
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
パ
ロ
ー
ル

―
―
現
実
の
創
出
性
と
歴
史
公
共
性
を
め
ぐ
っ
て

野
々
村
　
伊
　
純

は
じ
め
に

我
々
は
言
語
を
用
い
て
自
分
を
表
現
し
、
他
者
の
想
い
を
理
解
し
、
時
代
や
地
域
を
超
え
て
様
々
な
考
え
を
学
ぶ
。
は
っ
き
り
と

し
た
起
源
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
ま
ま
、
言
語
は
常
に
す
で
に
人
間
社
会
に
お
い
て
作
動
し
て
い
る
。
言
語
が
人
間
の
あ
り
方
を
ど

れ
ほ
ど
規
定
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
論
争
が
あ
る
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
言
語
を
切
り
離
し
て
我
々
の
存
在
様
態
を
理
解
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

Ｍ
・メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
は
、
知
覚
と
い
う
あ
り
方
に
近
代
の
主
流
な
哲
学
的
立
場
が
見
逃
し
て
き
た
実
存
の
領
野
を
見
出
し
た
。

言
語
に
関
す
る
彼
の
思
索
は
、
と
は
い
え
、
そ
の
知
覚
の
哲
学
を
単
に
応
用
し
た
だ
け
の
派
生
的
な
議
論
で
は
な
い
。
一
九
五
一
年

に
発
表
さ
れ
た
「
言
語
の
現
象
学
に
つ
い
て
（Sur la phénom

énologie du langage

）」
に
よ
れ
ば
、言
語
の
現
象
学
的
思
索
に
は
、

言
語
を
さ
ら
に
基
礎
づ
け
る
「
よ
り
高
次
の
段
階
の
解
明
の
余
地
」（S, 116
）1

は
も
は
や
残
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ

る
言
語
は
、「
完
了
し
た
事
実
、
過
ぎ
去
っ
た
意
味
作
用
の
残
滓
、
す
で
に
獲
得
さ
れ
た
意
味
の
記
録
」（S, 107

）、
す
な
わ
ち
言

語
学
者
が
客
観
的
に
観
察
す
る
際
の
対
象
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
生
き
ら
れ
た
状
況
の
う
ち
で
主
体
が
取
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
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シ
ョ
ン
と
し
て
の
表
現
活
動
、
す
な
わ
ち
言パ

ロ

ー

ル

語
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
パ
ロ
ー
ル
と
い
う
生
き
生
き
と
し
た
言
語
現

象
へ
の
注
目
は
、
単
な
る
言
語
に
関
す
る
心
理
的
な
経
験
の
記
述
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
内
で
は
私
秘
的
な
心
理
的
状
態
を
超
え

て
他
者
と
の
交
流
が
遂
行
さ
れ
る
、
相
互
主
観
的
な
生
き
ら
れ
た
世
界
へ
の
還
帰
を
意
味
す
る
。
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
パ

ロ
ー
ル
へ
と
立
ち
戻
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
実
存
の
領
野
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

言
語
に
対
す
る
こ
う
し
た
見
方
は
、
す
で
に
『
知
覚
の
現
象
学
』（
一
九
四
五
年
）
で
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
著
作
に
は
二
つ

の
主
要
な
主
張
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、〈
語
は
意
味
を
持
つ
〉
と
〈
言
語
の
経
験
に
は
語
る
主
体
が
い
る
〉
と
い
う
も
の
だ
。
こ
れ

ら
の
主
張
は
、〈
語
は
意
味
を
持
た
な
い
〉
と
〈
言
語
の
経
験
に
は
語
る
主
体
が
い
な
い
〉
と
い
う
主
張
の
否
定
と
し
て
論
じ
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
批
判
さ
れ
る
二
つ
の
見
解
は
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
論
争
中
の
言
語
理
論
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
共
通
の
含
意

で
あ
る
。
し
か
し
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
主
張
は
、
そ
も
そ
も
そ
れ
自
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
が
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
批
判
さ
れ
る
見
解
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
奇
妙
で
、
そ
の
否
定
は
あ
ま
り
に
も
当
然
の
よ
う
に
思
え
る
か
ら
だ
。
こ
の
点
に
関
し

て
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
の
議
論
が
そ
れ
に
尽
き
る
な
ら
、
こ
の
議
論
は
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
。
彼
の
言
語
論
に

は
ど
の
よ
う
な
哲
学
的
意
義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、『
知
覚
の
現
象
学
』
で
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
が
論
じ
る
パ
ロ
ー
ル
を
考
察
す
る
。
彼
の
言
語
論
に
関
し
て
テ
キ
ス
ト
内

在
的
な
研
究
は
蓄
積
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
著
作
の
背
景
に
あ
る
哲
学
的
な
議
論
か
ら
の
考
察
は
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の

た
め
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
が
依
拠
す
る
文
脈
の
解
明
は
、
彼
の
言
語
論
が
持
つ
哲
学
的
意
義
を
捉
え
る
こ
と
に
寄
与
す
る
。
そ
し

て
こ
う
し
た
考
察
は
、
言
語
が
我
々
の
実
存
と
ど
の
よ
う
に
関
与
し
て
い
る
の
か
を
解
明
す
る
の
に
も
貢
献
す
る
。
本
稿
は
、
メ
ル

ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
が
活
躍
す
る
以
前
に
あ
っ
た
言
語
理
論
の
一
端
を
定
式
化
し
て
、
そ
れ
と
彼
の
議
論
と
を
対
照
さ
せ
る
。
本
稿
が
記

す
哲
学
史
と
心
理
学
史
は
単
純
化
さ
れ
た
素
描
に
限
ら
れ
る
が
、
と
は
い
え
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
の
哲
学
的
な
意
義
と
進

展
を
理
解
す
る
の
に
役
立
つ
だ
ろ
う
。『
知
覚
の
現
象
学
』
で
批
判
さ
れ
る
立
場
は
、
伝
統
的
な
言
語
理
解
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
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り
、
こ
の
見
解
を
批
判
す
る
こ
と
で
、
新
た
に
形
態
創
出
的
観
点
を
提
示
し
て
い
る
点
に
彼
の
議
論
の
哲
学
的
意
義
が
あ
る
。
他
方

で
、
そ
れ
は
伝
統
的
な
考
え
方
の
一
面
を
批
判
す
る
こ
と
だ
け
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
に
な
る
。
後
者
の
言
語
に
お

け
る
歴
史
公
共
性
の
第
一
義
的
な
重
要
性
に
関
し
て
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
な
っ
て
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

以
下
で
は
次
の
よ
う
に
議
論
を
進
め
る
。
第
一
節
で
は
、
伝
統
的
な
言
語
理
論
に
見
出
せ
る
二
つ
の
基
本
的
な
テ
ー
ゼ
の
内
実
を

取
り
出
す
。
第
二
節
で
は
、
伝
統
的
な
言
語
理
論
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
二
〇
世
紀
前
半
の
批
判
的
議
論
に
お
け
る
二
つ
の
テ
ー
ゼ

を
示
す
。
第
三
節
で
は
、『
知
覚
の
現
象
学
』
を
検
討
し
、
彼
の
積
極
的
な
立
場
に
お
い
て
言
語
が
反
復
的
な
像
で
は
な
く
世
界
を

創
出
的
に
形
づ
く
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
四
節
で
は
、『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
い
て
言
語

の
歴
史
公
共
性
の
第
一
義
的
な
役
割
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
点
を
論
じ
た
う
え
で
、
こ
の
点
に
関
し
て
そ
の
後
の
論
攷
に
見
出
せ
る

メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
の
見
解
の
進
展
を
明
ら
か
に
す
る
。

一　

伝
統
的
な
言
語
理
論
の
諸
テ
ー
ゼ

言
語
と
は
、
そ
の
意
味
を
指
示
す
る
記
号
で
あ
り
、
そ
の
役
割
は
主
体
の
思
考
を
他
者
に
伝
達
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
し
ば
し
ば

言
わ
れ
る
。
Ｇ
・
フ
レ
ー
ゲ
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
言
語
論
的
転
回
に
お
い
て
、
言
語
は
論
理
的
意
味
論
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
。

