
固
有
な
力
」
を
も
っ
て
、
人
間
の

自
然
の
言
葉
を
発
展
さ
せ
て
い
く
。
そ
れ
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
感
じ
ら
れ
る
、
情
念
の
言
葉
で
あ
る
。『
言
語
起
源
論
』
で
ル
ソ
ー
は
、
そ

う
考
察
し
た
。
で
は
、
情
念
が
ま
だ
起
こ
っ
て
い
な
い
子
ど
も
の
自
然
の
言
葉
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
子
ど
も
も
、
人
間
と
し
て
情
念
の
言
葉

を
発
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

人
間
の
教
エ
デ
ュ
カ
シ
オ
ン

育
は 

誕
生
に
始
ま
る
。
人
間
は
、
話
を
す
る
前
に
、
人
の
言
う
こ
と
を
聞
き
分
け
る
前
に
、
す
で
に
学
ん
で
い

る
（s ’instruire

）。
経
験
は
課
業
に
先
立
つ
。
乳
母
を
知
る
（connaître

）
と
き
に
は
、
子
ど
も
は
す
で
に
多
く
の
も
の
を
得

て
い
る
。
…
…
（
す
で
に
学
び
得
て
い
る
粗
野
な
知
（connaissance
）
は
）
す
べ
て
の
人
に
共
通
で
あ
る
。
…
…
わ
た
し
た

ち
は
、（
そ
の
）
な
ん
と
な
く
得
た
も
の
に
は
ほ
と
ん
ど
注
意
を
は
ら
わ
な
い
。
思
考
す
る
こ
と
に
そ
れ
を
用
い
る
よ
う
に
は

な
ら
ず
、
理
性
の
時
期
よ
り
も
前
に
、
そ
れ
を
学
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
（IV, 281

:90

）。
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ま
だ
理
性
の
時
期
に
入
っ
て
い
な
い
子
ど
も
期
に
あ
る
乳
幼
児
の
学
び
は
、
言
葉
を
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
か
ら
話
す
も
の
に
な
っ

て
い
く
過
渡
に
あ
る
。
教
育
の
本
意
で
あ
る
養
育
の
関
係
に
お
い
て
、
子
ど
も
は
経
験
に
学
ぶ
。
そ
れ
は
、「
読
む
こ
と
」
に
原
義
を
も
つ

課
業
（leçon

）
に
先
立
つ
経
験
で
あ
る
。
言
葉
を
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
子
ど
も
は
、「
読
む
こ
と
」
の
経
験
に
言
葉
を
学
ぶ

の
で
は
な
い
。

欲
求
と
力
と
が
不
均
衡
に
あ
る
弱
い
存
在
で
あ
る
幼
い
子
ど
も
に
、
生
の
必
要
か
ら
自
然
な
欲
求
が
生
じ
る
。
自
分
で
移
動
す
る
こ
と
も

話
す
こ
と
も
食
べ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
子
ど
も
は
、
自
然
の
欲
求
を
自
分
の
力
で
充
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
子
ど
も
は
、
孤
立
し
た
状

態
で
は
生
き
て
い
け
な
い
。
身
の
ま
わ
り
の
も
の
に
養
わ
れ
る
と
い
う
支
援
（assistance

）
が
な
け
れ
ば
、
自
ら
の
生
も
成
り
立
た
な
い
。

子
ど
も
は
、「
人
間
の
自
然
な
無
知
と
無
能
の
原
初
的
な
状
態
」
に
あ
る
（IV, 280: 89

）。

「
わ
た
し
た
ち
は
、
感
覚
を
も
っ
て
生
ま
れ
る
」（IV, 248: 31

）。
母
胎
か
ら
生
ま
れ
出
て
来
た
存
在
（l ’existenc

）
41
（e

）
は
、
こ
の
世
界

の
内
に
生
き
る
も
の
に
な
っ
た
。
彼
は
、
世
界
に
触
れ
て
い
る
。
な
ん
と
な
く
聞
こ
え
て
く
る
も
の
や
触
れ
て
い
る
も
の
を
直
に
、
身
に

感
じ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
の
か
、
子
ど
も
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
感
覚
的
な
存
在
の
子
ど
も
に
、
ま
だ
主
体
性
は

な
い
。
前
人
称
的
な
存
在
で
あ
る
子
ど
も
は
、
自
身
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
の
感
触
に
着
生
（insertio

）
42
（n

）
し
て
い
る
。「
子
ど
も
の
最
初

の
感
覚
（sensation

）
は
、
た
だ
純
粋
に
感
動
触
発
的
（affectiv

）
43
（e

）
で
あ
る
。
子
ど
も
は
、
快
か
不
快
か
を
感
じ
る
だ
け
で
あ
る
」（IV, 

282
:91

）。
快
さ
を
感
じ
て
い
る
と
き
、
子
ど
も
は
黙
っ
て
（en silence

）
い
る
。
快
い
感
触
に
ひ
た
っ
て
う
れ
し
そ
う
に
み
え
る
。
子
ど

も
の
顔
に
表
れ
て
は
消
え
る
多
様
な
表
情
は
、「
身
振
り
（geste
）
の
言
葉
」
で
あ
る
（IV, 285

:98

）。
一
方
、
不
快
や
苦
の
感
触
に
あ
る

子
ど
も
の
身
に
は
、
泣
き
叫
ぶ
声
が
起
こ
る
。
こ
れ
が
、「
最
初
の
聲
」
で
あ
り
「
た
だ
一
つ
の
言
葉
」
で
あ
る
（IV, 286

:99

）。

聲
や
身
振
り
の
表
情
は
、
感
触
に
発
生
し
た
感
動
の
表
出
で
あ
る
。
身
に
感
じ
ら
れ
る
そ
の
都
度
に
感
応
し
触
発
さ
れ
る
の
で
、
変
動

し
、
多
様
に
変
化
す
る
。
感
覚
器
官
を
も
つ
身
は
、
刺
激
を
感
受
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
快
や
不
快
の
聲
や
身
振
り
の
表
情
表
出
）
44
（

が
、
思
わ

ず
、
自
ず
か
ら
子
ど
も
の
身
に
瞬
間
的
に
発
生
す
る
。
そ
れ
は
、
快
や
不
快
を
伝
え
る
た
め
に
表
現
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
感
情
表
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現
で
も
な
い
（IV, 285

:98

）。
子
ど
も
は
、
聲
や
身
振
り
の
表
情
を
言
葉
と
し
て
表
現
し
た
の
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
子
ど
も
の
聲
や
身
振
り
の
表
情
に
は
な
ん
と
な
く
言コ
ト
バ葉
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
自
然
の
言
葉
で
あ
る
。
子
ど
も
の
泣
き

叫
ぶ
声
が
不
快
感
の
緩
和
を
人
に
求
め
る
「
懇
願
（prièr

）」（IV, 287
:101

）
の
よ
う
に
、
人
に
聞
こ
え
て
く
る
。
子
ど
も
の
聲
や
表
情

は
、
表
出
だ
け
で
は
な
く
、
人
へ
と
伸
び
て
い
く
「
隠
れ
た
志
向
（l ’intention secrette

）」（IV, 287
:101

）
を
も
っ
て
い
る
。
自
然
の
言

葉
を
感
受
し
た
人
に
は
、
そ
れ
に
応
じ
よ
う
と
す
る
行
動
が
喚
起
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
自
然
の
言コ
ト
バ葉

に
「
子
ど
も
の
身
の
ま
わ
り
に
あ

る
す
べ
て
の
も
の
と
の
、
人
間
と
し
て
の
最
初
の
関
係
が
生
じ
る
。
こ
こ
に
、
社
会
的
秩
序
が
形
成
さ
れ
る
長
い
連
鎖
の
最
初
の
輪
が
出
来

る
」（IV, 286

:99

）。
ル
ソ
ー
は
、「
最
初
の
聲
」
に
わ
た
し
た
ち
の
注
意
を
喚
起
す
る
。

子
ど
も
が
泣
く
と
、
人
は
、
声
を
あ
げ
な
が
ら
子
ど
も
に
駆
け
寄
っ
て
き
て
、
子
ど
も
を
な
で
た
り
抱
い
た
り
し
て
話
し
か
け
る
。
子

ど
も
が
何
を
求
め
て
い
る
か
を
子
ど
も
の
身
に
触
れ
て
知
り
、
そ
の
欲
求
を
充
た
そ
う
と
す
る
。
不
充
分
な
ら
、
子
ど
も
は
泣
く
。
人
は
、

子
を
あ
や
し
た
り
、
ゆ
す
っ
て
や
っ
た
り
、
う
た
っ
て
や
っ
た
り
、
お
ど
ろ
か
し
た
り
し
て
、
子
ど
も
を
泣
き
止
ま
せ
よ
う
と
す
る
（IV, 

286
:99

）。
人
は
、
子
ど
も
の
欲
求
や
そ
れ
が
自
分
の
力
で
は
充
た
せ
な
い
状
況
を
、
自
然
の
言
葉
を
聞
い
て
感
知
し
て
、
そ
れ
に
応
じ
て

子
ど
も
を
支
援
す
る
。
こ
の
助
力
は
、
子
ど
も
に
で
き
な
い
こ
と
を
子
ど
も
と
一
緒
に
動
い
て
補
う
の
で
あ
り
、
子
ど
も
に
代
わ
っ
て
や
っ

て
あ
げ
る
こ
と
で
は
な
い
。

ル
ソ
ー
は
、
子
ど
も
の
聲
に
応
じ
て
い
る
人
（on

）
を
主
語
の
座
に
置
く
。
喚
起
さ
れ
た
支
援
・
助
力
に
、
能
動
か
受
動
か
を
問
う
こ

と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
子
ど
も
の
聲
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
て
、
人
は
、
自
然
の
言
葉
に
潜
む
志
向
を
聞
き
入
れ
て
負
い
、
子
ど
も
の
身

に
起
こ
っ
て
い
る
事
態
に
巻
き
込
ま
れ
て
、
子
ど
も
の
弱
さ
を
補
う
。
こ
の
と
き
の
人
の
感
覚
も
、
感
動
触
発
的
感
覚
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
支
援
・
助
力
は
、
子
ど
も
の
聲
が
聞
こ
え
て
い
る
だ
け
で
は
起
こ
ら
な
い
。
ま
た
、
人
が
子
ど
も
の
心
を
理
解
し
た
結
果
と
し
て
起

こ
る
の
で
は
な
い
。
自
然
の
言
葉
に
触
発
さ
れ
て
、
聞
こ
え
て
く
る
状
況
に
参
加
し
て
、
支
援
・
助
力
は
、
子
ど
も
と
人
と
の
ふ
れ
あ
い

（interaction

）
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
「
人
間
と
し
て
の
最
初
の
関
係
」
と
し
て
、
社
会
的
な
経
験
に
な
る
。
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経
験
（experience

）
は
、
文
字
通
り
、
今
い
る
自
身
の
次
元
を
ず
ら
し
て
み
る
試
み
で
あ
る
。
あ
い
だ
（inter-

）
と
い
う
自
身
の
外

（ex-
）
の
次
元
に
転
じ
て
参
加
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
の
聲
へ
の
関
心
に
始
ま
る
。
自
然
の
言
葉
に
誘
い
出
さ
れ
て
、

人
は
、
子
ど
も
を
抱
い
た
り
、
抑
揚
の
あ
る
聲
で
子
ど
も
を
あ
や
し
た
り
し
て
、
あ
い
だ
に
転
生
し
て
、
支
援
を
経
験
し
て
い
る
。
抱
か
れ

て
、
あ
や
さ
れ
る
子
ど
も
も
、
人
の
聲
や
肌
の
感
触
に
誘
わ
れ
て
、
あ
い
だ
に
転
生
し
て
、
聲
や
身
振
り
の
表
情
や
身
の
動
き
が
変
わ
っ
て

く
る
。
ふ
れ
あ
い
に
参
加
す
る
経
験
は
、
感
動
触
発
的
な
感
覚
の
領
野
で
あ
る
あ
い
だ
に
両
者
が
転
じ
て
共
存
す
る
（co-existe

）
45
（r

）
こ
と

で
あ
る
。
ふ
れ
あ
い
に
お
い
て
、
自
然
の
言
葉
と
身
の
動
き
は
相
即
し
て
融
合
す
る
。
共
存
者
の
あ
い
だ
に
、
自
然
の
言
葉
と
身
が
連
動
し

て
発
生
す
る
。
そ
れ
は
、
能
動
で
も
、
受
動
で
も
な
く
、
中
動
相
で
あ
る
。

自
然
の
言
葉
の
ふ
れ
あ
い
に
お
い
て
、
人
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
身
近
な
親
し
い
人
で
あ
り
添
い
立
つ
人
に
な
っ
て
い
く
）
46
（

。
経
験
を
重
ね

て
、
子
ど
も
は
、
そ
の
人
・
乳
母
（
養
育
者
）
を
認
識
す
る
（connaître

）。
乳
母
は
、
子
ど
も
の
認
識
対
象
に
な
る
）
47
（

。
乳
母
も
子
ど
も
を

知
る
。
あ
い
だ
に
転
生
し
て
共
存
す
る
両
者
は
、
自
然
の
言
葉
の
響
き
合
い
）
48
（

に
、
共
に
生
ま
れ
る
（co-naitr

）
49
（e

）。「（
感
動
触
発
的
な
）
感

覚
は
認
識
（connaissance

）
の
素
に
な
る
」（IV, 284

:95

）。
子
ど
も
は
、
経
験
に
学
ん
で
い
る
こ
と
を
、
認
識
の
活
動
へ
と
発
展
さ
せ

て
い
く
。
乳
母
と
協
働
し
て
、
関
心
を
身
の
ま
わ
り
の
世
界
の
事
物
へ
と
広
げ
る
。
触
れ
る
も
の
や
聞
こ
え
る
も
の
に
加
え
て
、
見
え
る
も