と
は
い
え
こ
の
転
回
以
前
に
は
、
そ
の
有
意
味
性
や
産
出
性
に
限
ら
れ
な
い
観
点
か
ら
言
語
は
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
本
節
で
は
、
言

語
論
的
転
回
に
お
け
る
議
論
と
は
異
な
る
言
語
理
論
の
内
実
に
つ
い
て
、
特
に
Ｅ
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
哲
学
史
的
記
述
と
一
九
世
紀

の
心
理
学
に
お
け
る
用
法
を
基
に
検
討
す
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
哲
学
史
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
が
一
九
三
八

年
に
脱
稿
し
た『
行
動
の
構
造
』に
お
い
て
、カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
論
攷「
言
語
と
対
象
世
界
の
構
築2

」が
肯
定
的
に
参
照
さ
れ
て
お
り
、

彼
の
思
想
が
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
に
早
く
か
ら
影
響
を
与
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る3

。
ま
た
、
心
理
学
に
お
け
る
言
語
の
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理
解
を
参
照
す
る
の
は
、メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
が
失
語
症
に
関
す
る
当
時
の
見
解
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、『
知
覚
の
現
象
学
』

に
お
い
て
言
語
を
論
じ
る
か
ら
で
あ
る4

。

先
の
論
攷
に
お
い
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
模
像
説
（théorie de la copie

）
が
言
語
に
関
し
て
長
く
支
配
的
な
見
方
だ
っ
た
と
指

摘
す
る
。
こ
の
考
え
方
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
す
で
に
あ
っ
た
。
ス
ト
ア
派
は
名
称
の
「
客
観
的
な
」
妥
当
性
を
肯
定
す
る
。
対
し
て

ソ
フ
ィ
ス
ト
は
、
そ
れ
を
否
定
し
て
名
称
の
人
為
性
を
主
張
す
る
。
前
者
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
言
語
は
現
実
と
連
関
し
、
意
味
と
名

称
の
間
に
自
然
的
な
類
縁
性
が
あ
る
。
他
方
、
後
者
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
言
語
そ
れ
自
体
は
、
精
神
に
、
個
別
的
な
感
覚
が
持
つ
固

有
性
や
普
遍
性
を
も
た
ら
さ
ず
、
単
に
他
の
人
た
ち
と
共
有
さ
れ
る
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
に
す
ぎ
な
い
。
ゲ
ー
ム
に
参
加
す
る
成
員
が

増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、そ
の
ル
ー
ル
の
強
制
力
は
強
化
さ
れ
る
が
、そ
れ
は
ル
ー
ル
が
持
つ
い
わ
ば「
貨
幣
的
価
値〔Scheinw

ert

〕」

（C
assirer 2010, 135

）
が
よ
り
実
効
的
と
な
る
だ
け
で
、
言
語
に
現
実
と
直
接
的
な
つ
な
が
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

と
は
い
え
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
古
典
的
な
論
争
も
「
認
識
は
事
物
の
本
質
を
、
言
語
は
そ
の
認
識
の
本
質
を

反
映
し
、再
現
す
る
〔nachbilden

〕
の
が
課
題
で
あ
る
」（C

assirer 2010, 133

）
と
い
う
根
本
的
な
前
提
を
共
有
し
て
い
る
点
で
、

問
題
設
定
の
形
式
自
体
は
同
一
で
あ
る
。
名
称
が
主
観
的
な
思
考
の
範
囲
だ
け
に
関
わ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
現
実
の
存
在
領
域
と
密

接
に
関
わ
る
の
か
が
論
争
に
な
っ
て
い
る
。
言
語
が
現
実
と
ど
れ
ほ
ど
関
連
し
て
い
る
の
か
に
関
す
る
評
価
は
異
な
る
に
し
て
も
、

い
ず
れ
の
立
場
も
言
語
が
現
実
の
本
質
の
像
で
あ
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

言
語
に
関
す
る
考
察
は
、
Ｒ
・
デ
カ
ル
ト
の
観
念
の
理
解
に
よ
っ
て
新
た
な
一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
た
。
彼
が
提
案
し
た
観
念
の
考

え
は
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
Ｊ
・ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
確
立
す
る
（cf. 
神
野 
二
〇
一
一
）。
ロ
ッ
ク
は
、『
人
間
知
性
論
』（
一
六
九
〇
年
）

に
お
い
て
観
念
を
、「
思
考
す
る
と
き
に
心
が
た
ず
さ
わ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
全
て
」（Locke 1975, 1.1.8

）
と
定
義
す
る
。
つ

ま
り
観
念
と
は
、
心
的
に
把
握
さ
れ
る
対
象
の
全
て
で
あ
り
、
普
遍
的
で
論
理
的
な
概
念
と
、
個
別
的
で
心
理
的
な
感
覚
の
ど
ち
ら

も
含
ま
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
観
念
と
言
語
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
『
人
間
知
性
論
』
の
第
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三
巻
第
二
章
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

 
語
は

0

0

、
そ
の
一
次
的
な
い
し
直
接
的
な
意
味
表
示
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
語
を
使
う
人
の
心
の
中
に
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

観
念
の
み
を
表
し

0

0

0

0

0

〔stand for
〕、
た
と
え
こ
の
観
念

0

0

が
、
そ
の
表
象
す
る
と
想
定
さ
れ
る
事
物
か
ら
ど
れ
ほ
ど
不
完
全
に
、
あ
る
い
は
不
用
意
に

集
め
ら
れ
た
と
し
て
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。（Locke 1975, 3.2.2 

強
調
原
著
者
）

言
語
は
心
の
内
に
あ
る
観
念
を
表
示
す
る
と
さ
れ
、
必
ず
し
も
現
実
の
本
質
を
反
映
す
る
像
と
い
う
わ
け
で
な
い
。
言
語
は
た
だ
精

神
が
持
つ
観
念
、
話
し
手
の
内
的
表
象
だ
け
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
ロ
ッ
ク

に
と
っ
て
言
語
の
分
析
は
、
そ
れ
自
体
が
目
的
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
観
念
を
分
析
す
る
う
え
で
有
益
な
手
段
で
あ
る
と
理
解
さ

れ
る
に
す
ぎ
な
い
（cf. C

assirer 2010, 71
）。

こ
う
し
た
ロ
ッ
ク
の
考
え
は
一
九
世
紀
の
心
理
学
に
お
け
る
基
本
的
な
前
提
に
も
見
出
せ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
近
代
心
理
学
の
父
、

Ｗ
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
批
判
し
て
い
る
、
当
時
の
「
能
力
主
義
」
的
骨
相
学
（phrenology

）
の
考
え
方
を
そ
の
一
例
と
し
て
取
り
上

げ
よ
う5

。
能
力
主
義
的
心
理
学
は
、
心
理
的
現
象
を
統
べ
る
器
官
を
想
定
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
な
言
語
に
関
す
る
心
理
的
経

験
の
説
明
が
自
身
の
目
的
と
考
え
る
。

　

 

例
え
ば
、
言
語
の
「
能
力
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
よ
う
。
そ
れ
に
は
実
際
の
と
こ
ろ
多
く
の
異
な
る
力
が
伴
う
。
私
た
ち
は
ま

ず
具
体
的
な
事
物
の
像
と
抽
象
的
な
性
質
や
関
係
の
観
念
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
私
た
ち
は
語
の
記
憶
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
観
念
や
像
を
特
定
の
語
と
連
合
し
、
そ
の
語
が
聞
こ
え
た
ら
直
ち
に
そ
の
観
念
が
心
に
浮
か
ぶ
能
力
を
持
っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
心
の
中
に
観
念
が
生
じ
た
ら
す
ぐ
に
、
そ
れ
を
そ
の
語
の
心
像
〔m

ental im
age

〕
と
連
合
し
、
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そ
の
像
で
も
っ
て
そ
の
語
を
物
理
的
な
音
と
し
て
再
現
で
き
る
よ
う
に
構
音
器
官
を
刺
激
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（Jam

es 

1918, 28-29

）

こ
こ
で
像
（im

age

）
と
観
念
（idea

）
が
、
よ
り
具
体
的
な
感
覚
的
意
識
経
験
に
関
わ
る
の
か
、
そ
れ
よ
り
も
抽
象
的
な
意
識
経

験
に
関
わ
る
の
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
、
ロ
ッ
ク
の
考
え
方
を
よ
り
精
緻
に
発
展
さ
せ
て
い
る
。
語
の
心
理
的
経
験
は
、
語
の
音
声

や
書
字
と
い
っ
た
聴
覚
的
・
視
覚
的
心
像
と
、
そ
の
語
の
意
味
に
当
た
る
心
理
的
経
験
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
語
の

意
味
は
観
念
と
像
の
ど
ち
ら
も
あ
り
う
る
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
語
が
喚
起
す
る
の
は
具
体
的
な
感
覚
経
験
で
も
あ
れ
ば
、
抽
象

的
な
性
質
や
関
係
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
言
語
は
心
的
像
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
意
味
と
し
て
何
ら
か
心
的
存

在
が
指
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
心
理
学
に
お
け
る
言
語
理
解
は
、
一
九
世
紀
に
確
立
す
る
古
典
的
失
語
症
理
論
に
お
い
て
も
共
有
さ
れ
て
い
る

（cf. 