の
も
増
え
て
く
る
と
、「
諸
感
覚
の
〈
体
性
感
覚
〉
的
統
合
）
50
（

」
が
は
た
ら
く
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
子
ど
も
に
と
っ
て
、
身
の
ま
わ
り
の
世

界
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
認
識
の
対
象
に
な
っ
て
く
る
。
身
の
ま
わ
り
の
事
物
は
、
乳
母
の
助
力
で
一
緒
に
触
れ
た
も
の
と
し
て
、「
外
観
、

類
似
の
相
（sem

blance

）」
を
も
つ
も
の
と
し
て
）
51
（

、
子
ど
も
に
認
識
さ
れ
始
め
る
。

自
然
の
言
葉
は
、
子
ど
も
の
身
か
ら
は
っ
き
り
と
発
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
乳
母
の
支
援
・
助
力
は
、「
話
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
」
で
あ
る
幼
い
子
の
発
声
や
発
話
を
補
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
が
聲
を
合
わ
せ
や
す
い
、
抑
揚
の
あ
る
自
然
の
言

葉
を
乳
母
が
子
ど
も
と
一
緒
に
発
す
る
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
は
、
言コ
ト
バ葉
を
発
し
な
い
で
沈
黙
に
あ
る
と
き
か
ら
、
身
近
な
人
が
話
す
言
葉

の
抑
揚
を
聞
き
分
け
て
き
た
。
ま
る
で
乳
の
よ
う
に
、
聞
こ
え
て
く
る
聲
は
子
ど
も
の
身
の
内
に
し
み
わ
た
っ
て
い
る
。
今
、
子
ど
も
に
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と
っ
て
乳
母
は
認
識
の
対
象
で
あ
る
。「
話
し
た
い
子
ど
も
は
、
自
分
に
聞
こ
え
て
く
る
言
葉
だ
け
を
聞
き
入
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、

区
切
っ
て
聲
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
語
し
か
言
わ
な
い
」（IV, 297

:119

）。
子
ど
も
は
、
聞
き
分
け
て
い
る
聲
の
抑
揚
に
、
自
身
の
聲
を
短

く
徐
々
に
合
わ
せ
て
い
く
。
子
ど
も
は
、
身
に
な
じ
ん
で
い
る
音
声
を
ま
ね
し
は
じ
め
る
（IV, 293

:112

）。
子
ど
も
と
乳
母
は
、
共
通
の

自
然
の
言
葉
を
媒
介
に
し
て
会
話
す
る
よ
う
に
な
る
。

子
ど
も
は
、
事
物
と
の
出
会
い
の
感
触
を
も
と
に
、
世
界
の
事
物
に
〔
こ
れ
は
…
と
指
さ
し
て
〕
触
れ
て
、
自
然
の
言
葉
を
結
び
つ
け

て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
名
を
呼
ん
で
い
く
よ
う
に
な
る
。
な
ん
と
な
く
感
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
分
化
し
て
い
く
。
子
ど
も
は
こ
れ
を
、

乳
母
の
助
力
を
も
っ
て
行
う
。
そ
れ
が
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
自
然
言
語
の
本
来
の
あ
り
方
で
あ
る
名
づ
け
で
あ
る
）
52
（

。
わ
た
し

た
ち
は
、
こ
の
事
態
を
、
模
倣
・
擬
似
表
現
に
よ
っ
て
自
然
の
事
物
と
言
葉
を
つ
な
げ
る
表
現
活
動
と
し
て
捉
え
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は

ま
だ
感
動
触
発
的
感
覚
に
あ
る
の
で
、
表
現
以
前
の
、
多
型
性
に
富
ん
で
変
動
す
る
表
出
で
あ
る
。「
か
ら
だ
う
た
」
の
よ
う
に
、
身
と
自

然
の
言
葉
が
連
動
し
て
い
る
。「
子
ど
も
が
た
ど
た
ど
し
い
片
言
を
言
い
始
め
た
と
き
、
あ
な
た
は
、
子
ど
も
に
強
く
つ
き
ま
と
っ
て
、
子

ど
も
が
言
う
こ
と
を
先
回
り
し
て
言
い
当
て
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
」（IV, 297

:119

）。
こ
れ
が
、
添
い
立
つ
人
の
助
力
で
あ

る
。
そ
う
し
て
、
感
動
触
発
的
感
覚
が
「
表
象
的
感
覚
（les sensations réprésentatives

）」（IV, 282
:91

）
に
な
っ
て
い
く
発
展
が
子

ど
も
の
身
に
ゆ
っ
く
り
と
起
こ
っ
て
い
く
。「
子
ど
も
に
話
を
す
る
よ
う
に
要
求
し
て
急
が
せ
て
は
な
ら
な
い
」（IV, 297

:120

）。
発
展
の

自
然
の
時
間
を
早
め
て
は
い
け
な
い
。
人
間
の
自
然
の
言
葉
は
、
動
物
と
共
通
す
る
自
然
の
言
葉
か
ら
分
か
れ
て
い
く
。
け
れ
ど
も
、
子
ど

も
期
の
共
通
な
自
然
の
言
葉
は
、
情
念
に
生
じ
る
以
前
に
、
感
覚
に
生
起
す
る
。

共
通
な
自
然
の
言
語
は
、
思
考
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
の
基
に
潜
む
、
感
覚
に
発
す
る
言コ
ト
バ葉
で
あ
る
。
通
常
は
あ

ま
り
認
識
さ
れ
な
い
が
、
う
た
の
状
態
に
あ
る
と
、
そ
の
発
生
や
発
展
が
身
に
感
じ
ら
れ
る
。
子
ど
も
の
自
然
な
発
達
に
応
じ
て
、
生
動
す

る
感
覚
に
応
じ
て
、
言
葉
は
自
然
な
発
生
と
発
展
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
、
そ
の
形
態
が
変
わ
る
。
言
葉
の
原
初
形
で
あ
る
自
然
言
語
は
、

人
間
の
生
の
根
本
と
な
る
、
人
生
の
最
初
期
の
子
ど
も
と
大
人
の
、
教
育
、
す
な
わ
ち
、
生
を
養
う
こ
と
の
あ
い
だ
に
開
か
れ
て
い
る
。
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お
わ
り
に

子
ど
も
と
の
言
葉
の
ふ
れ
あ
い
に
、
教
エ
デ
ュ
カ
シ
オ
ン
育
の
面
白
い
局
面
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
は
、
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
し
て
分
か
り
や
す
く
的

確
に
表
現
す
る
か
、
と
い
う
言
葉
の
表
現
の
あ
り
方
を
追
求
し
て
学
ぶ
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
表
現
す
る
こ
と
に
先
行
し
て
、
言
葉
が

ど
の
よ
う
に
表
れ
て
く
る
か
、
と
い
う
言
葉
が
発
生
す
る
現
象
に
立
ち
会
う
こ
と
に
始
ま
る
。
言
葉
の
発
生
の
も
と
に
は
、
多
形
で
曖
昧
な

言コ
ト
バ葉
が
潜
ん
で
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
当
然
の
よ
う
に
言
葉
を
用
い
て
い
る
が
、
分
か
る
か
分
か
ら
な
い
か
を
気
に
し
て
考
え
た
り
、
通

じ
る
か
通
じ
な
い
か
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
求
め
た
り
す
る
。
言コ
ト
バ葉

は
複
雑
で
よ
く
分
か
ら
な
い
か
ら
、
分
か
り
あ
え
な
い
こ
と
を
恐

れ
て
、
ふ
だ
ん
な
ん
と
な
く
身
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
を
意
識
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ル
ソ
ー
が
「
子
ど
も
を
研
究
し
よ
う
」
と
わ
た
し
た
ち
を
誘
う
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
は
、
子
ど
も
と
共
に
あ
る
場
に
お
い
て
子
ど
も
に

学
ん
で
み
る
。
子
ど
も
は
弱
さ
に
あ
る
存
在
だ
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
子
ど
も
を
支
援
し
、
助
力
し
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
に

同
化
す
る
こ
と
で
も
な
く
、
子
ど
も
に
同
情
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
ま
た
、
子
ど
も
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
か
ら
支
援
と
い
う
行
動
を
と
る

こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
子
ど
も
の
こ
と
を
分
か
っ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
っ
て
も
、
実
は
そ
う
思
い
込
ん
で
い
た
だ
け
で
あ
っ
て
、

子
ど
も
を
理
解
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
う
。
そ
も
そ
も
、
子
ど
も
と
わ
た
し
た
ち
は
、
ど
ん
な
に
言
葉
を
用
い

て
も
、
互
い
に
分
か
り
あ
え
な
い
と
こ
ろ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
身
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
が
共
通
に
な
る
と
、
分
か
り
あ
え

な
い
こ
と
を
楽
し
む
。

教
育
の
原
義
は
、
生
を
養
う
こ
と
に
あ
る
。
ル
ソ
ー
が
開
示
し
た
教
育
の
本
源
に
下
り
て
み
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
感
覚
的
な
ふ
れ
あ
い

の
領
野
に
参
加
し
て
子
ど
も
と
共
存
し
て
、
子
ど
も
と
一
緒
に
自
然
の
言
葉
を
聞
き
合
い
、
呼
び
交
わ
し
、
ふ
れ
あ
う
こ
と
を
楽
し
む
。
そ
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こ
に
、
わ
た
し
た
ち
の
支
援
・
助
力
が
触
発
さ
れ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
支
援
・
助
力
を
主
体
的
に
能
動
的
に
、
子
ど
も
を
対
象
と
し
て
積

極
的
に
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
子
ど
も
と
の
ふ
れ
あ
い
は
、
能
動
か
受
動
か
を
問
う
、
並
列
的
な
二
者
対
向
の
構
造

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
参
加
の
状
況
と
い
う
中
動
相
に
あ
る
、
交
互
的
な
経
験
の
あ
り
よ
う
で
あ
り
、
生
き
方
で
あ
る
。

ル
ソ
ー
の
言
説
は
、
地
に
生
え
る
植
物
へ
の
関
心
を
原
風
景
に
し
て
い
る
。
人
間
の
生
は
、
そ
の
表
象
を
認
識
す
る
だ
け
で
は
捉
え
き
れ

な
い
。
む
し
ろ
、
現
象
に
目
を
向
け
て
、
見
え
る
も
の
に
潜
勢
す
る
生
動
を
感
じ
る
経
験
に
捉
え
よ
う
と
す
る
。
言
葉
が
生
き
て
い
る
こ
と

に
気
づ
く
。
学
識
は
対
象
と
す
る
事
物
に
つ
い
て
、
そ
の
差
異
を
比
較
考
量
に
よ
っ
て
見
分
け
る
方
法
を
と
る
た
め
に
、
共
通
の
量
を
数
え

ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
無
と
み
な
す
し
か
な
い
。
学
者
に
特
有
な
知
識
で
は
、
生
き
て
い
る
も
の
が
共
通
性
に
あ
る
こ
と
を
自
明
の
理
と
し

て
考
察
し
な
く
な
る
（IV, 281

:90
―91

）。
ル
ソ
ー
は
、
学
識
が
考
察
の
対
象
外
と
し
て
と
り
あ
げ
な
い
、
言
葉
の
発
生
や
人
間
の
生
の
発

達
の
現
象
を
考
察
す
る
。
そ
れ
は
、
考
察
の
対
象
だ
が
、
そ
の
生
動
に
考
察
者
ル
ソ
ー
の
身
が
巻
き
込
ま
れ
て
、
共
存
・
共
生
し
て
い
る
。

二
項
対
立
に
よ
る
比
較
考
量
は
、
あ
れ
か
こ
れ
か
を
問
題
に
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
差
異
に
よ
っ
て
対
象
事
物
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
一
方

を
正
し
い
と
す
る
に
は
、
他
方
を
誤
り
と
し
て
切
り
落
と
す
し
か
な
い
。
ル
ソ
ー
は
、
こ
う
し
た
二
元
論
を
超
え
て
、
そ
の
あ
い
だ
と
い

う
、
両
義
的
で
逆
説
的
な
中
間
の
境
域
に
起
こ
る
交
錯
・
交
差
の
現
象
に
注
目
し
て
、
考
察
を
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
う
す
れ
ば
、
ど
ち
ら

か
を
と
る
か
、
切
る
か
と
い
う
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
に
陥
ら
な
く
て
も
よ
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
か
た
ち
な
き
生
の
発
生
や
発
展
の
事
情
や
条

件
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
然
言
語
論
は
、
そ
の
曖
昧
さ
と
不
可
視
・
不
可
触
さ
ゆ
え
に
、
普
遍
言
語
論
に
よ
っ
て
自
明
の
理
の
下

に
隠
蔽
さ
れ
た
。
ル
ソ
ー
が
共
通
で
自
然
の
言
葉
を
「
完
全
に
わ
す
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
述
べ
て
い
た
の
は
、
そ
の
事
情
で
あ
ろ
う
。
け
れ