波
多
野
ほ
か
、
二
〇
〇
二; B

im
benet 2004, 63-66

）。
骨
相
学
の
提
唱
者
Ｆ
・
ガ
ル
は
、
言
語
能
力
と
大
脳
皮
質
に
不
可
欠

な
関
連
が
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
こ
の
見
解
は
Ｐ
・
ブ
ロ
ー
カ
に
も
影
響
を
与
え
た
。
ブ
ロ
ー
カ
は
、
一
八
六
〇
年
代
に
脳
を
損
傷

し
て
構
音
能
力
を
喪
失
し
た
症
例
を
報
告
し
、
失
語
症
と
い
う
病
症
を
確
立
す
る
。
一
八
七
四
年
に
は
Ｋ
・
ウ
ェ
ル
ニ
ッ
ケ
が
、
ブ

ロ
ー
カ
が
報
告
し
た
症
例
と
は
異
な
る
失
語
症
、
す
な
わ
ち
聴
覚
的
な
言
語
理
解
に
関
わ
る
感
覚
性
失
語
症
を
報
告
し
た
。
ウ
ェ
ル

ニ
ッ
ケ
は
こ
れ
ら
の
症
例
を
統
一
的
に
理
解
す
る
た
め
に
、言
語
の
運
動
表
象（B

ew
egungsvorstellung

）と
音
響
像（K

langbilder

）

の
中
枢
を
想
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
脳
の
領
野
を
特
定
し
た
。
つ
ま
り
、
脳
の
特
定
部
位
が
損
傷
す
る
こ
と
で
ブ
ロ
ー
カ
失

語
と
ウ
ェ
ル
ニ
ッ
ケ
失
語
が
そ
れ
ぞ
れ
生
じ
る
の
で
あ
る
。
一
八
八
五
年
に
は
、
リ
ヒ
ト
ハ
イ
ム
が
ウ
ェ
ル
ニ
ッ
ケ
の
見
解
を
発
展

さ
せ
、「
概
念
中
枢
（concept center

）」
を
想
定
し
た
モ
デ
ル
を
構
想
し
、
二
つ
の
言
語
中
枢
、
概
念
中
枢
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の

結
合
の
う
ち
、
ど
こ
が
損
傷
す
る
か
に
応
じ
て
失
語
症
を
七
つ
に
分
類
し
た
。
こ
の
ウ
ェ
ル
ニ
ッ
ケ
–
リ
ヒ
ト
ハ
イ
ム
の
図
式
は
広
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く
受
け
入
れ
ら
れ
、
神
経
心
理
学
の
古
典
的
学
説
、
大
脳
機
能
局
在
論
が
成
立
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
言
語
は
物
理
的
記
号
を
知
覚

し
た
と
き
の
感
覚
的
心
像
と
、
語
の
意
味
と
し
て
の
一
般
的
概
念
の
二
つ
の
側
面
の
結
合
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
出
せ

る
。以

上
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
哲
学
史
的
記
述
と
心
理
学
に
お
け
る
言
語
の
考
え
方
を
辿
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
記
述
か
ら
以
下
の
二

つ
の
中
心
的
な
考
え
方
が
取
り
出
せ
る
。
第
一
に
、
言
語
の
本
性
を
現
実
の
本
質
や
心
的
対
象
を
指
示
し
た
り
、
代
理
し
た
り
す
る

像
と
捉
え
る
見
解
で
あ
る
。
こ
う
し
た
模
像
説
に
関
し
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
存
在
や
そ
の
構
造
が
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
る
現

実
が
主
観
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
さ
ら
な
る
前
提
が
あ
る
と
指
摘
す
る
（C

assirer 1933, 18

）。
そ
の
た
め
認
識
論
的
な
問

題
は
、
主
体
の
認
識
と
は
独
立
に
自
存
す
る
世
界
の
本
質
や
性
質
を
い
か
に
そ
の
ま
ま
の
仕
方
で
意
識
の
う
ち
に
写
せ
る
の
か
と
い

う
点
に
あ
り
、
そ
の
反
映
が
忠
実
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
認
識
論
的
に
価
値
の
高
い
も
の
と
な
る
。
こ
う
し
た
一
層
忠
実
な
反
映
を
希

求
す
る
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
認
識
さ
れ
た
対
象
の
反
映
と
は
た
だ
そ
れ
を
反
復
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
見
方
で
あ
る
。

こ
う
し
た
反
復
と
い
う
あ
り
方
に
像
の
固
有
性
が
あ
り
、
言
語
も
反
復
と
し
て
の
反
映
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
特
徴
を

持
つ
見
解
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
よ
う
。

　

 （
一
–
ａ
）
言
語
の
本
性
に
関
わ
る
像
テ
ー
ゼ
：
言
語
と
は
確
立
し
て
い
る
認
識
対
象
（
現
実
や
観
念
な
ど
）
を
表
示
す
る
像

で
あ
る
。

第
二
に
指
摘
で
き
る
の
が
、
言
語
の
役
割
に
つ
い
て
の
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
心
理
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
ロ
ッ
ク

の
記
述
に
見
出
せ
る
。
先
に
引
用
し
た
箇
所
の
前
後
を
引
こ
う
。
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人
が
こ
う
し
た
印
を
使
う
の
は
、
自
分
自
身
の
記
憶
の
援
助
に
自
分
自
身
の
思
想
を
記
録
す
る
た
め
か
、
自
分
の
観
念

0

0

を
い

わ
ば
他
人
の
目
の
前
に
も
た
ら
し
て
置
く
た
め
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。〔
…
〕
あ
る
人
が
他
の
人
に
話
し
か
け
る
の
は
、

理
解
さ
れ
た
い
た
め
で
あ
り
、
話
の
目
的
は
、
そ
う
し
た
音
が
印
と
し
て
、
話
す
人
の
観
念
を
聞
く
人
に
知
ら
せ
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（Locke 1975, 3.2.2 

強
調
原
著
者
）

こ
こ
で
は
、
言
語
は
自
分
の
思
想
を
記
録
し
、
他
者
に
伝
え
る
た
め
に
役
立
つ
と
言
わ
れ
る
。「
印
」
と
し
て
の
音
は
語
を
構
成
す

る
聴
覚
的
観
念
を
指
し
、こ
う
し
た
観
念
か
ら
成
る
語
が
表
示
す
る
話
し
手
の
観
念
を
聞
き
手
の
う
ち
に
喚
起
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、

あ
る
特
定
の
感
覚
的
観
念
を
喚
起
さ
せ
ら
れ
る
記
号
は
、
話
し
手
の
観
念
な
い
し
考
え
を
具
象
化
し
、
他
者
に
伝
達
す
る
と
い
う
道

具
的
用
途
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。こ
う
し
た
考
え
方
は
す
で
に
検
討
し
た
心
理
学
に
も
容
易
に
見
出
せ
る
。し
た
が
っ

て
、
言
語
の
役
割
に
関
す
る
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
よ
う
。

　

 （
一
–
ｂ
）
言
語
の
役
割
に
関
わ
る
私
的
な
思
考
の
伝
達
テ
ー
ゼ
：
言
語
は
、
私
的
な
思
考
を
伝
達
す
る
た
め
に
、
話
し
手
の