ど
も
、
ル
ソ
ー
は
教
育
論
で
、
共
通
で
自
然
の
言
葉
を
考
察
し
た
。
そ
れ
は
、
言
語
起
源
を
探
究
す
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、「
教
育
」

や
「
子
ど
も
」
の
原
義
を
掘
り
起
こ
す
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
目
に
見
え
る
自
然
事
物
に
潜
勢
し
て
い
る
か
た
ち
な
き
生
の
真
実
性
を
、

形
に
な
る
過
程
の
、
自
然
な
発
生
と
発
展
の
事
実
の
本
来
性
を
開
示
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
。
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注

（
1
） 「
コ
ト
バ
」
に
つ
い
て
、
井
筒
俊
彦
の
知
見
を
参
照
し
て
い
る
。「
存
在
」
と
さ
れ
る
以
前
の
根
源
的
な
生
々
し
さ
に
あ
っ
て
「
コ
ト
バ
は
…
…

そ
の
本
源
的
意
味
作
用
、
す
な
わ
ち
「
本
質
」
喚
起
的
な
分
節
作
用
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
」。「
無
（
す
な
わ
ち
「
無
名
」）
が
い
ろ
い
ろ

な
名
前
を
得
て
有
（
す
な
わ
ち
「
有
名
」）
に
転
生
す
る
」。
井
筒
俊
彦
『
意
識
と
本
質
』
岩
波
文
庫
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）、
一
一
頁
。

（
2
） 

小
椋
た
み
子
、
吉
本
祥
江
、
坪
田
み
の
り
「
母
親
の
育
児
語
と
子
ど
も
の
言
語
発
達
、
認
知
発
達
」『
神
戸
大
学
発
達
科
学
部
研
究
紀
要
』
第
五

巻
第
一
号
（
神
戸
大
学
、
一
九
九
七
年
）、
一
―
一
四
頁
。

（
3
） 

互
盛
夫
『
言
語
起
源
の
系
譜
』（
講
談
社
、
二
〇
一
四
年
）、
一
八
―
二
〇
頁
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
名
の
正
し
さ
を
め
ぐ
る
議
論
と
し
て
と
り
あ
げ

て
い
る
。『
ク
ラ
テ
ュ
ロ
ス
』
プ
ラ
ト
ン
全
集
第
二
巻
、
水
地
宗
明
訳
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
（
一
九
七
四
）
年
）、
一
一
頁
、
一
四
頁
。 

（
4
） 

コ
メ
ニ
ウ
ス
の
汎
知
論
や
『
世
界
図
絵
』（
一
六
五
八
年
）
を
こ
の
普
遍
言
語
運
動
に
位
置
づ
け
た
教
育
学
の
研
究
に
、
北
詰
裕
子
『
コ
メ
ニ
ウ

ス
の
世
界
観
と
教
育
思
想
―
―
十
七
世
紀
に
お
け
る
事
物
・
言
葉
・
書
物
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
五
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
5
） 

コ
メ
ニ
ウ
ス
の
『
世
界
図
絵
』
で
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
（
未
知
の
文
字
）
と
オ
ノ
マ
ト
ペ
（
既
知
の
音
声
）
を
一
行
に
お
い
て
結
び
つ
け
る

と
い
う
画
期
的
な
方
法
に
よ
っ
て
入
門
期
の
学
習
が
始
め
ら
れ
る
。
一
行
を
一
見
の
う
ち
に
学
ぶ
こ
と
に
は
、
行
を
目
で
見
る
だ
け
で
は
な
く
、

音
読
と
と
も
に
指
で
行
を
な
ぞ
る
こ
と
を
組
み
合
わ
せ
て
読
む
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
寺
﨑
恵
子
「
絵
本
に
お
け

る
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
」『
聖
学
院
大
学
論
叢
』
第
二
六
巻
第
二
号
（
聖
学
院
大
学
、
二
〇
一
四
年
）
で
示
し
た
。

（
6
） 

鵜
飼
大
介
「
言
語
起
源
史
に
お
け
る
〈
人
間
〉
と
〈
動
物
〉」『
社
会
シ
ス
テ
ム
研
究
』
一
六
（
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科 

社
会

シ
ス
テ
ム
研
究
刊
行
会
、
二
〇
一
三
年
）、
一
―
一
一
頁
、
九
頁
。

（
7
） 

守
田
貴
弘
「
言
語
進
化
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
思
考
――
意
味
的
普
遍
性
と
言
語
多
様
性
を
め
ぐ
っ
て
」『
東
洋
大
学
人
間
科
学
総

合
研
究
所
紀
要
』
第
一
八
号
（
東
洋
大
学
、
二
〇
一
六
年
）、
七
九
―
一
〇
二
頁
。 

（
8
） 

互
盛
夫
、
前
掲
書
、
第
Ⅳ
章
（
一
四
八
―
二
〇
〇
頁
）
を
参
照
し
た
。
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（
9
） 

浜
口
稔
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
普
遍
言
語
」『
明
治
大
学
教
養
論
集
』
二
七
七
号
（
明
治
大
学
、
一
九
九
五
年
）、
七
一
―
一
〇
三
頁
、
と
く
に

九
三
頁
。

（
10
） 
守
田
貴
弘
、
前
掲
論
文
。

（
11
） 

こ
う
し
た
名
づ
け
行
為
が
、
潜
在
的
な
名
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
（
そ
れ
）
の
名
を
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
者
と
し
て
出
現
・
登
場
さ
せ
て
光

を
あ
て
る
、
す
な
わ
ち
そ
の
名
を
知
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ナ
ム
ー
ラ
ミ
チ
ヨ
『
だ
っ
だ
ぁ
ー
』
を
読
ん
で
遊
ぶ
こ
と
に
通
じ
て
い
る
様
子
を
挙

げ
て
考
察
し
た
（
寺
﨑
恵
子
「
顔
の
絵
本
に
遊
ぶ
」
中
村
磐
男
、
石
川
由
美
子
編
『
子
ど
も
の
育
ち
と
絵
本
』
二
号
（
聖
学
院
大
学
総
合
研
究

所
、
二
〇
一
五
年
）、
八
頁
）。

（
12
） 「
創
世
記
」
第
二
章
第
一
九
節
。

（
13
） 

坂
本
彩
希
絵
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
言
語
の
起
源
」『
長
崎
外
大
論
叢
』
第
一
六
号
（
長
崎
外
国
語
大
学
、
二
〇
一
二
年
）、
二
三
四
頁
ほ
か
を
参
照

し
た
。

（
14
） 

森
田
伸
子
「
自
然
言
語
と
文
字
――
聾
教
育
と
手
話
の
発
見
を
め
ぐ
っ
て
」『
文
字
の
経
験
――
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
の
思
想
史
』
勁
草
書
房
、