思
考
を
聞
き
手
の
意
識
の
う
ち
に
喚
起
さ
せ
る
の
に
役
立
つ
。

以
上
、
伝
統
的
な
言
語
理
論
に
見
出
せ
る
基
本
的
な
二
つ
の
テ
ー
ゼ
、
す
な
わ
ち
言
語
の
像
テ
ー
ゼ
と
言
語
の
私
的
な
思
考
の
伝

達
テ
ー
ゼ
を
定
式
化
し
た
。
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二　

伝
統
的
な
言
語
理
論
に
対
す
る
批
判
的
観
点

本
節
で
は
、
先
に
明
ら
か
に
し
た
二
つ
の
前
提
に
対
し
て
二
〇
世
紀
に
明
確
と
な
っ
た
批
判
的
観
点
を
跡
づ
け
る
。
前
節
と
同
じ

よ
う
に
、カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
る
哲
学
史
、お
よ
び
心
理
学
に
お
け
る
議
論
を
観
点
に
し
て
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
た
い
。

（
ａ
）
言
語
の
本
性
に
つ
い
て
の
批
判
的
理
解

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
Ｉ
・
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
の
認
識
論
的
意
義
を
、
単
な
る
模
像
説
か
ら
の
転
換

と
し
て
評
価
す
る
。
カ
ン
ト
の
「
主
観
の
自
発
性
の
作
用
〔acte de sa spontanéité

〕」（C
assirer 1933, 19

）
を
理
論
的
認
識
だ

け
で
な
く
、
精
神
の
形
成
作
用
の
あ
ら
ゆ
る
様
態
に
適
用
す
る
こ
と
で
、
精
神
の
認
識
機
能
の
う
ち
に
は
、
対
象
の
う
ち
に
現
れ
る

性
質
や
本
質
を
反
映
す
る
像
を
産
出
し
て
た
だ
反
復
す
る
作
業
の
ほ
か
に
、
そ
の
対
象
自
体
を
形
象
化
す
る
創
出
的
力
が
あ
る
。
こ

の
場
合
、
像
は
単
な
る
模
像
で
は
な
く
む
し
ろ
原
像
を
作
り
出
す
作
用
を
表
し
て
い
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
考
え
で
は
、
Ｗ
・
フ
ン

ボ
ル
ト
は
、
こ
う
し
た
批
判
哲
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
認
識
に
関
す
る
基
本
的
関
係
を
言
語
の
領
域
に
も
見
出
し
た
。

　

 

彼
〔
フ
ン
ボ
ル
ト
〕
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
言
語
は
対
象
の
表
象
を
形
成
す
る
の
に
寄
与
し
て
い
る
の
か
、
言
語
は
ど
の
よ
う

に
し
て
こ
の
形
成
を
行
っ
て
い
る
の
か
を
示
す
解
釈
と
分
析
を
求
め
た
。
彼
の
見
方
で
は
、
言
語
の
差
異
は
音
声
や
記
号
の
差

異
で
は
な
く
、
世
界
観
の
差
異
か
ら
生
じ
る
。（C

assirer 1933, 20
）

こ
う
し
た
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
立
場
は
、
先
の
言
語
の
像
テ
ー
ゼ
の
批
判
的
見
解
で
あ
る
。（
一
–
ａ
）
で
は
す
で
に
出
来
上
が
っ

た
現
実
を
反
映
す
る
像
と
し
て
言
語
を
捉
え
て
い
た
が
、
フ
ン
ボ
ル
ト
に
従
え
ば
言
語
に
は
伝
統
的
に
す
で
に
確
立
し
て
い
る
と
さ
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れ
て
い
た
現
実
の
方
を
形
づ
く
る
働
き
が
あ
る
。
こ
う
し
た
機
能
を
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
ど
の
よ
う
に
哲
学
的
に
正
当
化
し
て
い
る
の

か
に
つ
い
て
は
、
彼
の
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
こ
で
そ
れ
を
十
分
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
代

わ
り
に
こ
う
し
た
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
し
て
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
指
摘
す
る
事
態
を
取
り
上
げ
よ
う
。
彼
は
子
ど
も
の
成
長
過
程

に
お
け
る
「
命
名
へ
の
真
の
熱
中
」（C

assirer 1933, 23

）
に
こ
う
し
た
創
出
的
形
態
の
事
態
を
見
出
す
。
成
長
し
た
子
ど
も
は
、

単
に
事
物
を
指
す
名
称
が
あ
る
こ
と
を
知
る
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
に
名
称
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
決
定
的
な
瞬
間

に
達
し
た
子
ど
も
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
名
称
と
対
象
は
切
り
離
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
両
者
は
絡
み
合
い
癒
着
し
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
子
ど
も
に
と
っ
て
名
称
を
尋
ね
る
こ
と
は
、
そ
の
対
象
の
呼
び
方
を
知
り
た
い
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
何
で
あ
る

の
か
を
知
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
対
象
そ
の
も
の
へ
と
至
る
道
行
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
見
解
を
次
の
よ
う

に
定
式
化
し
よ
う
。

　

 （
二
–
ａ
）
言
語
の
本
性
に
関
わ
る
創
出
的
形
態
化
テ
ー
ゼ
：
言
語
と
は
現
実
を
創
出
的
に
形
態
化
す
る
過
程
で
あ
る
。

（
ｂ
）
言
語
の
役
割
に
つ
い
て
の
批
判
的
理
解

二
〇
世
紀
に
な
る
と
、
前
世
紀
ま
で
の
心
理
学
で
前
提
に
さ
れ
て
い
た
言
語
理
解
も
、
批
判
的
に
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
失

語
症
研
究
に
お
い
て
は
、
Ｊ
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
が
古
典
的
学
説
に
対
す
る
批
判
の
先
鋒
と
な
っ
た
。
彼
は
言
語
使
用
を
、
思
考
が
表
現

さ
れ
た
命
題
を
扱
う
高
次
の
知
的
な
使
用
と
、
習
慣
的
な
言
い
回
し
で
自
分
の
内
的
状
態
を
伝
え
る
感
情
的
で
自
動
的
な
使
用
と
に

区
別
す
る
。
そ
し
て
、
失
語
症
患
者
に
お
い
て
も
、
具
体
的
な
文
脈
や
背
景
が
伴
う
場
面
で
は
感
情
的
な
言
語
使
用
が
保
た
れ
て
い

る
こ
と
を
多
く
観
察
で
き
る
こ
と
か
ら
、
失
語
症
で
失
わ
れ
る
の
は
命
題
的
な
使
用
に
関
す
る
能
力
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。
こ
う

し
た
考
え
は
、
今
日
で
も
バ
イ
ヤ
ル
ジ
ェ
–
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
原
理
と
し
て
知
ら
れ
る
。
Ａ
・
ゲ
ル
プ
と
Ｋ
・
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
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ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
考
え
を
引
き
継
ぎ
、
全
体
論
的
立
場
か
ら
言
語
、
行
動
、
知
覚
が
同
じ
機
能
の
異
な
る
タ
イ
プ
の
発
揮
で
あ
る
と
主

張
す
る
。
こ
う
し
て
、
思
考
の
表
現
だ
け
に
縮
減
せ
ず
に
言
語
を
捉
え
る
こ
と
の
重
要
性
が
心
理
学
の
な
か
で
共
有
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
心
理
学
で
は
、（
一
–
ｂ
）
言
語
の
私
的
思
考
の
伝
達
テ
ー
ゼ
が
批
判
的
に
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で

取
り
上
げ
た
い
の
は
、
Ｌ
・
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
に
よ
る
Ｊ
・
ピ
ア
ジ
ェ
へ
の
批
判
で
あ
る6

。
ピ
ア
ジ
ェ
は
、
子
ど
も
の
言
語
に
は
自

己
中
心
的
言
語
と
社
会
化
さ
れ
た
言
語
が
あ
る
と
主
張
し
た
（Piaget 1984, 22-32

）。
彼
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
子
ど
も
が
遊
び
の

中
で
行
う
発
話
は
、た
だ
行
動
に
付
随
し
て
生
起
す
る
だ
け
で
、何
の
機
能
も
果
た
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
子
ど
も
は
相
手
に
向
か
っ