二
〇
〇
五
年
、
一
七
七
―
二
〇
四
頁
。

（
15
） 

ル
ソ
ー
の
死
後
公
刊
さ
れ
た
が
、
一
七
五
五
年
ご
ろ
に
は
ほ
ぼ
ま
と
ま
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ル
ソ
ー
の
言
語
論
は
、
一
七
五
〇

年
代
に
構
想
さ
れ
、
執
筆
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ル
ソ
ー
の
言
語
起
源
論
に
つ
い
て
は
、
増
田
真
「
ル
ソ
ー
に
お
け
る
言
語
の
起
源
と
人
間

の
本
性
――
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
と
『
言
語
起
源
論
』」『
仏
語
仏
文
学
研
究
』
七
（
東
京
大
学
仏
語
仏
文
学
研
究
会
、
一
九
九
一
年
）、
三

―
二
三
頁
に
多
く
を
学
ん
だ
。

（
16
） 

ア
ン
リ
・
ワ
ロ
ン
「『
エ
ミ
ー
ル　

ま
た
は
教
育
に
つ
い
て
』」『
ワ
ロ
ン
・
ピ
ア
ジ
ェ
教
育
論
』
竹
内
良
知
訳
（
明
治
図
書
出
版
、
一
九
七
九

（
一
九
六
一
）
年
）、
一
〇
八
頁
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
る
幼
児
期
の
言
語
発
達
論
が
、
ワ
ロ
ン
の
研
究
成
果
を
典
拠
と
し
て
い
る
の
は
、
周

知
の
通
り
で
あ
る
。

（
17
） 

ル
ソ
ー
は
、
少
年
期
の
子
ど
も
に
自
然
現
象
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
勧
め
て
い
る
（IV, 430

:375

）。
ま
た
、
自
然
法
則
の
探
究
を
、
最
も
共

通
で
最
も
感
覚
す
る
こ
と
の
で
き
る
現
象
か
ら
始
め
る
よ
う
に
勧
め
て
い
る
（IV, 443

:401

）。
十
八
世
紀
に
、
ギ
リ
シ
ャ
語
に
由
来
す
る

p

フ

ェ

ノ

メ

ノ

ン

henom
enon

（
現
わ
れ
）
の
語
が
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
を
は
じ
め
自
然
科
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
使
わ
れ
始
め
た
。
現フ
ェ
ノ
メ
ノ
ロ
ギ
ー

象
学
の
語
も
、
最
初
は
自
然

科
学
の
領
域
で
使
わ
れ
た
。
哲
学
で
は
、
ラ
ン
ベ
ル
ト
の
「
現
象
学
あ
る
い
は
仮
象
の
理
論
」（
一
七
六
四
年
）
に
見
ら
れ
る
。
ラ
ン
ベ
ル
ト
と



188

親
交
の
あ
っ
た
カ
ン
ト
は
、
一
七
七
〇
年
の
書
簡
の
な
か
で
、「
消
極
的
学
」
が
「
一
般
現
象
学
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
（
木
田
元

『
現
象
学
の
思
想
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）、
一
二
―
一
五
頁
）。

（
18
） 
ワ
ロ
ン
、
前
掲
書
、
一
〇
八
頁
。 

（
19
） 

ル
ソ
ー
は
、
若
い
こ
ろ
か
ら
植
物
学
に
強
い
関
心
を
も
っ
て
独
学
し
た
。
晩
年
は
、
植
物
採
集
と
植
物
学
の
著
作
執
筆
に
専
念
し
た
。

（
20
） 

ル
ソ
ー
は
、
植
物
に
は
、
伸
長
の
傾
向
を
妨
げ
ら
れ
る
と
そ
の
形
を
変
え
る
習
性
が
あ
る
け
れ
ど
も
本
来
の
方
向
を
変
え
な
い
の
で
、
状
況
が

変
わ
れ
ば
自
然
の
傾
向
が
再
び
現
れ
る
、
と
述
べ
て
、「
人
間
の
傾
向
も
同
じ
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。「
私
た
ち
の
習
性
に
妨
げ
ら
れ
、
私

た
ち
の
臆
見
に
よ
っ
て
多
少
変
質
す
る
、
そ
う
し
た
変
化
が
起
こ
る
前
の
傾
向
が
、
私
た
ち
の
自
然
と
わ
た
し
が
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
」（IV, 

248
:31

―32

）。
ル
ソ
ー
の
著
作
は
、Œ

uvres com
plètes, Paris, G

allim
ard, I

―IV, 1959

―1995 

を
参
照
し
て
い
る
。
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
、

ロ
ー
マ
数
字
で
巻
数
を
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
頁
数
を
表
す
。 

訳
文
は
『
エ
ミ
ー
ル
（
上
）』（
改
版
）
今
野
一
雄
訳
、
岩
波
文
庫
（
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
し
た
が
、
適
宜
、
改
訳
し
た
。

（
21
） 

養
い
育
て
る
と
い
う
教
育
の
原
義
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ル
ソ
ー
は
、
青
年
期
に
お
け
る
「
第
二
の
誕
生
」
を
開
示
し
、
一
生
涯
に
わ

た
る
教
育
が
生
を
養
う
こ
と
へ
の
関
心
と
配
慮
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
得
た
。
ま
た
、
子
ど
も
を
産
み
育
て
る
誕
生
と
養
育
に
お
け
る
人
間
関

係
が
交
互
的
相
互
関
係
で
あ
る
こ
と
を
、
彼
は
示
し
得
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
。
寺
﨑
恵
子
「
第
二
の
誕
生
と
教
育
」『
聖
学
院
大
学
論
叢
』
第

二
九
巻
第
一
号
（
聖
学
院
大
学
、
二
〇
一
六
年
）
で
論
じ
た
。

（
22
） 

訳
文
は
、「
言
語
起
源
論
――
あ
わ
せ
て
旋
律
と
音
楽
的
写
生
に
つ
い
て
論
ず
」『
ル
ソ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

起
源
』、
竹
内
成
明
訳
（
白
水
社
、

二
〇
一
二
年
）
を
参
照
し
た
が
、
適
宜
、
改
訳
し
た
。

（
23
） 

一
般
に
、
主
客
・
自
他
の
対
向
の
反
映
的
関
係
・
演
劇
的
関
係
（
中
動
相
・
再
帰
）
に
関
心
の
心
的
態
勢
を
捉
え
る
が
、
そ
の
も
と
に
は
、
ル

ソ
ー
が
「
私
た
ち
の
関
心
」
と
し
た
、「
無
関
心
性
」
に
も
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
、
主
客
・
自
他
の
対
向
関
係
成
立
以
前
の
融
合
的
状
況
・
祭
り

的
状
況
（
中
動
相
・
中
動
）
が
あ
る
（
寺
崎
恵
子
「
ル
ソ
ー
に
お
け
る
関
心
の
概
念
」『
聖
学
院
大
学
論
叢
』
第
二
四
巻
第
二
号
（
聖
学
院
大
学
、