て
話
さ
ず
、
自
分
に
向
か
っ
て
だ
け
発
話
し
て
い
る
。
ピ
ア
ジ
ェ
は
こ
う
し
た
伝
達
的
意
図
を
持
た
な
い
言
語
を
「
自
己
中
心
的
言

語
（langage égocentrique

）」
と
呼
ぶ
。
こ
の
言
語
は
成
長
す
る
に
つ
れ
て
消
失
し
、
そ
の
代
わ
り
に
頼
ん
だ
り
、
命
令
し
た
り
、

他
の
人
と
思
考
を
や
り
取
り
し
た
り
す
る
知
性
的
・
社
会
的
な
思
考
が
発
達
し
、「
社
会
化
さ
れ
た
言
語
（langage socialisé

）」
が

現
れ
る
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
伝
達
の
目
的
を
持
た
な
い
自
己
中
心
的
言
語
か
ら
伝
達
を
目
的
と
す
る
社
会
化
さ
れ
た
言
語
へ
と
推
移

す
る
の
で
あ
る
。
反
復
や
独
白
に
す
ぎ
な
い
子
ど
も
の
自
己
中
心
的
言
語
が
発
達
と
と
も
に
不
完
全
な
も
の
と
し
て
無
く
な
る
と
評

価
す
る
点
に
、言
語
の
第
一
義
的
な
役
割
を
私
的
な
思
考
の
伝
達
と
捉
え
る（
一
–
ｂ
）が
前
提
と
し
て
働
い
て
い
る
こ
と
が
見
出
せ
る
。

ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
は
、『
思
考
と
言
語
』（
一
九
三
四
年
）で
こ
う
し
た
ピ
ア
ジ
ェ
の
考
え
を
批
判
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、子
ど
も
に
と
っ

て
言
語
は
、
ピ
ア
ジ
ェ
が
考
え
る
よ
う
に
非
社
会
的
な
も
の
が
社
会
化
さ
れ
る
（socialized

）
も
の
で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら
社

会
的
（social

）
で
周
囲
へ
と
働
き
か
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
意
図
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
（cf. Vygotsky 2012, 36-37

）。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
社
会
的
な
言
語
の
機
能
が
、
発
達
を
通
じ
て
他
者
へ
と
私
的
な
思
考
を
伝
え
る
外
言
と
自
分
の
課
題
を
達
成
す

る
た
め
に
機
能
す
る
自
己
中
心
的
言
語
へ
と
分
化
す
る
。
自
己
中
心
的
言
語
は
何
の
機
能
を
持
た
な
い
現
象
で
は
な
く
、
子
ど
も
の

行
動
と
思
考
が
混
ざ
り
合
っ
て
い
る
現
象
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
そ
れ
が
言
語
的
構
造
を
持
つ
内
的
な
思
考
と
し
て
の
内
言
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へ
と
移
行
す
る
こ
と
を
、
観
察
結
果
の
報
告
と
共
に
主
張
し
た
。
内
言
は
無
音
の
言
葉
で
も
純
粋
な
思
考
で
も
な
く
、
社
会
的
な
言

語
の
個
人
化
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
一
連
の
議
論
に
見
出
せ
る
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
の
主
張
を
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
と
ホ
ル
ツ
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。「
発
話

は
社
会
的
に
組
織
さ
れ
て
生
産
さ
れ
る
、
子
ど
も
は
歴
史
的
で
あ
る
、
発
話
の
学
習
と
は
歴
史
で
あ
る
、
そ
し
て
、
思
考
／
発
話
は

人
間
と
い
う
種
が
も
つ
本
質
的
な
《
生
ま
れ
な
が
ら
の
自
己
中
心
性
》
の
「
外
側
」
に
向
け
ら
れ
た
表
現
で
は
な
く
、「
内
側
」
で

の
精
神
的
行
為
を
産
出
す
る
社
会
–
歴
史
的
活
動
で
あ
る
」（
ニ
ュ
ー
マ
ン
＆
ホ
ル
ツ
マ
ン 

二
〇
二
〇
、一
七
七
）。
つ
ま
り
、
言
語

は
私
的
な
思
考
を
他
者
に
伝
達
す
る
点
に
第
一
義
的
な
役
割
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
個
人
間
の
活
動
に
先
ん
じ
て
、
子
ど

も
が
そ
の
内
へ
と
参
与
す
る
歴
史
公
共
体
と
し
て
現
存
し
て
い
る
点
に
役
割
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
言
語
が
社
会
的
な
約

束
事
と
し
て
単
に
通
時
的
に
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
に
と
っ
て
言
語
獲
得

は
、
自
分
の
思
考
を
表
現
す
る
際
に
、
広
範
に
流
通
し
、
容
易
に
他
者
に
伝
達
で
き
る
と
い
っ
た
実
効
性
の
観
点
か
ら
、
特
定
の
言

語
体
系
を
選
択
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。
む
し
ろ
主
体
は
、
他
者
に
呼
び
か
け
る
た
め
に
自
身
の
周
囲
の
歴
史

公
共
体
へ
と
参
与
す
る
こ
と
で
、
初
め
て
自
分
の
思
考
を
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
言
語
は
第
一
義
的
に
は
私
的
な
思
考
の
伝
達

に
役
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
私
的
な
思
考
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
思
考
を
保
存
す
る
役
割
が
あ
る
。
こ

の
点
で
言
語
は
、
歴
史
公
共
体
と
い
う
あ
り
方
の
う
ち
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

　

 （
二
–
ｂ
）
言
語
の
役
割
に
関
わ
る
公
共
的
保
存
テ
ー
ゼ
：
言
語
は
、
各
人
の
私
的
思
考
に
先
立
っ
て
そ
れ
を
可
能
に
す
る
条

件
と
し
て
歴
史
的
公
共
体
の
う
ち
に
思
考
を
保
存
す
る
。

本
節
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
よ
う
。
ま
ず
伝
統
的
な
言
語
理
論
に
お
い
て
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
哲
学
史
的
記
述
と
十
九
世
紀
の
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心
理
学
の
考
え
方
に
基
づ
け
ば
、（
一
–
ａ
）
言
語
の
像
テ
ー
ゼ
と
（
一
–
ｂ
）
言
語
の
私
的
な
思
考
の
伝
達
テ
ー
ゼ
が
前
提
と
な
っ

て
い
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
批
判
的
観
点
と
し
て
（
二
–
ａ
）
言
語
の
創
出
的
形
態
化
テ
ー
ゼ
と
（
二
–
ｂ
）

言
語
の
公
共
的
保
存
テ
ー
ゼ
が
二
十
世
紀
に
な
っ
て
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

三　
『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
け
る
伝
統
的
な
言
語
理
論
へ
の
批
判

メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
も
『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
い
て
伝
統
的
な
言
語
理
論
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
彼
は
、
言
語
活
動

の
結
果
の
分
析
で
は
な
く
、
パ
ロ
ー
ル
と
い
う
生
き
生
き
と
し
た
言
語
使
用
の
記
述
へ
と
向
か
う
。
本
節
で
は
、『
知
覚
の
現
象
学
』

で
は
前
節
ま
で
に
論
じ
た
伝
統
的
な
二
つ
の
テ
ー
ゼ
に
対
し
て
、（
二
–
ａ
）
の
観
点
か
ら
批
判
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
。

『
知
覚
の
現
象
学
』
第
一
部
第
六
章
「
表
現
と
し
て
の
身
体
と
パ
ロ
ー
ル
」
で
は
、
言
語
に
対
す
る
「
経
験
的
あ
る
い
は
機
械
論

的
心
理
学
」（
以
下
、
経
験
主
義
的
心
理
学
）
と
「
主
知
主
義
的
心
理
学
」
と
の
間
で
行
わ
れ
て
い
る
当
時
の
論
争
に
、
二
つ
の
共

通
点
が
見
出
せ
る
と
指
摘
す
る
と
こ
ろ
か
ら
議
論
が
開
始
さ
れ
る
。
そ
の
共
通
点
と
は
、
語
る
主
体
が
不
在
で
あ
り
、
語
は
意
味
を

持
た
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

経
験
主
義
的
心
理
学
と
し
て
整
理
さ
れ
る
見
解
に
は
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。

語
を
持
っ
て
い
る
と
は
、
第
一
に
「
語
の
像
〔im

ages verbales

〕」
の
、
つ
ま
り
発
音
さ
れ
た
り
、
聴
取
さ
れ
た
り
し
た
語
が 

我
々
の
う
ち
に
残
す
痕
跡
の
、
単
な
る
現
存
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
痕
跡
が
身
体
的
な
の
か
、「
無
意
識
的
な
精
神
活
動
」

の
な
か
に
沈
殿
し
た
も
の
な
の
か
は
大
し
て
重
要
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
の
場
合
で
あ
っ
て
も
「
語
る
主
体
〔sujet parlant

〕」
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が
い
な
い
点
で
、
言
語
に
関
す
る
考
え
方
は
同
じ
で
あ
る
。（PhP, 203

）

こ
の
考
え
方
は
、
内
観
を
そ
の
方
法
と
し
た
一
九
世
紀
後
半
の
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
の
実
験
心
理
学
や
、
そ
れ
を
批
判
的
に
発
展
さ
せ
た

二
〇
世
紀
初
頭
の
Ｊ
・
ワ
ト
ソ
ン
に
よ
る
行
動
主
義
心
理
学
を
再
構
成
し
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。
こ
の
立
場
で
は
、
語
の
所
有
は

語
の
音
声
や
書
字
に
関
す
る
感
覚
的
像
の
獲
得
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
そ
れ
が
刺
激
に
よ
っ
て
神
経
機
構
の
う
ち
に
生
じ
た
興
奮
に

よ
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
観
念
連
合
に
よ
る
あ
る
特
定
の
意
識
状
態
の
出
現
な
の
か
は
些
細
な
差
異
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
語

そ
れ
自
体
を
志
向
す
る
主
体
が
伴
わ
な
く
と
も
、
身
体
的
機
構
や
意
識
状
態
の
連
鎖
に
よ
っ
て
語
の
産
出
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
か
ら
だ
。
そ
の
た
め
、メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
こ
の
立
場
で
は
、人
の
発
話
は
電
燈
が
白
熱
状
態
に
な
る
の
に
等
し
く
、

語
の
意
味
は
刺
激
も
し
く
は
意
識
の
諸
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
経
験
主
義
的
心
理
学
の
言
語
理
論
に
対
し
て
、
重
要
な
批
判
的
事
実
を
提
供
す
る
の
が
多
様
な
失
語
症
の
症
例
で
あ

る
。
こ
う
し
て
主
知
主
義
的
心
理
学
の
見
解
が
導
入
さ
れ
る
。
ゲ
ル
プ
と
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
が
報
告
す
る
色
名
健
忘
症
の
ベ
ル
ク

マ
ン
と
い
う
患
者
は
、
提
示
さ
れ
た
色
の
名
称
を
答
え
ら
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
色
の
毛
糸
を
命
じ
ら
れ
た
色
名
に
従
っ
て

分
類
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
（cf. 

澤
田
二
〇
一
二
、一
〇
七

－

一
二
八
）。
彼
ら
の
見
解
で
は
、
患
者
は
言
わ
れ
た
言
葉
が
色
に
関

す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
以
上
、
こ
の
観
察
結
果
が
意
味
す
る
の
は
、
患
者
は
「
赤
」
や
「
青
」
と
い
っ
た
語

の
感
覚
的
心
像
を
失
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
様
々
な
色
見
本
を
形エ
イ
ド
ス相
な
い
し
本
質
の
も
と
に
ま
と
め
る
一
般
的
能
力
、
つ
ま
り
カ

テ
ゴ
リ
ー
的
作
用
が
棄
損
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（cf. PhP, 205

）。
主
知
主
義
的
心
理
学
の
見
方
で
は
、
言
語
経
験
は
、

失
語
症
患
者
の
う
ち
に
間
接
的
に
示
さ
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
能
力
が
適
切
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
存
し
て
い
る
の
で
あ

る7

。
経
験
主
義
的
心
理
学
と
は
異
な
り
、
主
知
主
義
的
心
理
学
は
単
な
る
因
果
的
結
合
以
上
の
結
び
つ
き
を
も
た
ら
す
心
的
作
用

を
認
め
る
の
だ
。
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メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
論
争
的
な
関
係
に
あ
る
二
つ
の
心
理
学
的
立
場
に
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
語
る
主

体
の
不
在
と
語
が
意
味
を
所
有
し
て
い
な
い
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
経
験
主
義
的
心
理
学
で
は
、
繰
り
返
す
よ
う
に
、
語
は
因
果

的
連
鎖
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
た
め
、
そ
れ
を
自
律
的
に
産
み
出
す
語
る
主
体
は
不
在
と
な
り
、
ま
た
語
の
意
味
も
そ
れ
の
内
的
な

力
で
は
な
く
心
的
・
生
理
的
・
物
理
的
な
現
象
の
い
ず
れ
か
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
他
方
、
主
知
主
義
的
心
理
学
に
お
い
て
も
、
語

の
意
味
は
そ
れ
の
背
後
に
見
出
せ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
作
用
に
属
す
る
。
そ
の
意
味
で
「
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
は
思
考
で
あ
り
、
語

は
依
然
と
し
て
空
虚
な
外
皮
に
す
ぎ
な
い
」（PhP, 206

）。
す
な
わ
ち
、
言
語
が
そ
の
意
味
を
指
示
し
て
い
よ
う
と
、
そ
う
し
た
指

示
は
聞
き
手
と
し
て
の
思
考
す
る
主
体
（sujet pensant

）
が
行
う
対
応
関
係
の
構
成
に
よ
る
も
の
で
し
か
な
い
の
だ
。
こ
の
と
き
、

言
語
の
現
象
は
聞
き
手
の
思
考
す
る
主
体
に
主
導
権
が
あ
る
だ
け
で
、
語
る
主
体
と
し
て
の
話
し
手
に
は
自
律
性
が
な
く
、
語
る
主

体
は
不
在
で
あ
る
と
結
論
が
下
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
二
つ
の
共
通
点
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
は
明
確

に
論
じ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
両
者
の
関
係
は
あ
る
考
え
方
の
二
つ
の
側
面
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
考
え
方
と
は
本
稿
に
お
け
る

（
一
–
ａ
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
心
理
学
に
お
い
て
見
出
せ
る
共
通
点
を
析
出
す
る
こ
と
で
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン

テ
ィ
は
（
一
–
ａ
）
言
語
の
像
テ
ー
ゼ
を
彼
な
り
の
仕
方
で
分
析
し
て
い
る
と
言
え
る
。
語
が
意
味
を
所
有
し
て
い
な
い
と
い
う
の

は
、
語
の
意
味
が
別
の
と
こ
ろ
に
措
定
さ
れ
て
い
る
言
語
の
像
テ
ー
ゼ
を
言
い
か
え
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
す
で
に
確
認
し
た
よ

う
に
、
伝
統
的
な
言
語
理
論
で
は
、
基
本
的
に
言
語
を
構
成
す
る
感
覚
的
記
号
な
い
し
心
像
と
、
そ
れ
が
表
示
す
る
も
の
（
現
実
や

観
念
な
ど
）
を
区
別
す
る
。
こ
れ
は
、
前
者
に
は
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
意
味
が
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
言
語
を
構

成
す
る
も
の
が
そ
れ
の
意
味
そ
の
も
の
で
あ
る
な
ら
、
表
示
す
る
と
い
う
働
き
が
不
要
と
な
る
か
ら
だ
。
ま
た
、
語
る
主
体
の
不
在

に
つ
い
て
も
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
が
言
わ
ん
と
す
る
の
は
、
語
る
こ
と
に
固
有
な
働
き
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
語
る
主
体
の
不
在
は
（
一
–
ａ
）
に
も
含
意
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、（
一
–
ａ
）
で
求
め
ら
れ
て
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い
る
の
は
、
像
が
反
映
す
る
も
の
を
い
か
に
忠
実
に
反
復
で
き
る
か
で
あ
り
、
像
を
産
出
す
る
者
に
主
導
的
な
働
き
を
認
め
て
い
な