二
〇
一
二
年
）、
寺
崎
恵
子
「
関
心
の
条
件
と
中
動
相
」『
聖
学
院
大
学
論
叢
』
第
二
六
巻
第
一
号
（
聖
学
院
大
学
、
二
〇
一
三
年
）。
中
田
基
昭

は
、interest 

に
、〈〔
興
味
を
引
か
れ
た
も
の
〕
の
な
か
へ
〔
と
身
を
投
じ
て
そ
こ
に
〕
存
在
す
る
こ
と
〉
を
理
解
し
て
い
る
（『
子
育
て
と
感

受
性
』（
創
元
社
、
二
〇
一
四
年
）、
一
五
三
頁
）。

（
24
） 

十
八
世
紀
の
言
語
起
源
論
は
、
動
物
と
人
間
の
共
通
部
分
に
着
目
し
て
原
初
的
な
言
葉
を
探
っ
た
（
鵜
飼
大
介
、
前
掲
論
文
、
三
頁
）。
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（
25
） 

村
上
靖
彦
「
わ
れ
歌
う
ゆ
え
に
わ
れ
あ
り　
ル
ソ
ー
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
の
人
間
」『
現
代
思
想
』
第
四
〇
巻
第
一
三
号
（
青
土
社
、
二
〇
一
二

年
）、
二
一
六
―
二
二
六
頁
を
参
照
し
た
。

（
26
） 「
い
ぬ
は
ワ
ン
ワ
ン
」、「
ね
こ
は
ニ
ャ
ン
ニ
ャ
ン
」
と
し
て
定
型
化
さ
れ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
発
せ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
岡
本
夏
木
に
よ
る
、

「
ニ
ャ
ン
ニ
ャ
ン
」
の
記
号
化
過
程
（
岡
本
夏
木
『
子
ど
も
と
こ
と
ば
』
岩
波
新
書
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
））
を
参
照
し
て
考
察
し
た
（
寺

﨑
恵
子
「
絵
本
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
」
前
掲
）。

（
27
） 

M
・
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
『
意
識
と
言
語
の
獲
得 

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
Ⅰ
』
木
田
元
、
鯨
岡
峻
訳
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三
年
）、
六
頁
。

（
28
） 

た
と
え
ば
、
マ
イ
ケ
ル
・
ト
マ
セ
ロ
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
起
源
を
探
る
』
松
井
智
子
、
岩
田
彩
志
訳
（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
三
年
）。

（M
ichael Tom

asello, O
rigins of H

um
an C

om
m

unication, M
IT

 Press, 2010

（2008

））。

（
29
） 

た
と
え
ば
鯨
岡
峻
『
子
ど
も
は
育
て
ら
れ
て
育
つ
――
関
係
発
達
の
世
代
間
循
環
を
考
え
る
』（
慶
応
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
。

（
30
） 

谷
俊
治
ほ
か
『
あ
た
し
の
あ 
あ
な
た
の
ア
――
こ
と
ば
が
生
ま
れ
る
ま
で
』（
太
郎
次
郎
社
、
一
九
八
六
年
）、
六
六
頁
。

（
31
） 

岡
本
夏
木
『
子
ど
も
と
こ
と
ば
』（
前
掲
）、
二
三
頁
。

（
32
） 

岡
本
夏
木
、
同
上
、
二
六
頁
。
な
お
、
波
瀬
満
子
や
谷
川
俊
太
郎
ら
の
詩
や
こ
と
ば
あ
そ
び
を
か
ら
だ
じ
ゅ
う
に
感
じ
て
読
む
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
行
っ
て
い
る
、
舞
踊
家
・
加
藤
み
や
子
の
活
動
に
注
目
し
た
い
。
言
葉
を
音
に
分
解
し
て
そ
の
意
味
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
、
声
の
多
型
性
に

ふ
れ
て
感
受
す
る
と
こ
ろ
の
感
動
に
、
か
ら
だ
じ
ゅ
う
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
く
生
動
の
、
踊
り
の
発
生
を
捉
え
る
。
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
ふ

れ
あ
い
・
こ
と
ば
・
あ
そ
び
」
に
つ
い
て
は
、『
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所 N

ew
s Letter

』Vol 25

―1

（
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
、
二
〇
一
五

年
）
で
報
告
し
た
。

（
33
） 

谷
俊
治
ほ
か
、
前
掲
、
六
六
頁
。

（
34
） 「
う
た
」
は
、
ウ
タ
（
歌
）、
ウ
タ
ガ
ヒ
（
疑
）（
事
態
に
対
し
て
自
分
の
思
う
所
を
ま
げ
ず
に
さ
し
は
さ
む
意
）
と
、
ウ
タ
タ
（
転
）（
無
性
に
の
意
）

と
は
同
根
で
あ
り
、「
自
分
の
気
持
ち
を
ま
っ
す
ぐ
に
表
現
す
る
意
」
と
説
明
さ
れ
る
（
大
野
晋
ほ
か
編
『
岩
波 

古
語
辞
典 

補
訂
版
』（
岩
波
書

店
、
一
九
九
〇
年
）、
一
六
三
頁
）。「
ま
っ
す
ぐ
に
」
に
あ
り
の
ま
ま
に
ひ
た
す
ら
に
自
由
に
伸
び
て
い
く
線
の
動
き
を
感
じ
る
。

（
35
） 

藤
井
貞
和
『
物
語
文
学
成
立
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
）、
五
二
三
―
五
二
四
頁
。

（
36
） 

中
田
基
昭
『
子
ど
も
か
ら
学
ぶ
教
育
学
――
乳
幼
児
の
豊
か
な
感
受
性
を
め
ぐ
っ
て
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）、
一
〇
三
―
一
一
八

頁
。
こ
れ
は
、
ワ
ロ
ン
の
「
癒
合
的
社
会
性
（sociabilité syncrétique

）」
で
あ
り
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
（
前
掲
）
も
参
照
し
て
い
る
、
幼
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児
の
自
他
関
係
の
あ
り
方
の
本
質
的
な
相
で
あ
る
。

（
37
） 
こ
の com

m
union 

は
、
聖
体
拝
領
＝
共
生
、
合
体
、
共
感
的
交
わ
り
、
自
他
が
交
合
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
で
あ
る
。
M
・
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン

テ
ィ
「
感
覚
す
る
と
い
う
こ
と
」『
知
覚
の
現
象
学
Ⅱ
』
竹
内
芳
郎
、
木
田
元
、
宮
本
忠
雄
訳
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
四
年
）、
一
五
頁
ほ
か
。

M
aurice M

erleau-Ponty, Phénom
énologie de la perception, Tel, G

allim
ard, 2013

（1945

）, 256.  