い
か
ら
だ
。
か
く
て
語
が
意
味
を
持
た
ず
、
語
る
主
体
が
不
在
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
、
言
語
の
像
テ
ー
ゼ
の
内
実
を
分
析
し
た
も

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
表
現
と
し
て
の
身
体
と
パ
ロ
ー
ル
」
と
い
う
章
の
冒
頭
で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、（
一
–
ａ
）
の
抽
出

な
の
で
あ
る
。

先
の
議
論
に
続
い
て
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
う
し
た
心
理
学
的
言
語
理
論
で
は
十
分
に
説
明
で
き
な
い
事
象
を
記
述
し
、
そ

う
す
る
こ
と
で
そ
の
主
張
の
妥
当
性
に
疑
義
を
呈
す
。こ
う
し
た
立
論
構
造
が
何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
後
で
戻
る
と
し
て
、

ひ
と
ま
ず
彼
の
議
論
を
辿
ろ
う
。
佐
野
（
二
〇
一
九
、一
八
一
–
一
八
二
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
主
に
二
種
類
の
事
象

が
指
摘
さ
れ
る
。
第
一
に
、
思
考
は
自
身
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
表
現
へ
と
向
か
う
と
い
う
事
象
だ
。
我
々
は
、
言
語
で
表
現
で
き

た
と
き
に
初
め
て
自
分
が
何
を
言
い
た
か
っ
た
の
か
が
は
っ
き
り
し
た
と
感
じ
、
逆
に
よ
く
知
っ
て
い
る
も
の
で
も
そ
の
名
称
が
思

い
出
せ
な
け
れ
ば
、
そ
の
対
象
が
ど
こ
か
定
ま
っ
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
経
験
的
事
実
が
示
す
の

は
、
語
は
指
示
す
る
意
味
を
引
き
起
こ
す
像
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
意
味
を
運
搬
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ

こ
か
ら
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
は
、「
パ
ロ
ー
ル
は
語
る
者
に
お
い
て
す
で
に
出
来
上
が
っ
た
思
考
を
翻
訳
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

を
完
成
さ
せ
る
」（PhP, 207

）
と
結
論
づ
け
る
。
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
に
関
し
て
は
後
で
言
及
す
る
。

第
二
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
事
象
は
、
他
人
の
言
葉
を
通
じ
て
そ
れ
ま
で
持
っ
て
い
な
か
っ
た
思
考
を
獲
得
で
き
る
と
い
う
も
の

だ
。
思
考
の
伝
達
に
つ
い
て
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
は
心
理
学
的
言
語
理
論
の
考
え
方
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
聞
か
れ
た
言
葉
は
聞
き
手
に
何
も
も
た
ら
さ
な
い
と
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
語
や
文
に
意
味
を
与
え
る

の
は
聞
き
手
で
あ
り
、語
や
文
の
結
合
さ
え
も
外
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、

聞
き
手
の
う
ち
に
自
発
的
に
そ
の
結
合
を
実
現
す
る
能
力
が
な
け
れ
ば
理
解
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。（PhP, 207-208

）
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こ
こ
で
は
、（
一
–
ｂ
）
言
語
の
私
的
な
思
考
の
伝
達
テ
ー
ゼ
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
言
語
が
道
具
と
し
て
各
人
の
思
考
の
伝
達
に

寄
与
し
て
い
る
と
考
え
た
場
合
、
聞
き
手
は
常
に
意
識
の
う
ち
に
あ
る
言
語
的
心
像
を
一
定
の
規
則
に
基
づ
い
て
観
念
へ
と
翻
訳
す

る
と
い
う
考
え
方
に
至
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
見
方
で
は
、
な
ぜ
外
国
語
や
難
解
な
文
章
か
ら
新
た
な
思
考
を
獲
得
で
き
る
の
か
が

説
明
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場
合
、
翻
訳
さ
れ
た
も
の
が
も
と
も
と
の
考
え
と
同
じ
か
ど
う
か
を
聞
き
手
は
決
し
て
判
断
で

き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
同
一
で
あ
る
か
ど
う
か
不
明
で
あ
り
続
け
る
な
ら
、
そ
れ
は
自
分
で
考
え
つ
い
た
だ
け
の
可
能
性
に
留
ま

り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
他
者
か
ら
学
ん
だ
と
い
う
経
験
に
は
相
当
し
な
い
の
だ
。
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
は
、
言
語
理
論
に
お
け
る

（
一
–
ｂ
）
を
指
摘
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
考
え
で
は
、
言
語
を
通
じ
て
思
い
つ
い
て
い
な
か
っ
た
考
え
を
他
者
か
ら
学
ぶ
と
い
う
、

認
め
ら
れ
る
べ
き
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
現
実
が
見
か
け
の
も
の
に
し
か
な
ら
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
か
ら
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
が
導
き
出
す
の
は
、「
語
は
意
味
を
持
つ
」（PhP, 206

）
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
言
語
は

認
識
さ
れ
た
対
象
を
表
示
す
る
空
虚
な
像
で
は
な
く
、そ
れ
自
体
の
う
ち
に
固
有
の
意
味
が
あ
る
。
彼
は
こ
の
点
を
論
じ
る
う
え
で
、

ピ
ア
ジ
ェ
の
記
述
を
参
照
す
る
。
ピ
ア
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
子
ど
も
に
と
っ
て
対
象
は
、
名
づ
け
ら
れ
た
と
き
に
初
め
て
知
ら
れ
、「
名

称
は
対
象
の
本
質
で
あ
り
、そ
の
色
や
形
と
同
じ
資
格
で
対
象
の
中
に
宿
る
」（PhP, 207

）。
こ
う
し
た
記
述
は
、「
語
は
意
味
を
持
つ
」

と
い
う
主
張
に
よ
っ
て
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
が
、
本
稿
に
お
け
る
（
二
–
ａ
）
言
語
の
創
出
的
形
態
化
テ
ー
ゼ
を
主
張
し
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
実
際
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

表
現
作
業
が
成
功
し
た
場
合
、
そ
れ
は
単
に
読
者
な
ら
び
に
文
筆
家
自
身
に
備
忘
録
を
残
す
だ
け
で
な
く
、
意
味
を
、
文
章

の
核
心
そ
の
も
の
の
う
ち
に
一
つ
の
事
物
と
し
て
存
在
さ
せ
、
多
数
の
語
か
ら
な
る
組
織
の
な
か
で
生
き
る
よ
う
に
さ
せ
、

新
し
い
感
覚
器
官
と
し
て
文
筆
家
あ
る
い
は
読
者
の
中
に
据
え
つ
け
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
表
現
は
我
々
の
経
験
に
対
し

て
新
し
い
領
野
あ
る
い
は
新
し
い
次
元
を
開
く
。（PhP, 212-213

）
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パ
ロ
ー
ル
は
単
な
る
出
来
上
が
っ
た
も
の
を
表
示
す
る
像
で
な
い
。
そ
れ
は
主
体
が
世
界
と
交
流
す
る
た
め
の「
新
し
い
感
覚
器
官
」

と
し
て
働
き
、
経
験
の
原
像
を
主
体
に
も
た
ら
す
。
既
成
の
世
界
を
反
復
的
に
反
映
せ
ず
、
有
意
味
な
ま
と
ま
り
が
新
た
に
生
じ
る

と
い
う
意
味
で
「
新
し
い
領
野
も
し
く
は
新
し
い
次
元
」
が
開
か
れ
る
。
こ
こ
に
、
先
に
確
認
し
た
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
お
よ
び
彼
が
解

釈
す
る
フ
ン
ボ
ル
ト
と
軌
を
一
に
す
る
見
解
が
見
出
せ
る8

。

ま
た
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
他
者
と
の
言
語
的
伝
達
も
こ
の
（
二
–
ａ
）
を
主
張
す
る
こ
と
で
捉
え
直
そ
う
と
さ
れ
て
い
る

点
で
あ
る
。

私
が
最
初
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
相
手
は
、「
表
象
」
や
思
考
で
は
な
く
語
る
主
体
で
あ
り
、
あ
る
特
定
の
存
在
の