廣
松
渉
「
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
と
間
主

体
性
の
哲
学
」『
廣
松
渉
著
作
集
』
第
七
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
も
参
照
し
た
。

（
38
） 

中
村
雄
二
郎
『
共
通
感
覚
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
（
一
九
七
九
）
年
）、
一
〇
六
―
一
一
四
頁
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
、
岡
本
夏
木
は
「
間

主
観
的
」
と
理
解
し
て
い
る
が
、「
間
身
体
性
（intercorporéité

）」
に
も
理
解
で
き
る
。

（
39
） 『
岩
波 

古
語
辞
典　

補
訂
版
』（
前
掲
）
一
三
二
一
頁
。

（
40
） 

本
田
和
子
「「
語
り
」
の
非
意
味
性
と
「
本
」
の
意
味
性
」『
も
の
と
子
ど
も
の
文
化
史
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
八
年
）、
二
〇
三
―
二
〇
四
頁
。

ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
「
原
記
号
相
（le sem

iotique

）」
と
「
記
号
象
徴
相
（le sym

bolique

）」
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。

（
41
） 

ル
ソ
ー
は
、『
エ
ミ
ー
ル
』
第
四
編
で
「
第
二
の
誕
生
」
に
つ
い
て
述
べ
る
と
き
「
一
度
目
は
存
在
す
る
た
め
に
（pour exister

）、
二
度
目
は

生
き
る
た
め
に
（pour vivre

）。
は
じ
め
は
人
（l ’espèce

）
に
生
ま
れ
、
つ
ぎ
に
は
、
性
（le sexe

）
に
生
ま
れ
る
」（IV, 489: 5

―6

）
と
し

て
い
る
。

（
42
） 

M
・
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
「
感
覚
す
る
と
い
う
こ
と
」
前
掲
書
、
一
七
頁
（op. cit., 257

）。

（
43
） 

と
り
あ
え
ず
、
こ
の
よ
う
に
訳
し
て
お
く
。
こ
の affectif
（affection

）
は
、
複
雑
で
多
義
を
も
つ
語
で
あ
る
。
愛
情
、
情
愛
、
疾
患
、
感
情
、

心
の
変
様
、
愛
着
、
熱
意
な
ど
の
意
味
が
あ
る
。『
現
象
学
事
典
』
に
は
「
触
発
〔（
独
）A

ffektion; A
ffizieren

〕」
と
あ
る
（
木
田
元
ほ
か
編

『
現
象
学
事
典
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
四
年
）、
二
二
八
頁
）。
ま
た
、
鷲
田
清
一
は
「
感
触
も
し
く
は
触
発
」
と
し
て
い
る
（
鷲
田
清
一
『「
ぐ
ず

ぐ
ず
」
の
理
由
』
角
川
選
書
（
角
川
書
店
、
二
〇
一
一
年
）、
一
七
九
頁
。

（
44
） 

森
田
亜
紀
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
表
情
論
を
参
照
し
て
、
表
現
（expression

）
に
先
行
す
る
表
情
（expression

）
が
中
動
相
で
あ
る
こ
と
を

考
察
し
て
い
る
（
森
田
亜
紀
「
表
情
知
覚
の
中
動
相
」『
芸
術
の
中
動
態
――
受
容
／
制
作
の
基
層
』（
萌
書
房
、
二
〇
一
三
年
）、
七
七
―
九
七

頁
）。

（
45
） 

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
感
覚
を
共
存
と
し
て
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
と
し
て
定
義
す
る
」
と
し
て
い
る
（「
感
覚
す
る
と
い
う
こ
と
」
前
掲

書
、
一
八
頁
。op. cit., 258

）。
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（
46
） 「
添
い
立
つ
」
は
「
巣
立
つ
」
と
と
も
に
「
育
つ
」
と
同
根
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
北
原
保
雄
ほ
か
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
小
学
館
、

二
〇
〇
三
年
）。

（
47
） 
子
ど
も
は
、
乳
母
と
の
ふ
れ
あ
い
に
お
い
て
、
自
己
（soi

）
を
愛
す
る
。
乳
母
が
自
分
の
た
め
に
「
役
に
立
と
う
と
し
て
い
る
」
こ
と
に
気
づ

く
と
、
子
ど
も
は
乳
母
に
愛
着
（attachem

ent

）
を
も
つ
よ
う
に
な
る
（IV, 492

:11

）。
ル
ソ
ー
は
、『
エ
ミ
ー
ル
』
第
四
編
で
「
第
二
の
誕
生
」

に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
、
乳
母
と
子
の
養
育
関
係
を
根
拠
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
乳
母
と
子
ど
も
の
養
育
の
関
係
に
、
自
己
保
存
に
必
要
な
自

然
な
情
念
と
し
て
の
自
己
愛
が
生
ま
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
48
） 

ル
ソ
ー
が
絵
画
的
言
語
よ
り
も
音
楽
的
言
語
を
自
然
の
言
語
に
捉
え
た
、
と
す
る
見
解
は
理
解
で
き
る
。
馬
場
朗
「
言
語
に
お
け
る
人
間
の
美

――
ル
ソ
ー
の
音
楽
的
言
語
論
」『
美
學
』
第
五
一
巻
一
号
（
二
〇
一
号
）（
美
學
会
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
49
） 

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
「
感
覚
す
る
と
い
う
こ
と
」（
前
掲
書
）、
一
五
頁
（op. cit., 256

）。

（
50
） 

中
村
雄
二
郎
、
前
掲
書
、
一
一
一
―
一
二
二
頁
。

（
51
） 

木
村
敏
『
生
命
の
か
た
ち
／
か
た
ち
の
生
命
』（
青
土
社
、
一
九
九
五
年
）、
一
六
〇
―
一
六
一
頁
。「
主
体
・
基
体
（sub-jectum

）」（
下
に
あ

る
も
の
、
根
底
に
あ
る
も
の
）
に
通
じ
る
事
態
に
、「
中
動
態
的
自
己
」
つ
ま
り
、「
私
に
は
『
私
が
（
〜
を
）
見
る
』
と
思
わ
れ
る
・
見
え
る
」

が
把
握
さ
れ
て
い
る
（
木
村
敏
「
中
動
態
的
自
己
の
病
理
」『
臨
床
精
神
病
理
』
三
一
巻
三
号
（
日
本
精
神
病
理
・
精
神
療
法
学
会
、
二
〇
一
〇

年
）、
一
四
八
頁
）。

（
52
） 

岡
本
夏
木
、
前
掲
書
、
一
四
四
頁
。
名
づ
け
が
発
展
す
る
過
程
を
よ
く
み
る
と
、
言コ
ト
バ葉
が
言
葉
に
分
化
す
る
発
展
の
基
底
に
、
触
感
に
発
せ
ら

れ
た
言コ
ト
バ葉
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。