ス
タ
イ
ル
で
あ
り
、
そ
の
人
が
向
か
う
「
世
界
」
で
あ
る
。（PhP, 214

）

言
語
は
単
に
他
者
の
う
ち
に
既
得
の
観
念
を
喚
起
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
く
、
話
し
手
が
捉
え
る
世
界
と
の
関
わ
り
方
を
聞
き
手
の
経

験
の
う
ち
に
生
じ
さ
せ
る
。
他
人
の
語
り
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
思
考
の
操
作
に
よ
っ
て
演
繹
さ
れ
る
命
題
を
把
握
す
る
こ
と
で
は

な
く
、「
私
の
固
有
の
実
存
の
同
時
的
転
調
」、「
私
の
存
在
の
変
容
」（PhP, 214

）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
人
の
パ
ロ
ー
ル
に
よ
っ

て
世
界
が
新
た
な
仕
方
で
形
態
化
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
先
に
言
わ
れ
て
い
た
自
身
の
思
考
の
完
成
も
、
言
語

が
意
味
を
持
つ
の
と
同
様
に
、
言
語
自
体
が
形
態
化
と
し
て
意
味
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、『
知
覚
の
現
象
学
』
の
積
極
的
な
言
語
論
は
、
伝
統
的
な
議
論
と
照
応
さ
せ
る
と
（
一
–
ａ
）

と
（
一
–
ｂ
）
を
批
判
し
、（
二
–
ａ
）
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
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四　

パ
ロ
ー
ル
の
歴
史
公
共
性
を
め
ぐ
っ
て

前
節
で
は
、『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
い
て
（
一
–
ａ
）
と
（
一
–
ｂ
）
が
批
判
さ
れ
、
代
わ
り
に
（
二
–
ａ
）
が
主
張
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
で
は
、（
二
–
ｂ
）
言
語
の
公
共
的
保
存
テ
ー
ゼ
は
こ
の
著
作
に
見
出
せ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
関
し
て
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
は
微
妙
な
態
度
を
取
り
、
明
確
に
は
主
張
し
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
こ
と

は
、
パ
ロ
ー
ル
を
、
像
で
は
な
く
思
考
を
完
成
さ
せ
る
（
二
–
ａ
）
と
し
て
の
言
葉
と
、
そ
う
し
た
行
為
の
蓄
積
に
よ
っ
て
受
け
継

が
れ
た
言
葉
と
に
区
別
す
る
、
よ
く
知
ら
れ
た
議
論
を
検
討
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
パ
ロ
ー
ル
を

二
つ
に
区
別
し
て
い
る
。

語
る
パ
ロ
ー
ル
と
語
ら
れ
た
パ
ロ
ー
ル
に
区
別
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
前
者
は
、
意
味
志
向
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
状
態

の
う
ち
に
あ
る
も
の
だ
。〔
…
〕
こ
の
パ
ロ
ー
ル
は
自
然
的
存
在
に
対
す
る
我
々
の
実
存
の
超
過
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
現
行

為
は
言
語
的
世
界
と
文
化
的
世
界
を
構
成
し
、存
在
の
彼
方
へ
と
向
か
っ
て
い
た
も
の
を
再
び
存
在
に
引
き
戻
す
。
こ
こ
か
ら
、

既
存
の
財
産
の
よ
う
に
利
用
可
能
な
意
味
を
使
用
す
る
語
ら
れ
た
パ
ロ
ー
ル
が
生
じ
る
。
こ
う
し
た
既
得
物
か
ら
出
発
し
て
、

そ
の
他
の
真
正
な
表
現
行
為
―
―
文
筆
家
や
芸
術
家
や
哲
学
者
の
そ
れ
―
―
が
可
能
と
な
る

0

0

0

0

0

。（PhP, 229 

強
調
引
用
者
）

メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
語
る
パ
ロ
ー
ル
に
お
い
て
意
味
を
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
持
つ
言
語
が
創
り
出
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ

て
思
考
は
完
成
し
、
当
の
語
る
主
体
や
他
者
に
新
た
な
世
界
の
領
野
が
開
か
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
語
ら
れ
た
パ
ロ
ー
ル
と
は
、

語
る
パ
ロ
ー
ル
が
い
つ
で
も
利
用
可
能
な
も
の
と
し
て
流
布
し
た
と
き
に
成
立
す
る
言
葉
と
さ
れ
る
。
重
要
な
の
は
、
そ
れ
は
陳
腐

な
表
現
と
し
て
価
値
が
な
い
わ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
「
既
得
物
」
に
よ
っ
て
、
言
語
行
為
者
が
一
次
的
な
語
る
パ
ロ
ー
ル
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を
創
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
言
語
の
歴
史
公
共
体
の
う
ち
で
初
め
て
ひ
と
は
、
言
語
を
用
い
て
新

た
な
意
味
へ
と
向
か
い
、
世
界
と
の
関
係
を
形
態
化
で
き
る
。
ひ
と
は
言
語
行
為
を
遂
行
す
る
と
き
、
そ
の
言
語
に
よ
っ
て
世
界
が

形
態
化
す
る
よ
う
な
あ
り
方
で
言
語
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
歴
史
公
共
体
の
う
ち
に
参
与
し
て
い
る
こ
と
で
で
き

る
よ
う
に
な
る
。
作
家
や
哲
学
者
が
行
う
よ
う
に
、
す
で
に
あ
る
語
を
用
い
な
が
ら
も
そ
こ
か
ら
新
た
な
形
態
化
を
行
う
こ
と
は
可

能
で
あ
り
、
そ
の
都
度
新
し
く
作
り
出
さ
れ
る
造
語
だ
け
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

し
か
し
、言
語
の
歴
史
公
共
体
の
う
ち
に
参
与
し
て
い
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、そ
の
言
語
は
単
に
認
識
し
た
も
の
の
反
映
で
な
く
、

少
な
か
ら
ず
そ
れ
が
世
界
を
形
態
化
す
る
よ
う
な
仕
方
で
、
つ
ま
り
語
が
意
味
を
持
つ
と
い
う
仕
方
で
経
験
さ
れ
な
け
れ
ば
、
極
端

な
場
合
そ
の
語
は
失
語
患
者
が
経
験
す
る
よ
う
に
意
味
を
伴
わ
な
い
た
だ
の
空
虚
な
音
声
と
し
て
し
か
経
験
さ
れ
な
い
。こ
の
点
で
、

歴
史
公
共
的
な
言
語
は
形
態
化
す
る
こ
と
の
で
き
る
主
体
の
力
能
に
依
存
し
て
い
る
。
先
行
研
究
で
も
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
、
こ
こ
に
語
る
パ
ロ
ー
ル
と
語
ら
れ
た
パ
ロ
ー
ル
の
循
環
関
係
が
見
出
せ
る
（e.g. H

ass 2008, 191

）。
以
上
の
検
討
か
ら
言
え

る
の
は
、『
知
覚
の
現
象
学
』
の
う
ち
に
（
二
–
ｂ
）
と
類
似
し
た
歴
史
共
同
体
に
お
け
る
言
語
の
存
在
の
必
要
性
と
い
う
見
解
を

見
出
す
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
は
（
二
–
ａ
）
に
依
拠
し
た
限
り
で
の
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
指
摘
さ
れ
る
の
は
あ

く
ま
で
も
「
パ
ロ
ー
ル
を
通
し
て
行
わ
れ
る
他
人
の
思
想
の
継
承
、
他
人
へ
の
反
省
、
他
人
に
倣
っ
て

0

0

0

0

0

0

考
え
る
能
力
が
存
在
す
る
」

（PhP, 208 

強
調
原
著
者
）
点
で
あ
り
、
そ
れ
は
個
人
の
言
語
行
為
に
先
ん
じ
て
歴
史
的
公
共
体
に
参
与
す
る
必
要
が
あ
る
と
明
確

に
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
、
す
で
に
い
い
表
さ
れ
、
あ
る
言
語
共
同
体
の
う
ち
に
あ
る
言
語
は
「
二
次
的
な
表

現
」（PhP, 297

）
と
し
て
、次
の
引
用
箇
所
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、あ
く
ま
で
も
二
次
的
な

0

0

0

0

思
考
を
呼
び
起
こ
す
の
に
用
い
ら
れ
る
、

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
言パ
ロ
ー
ル葉

が
制
度
化
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

世
界
の
内
に
生
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
月
並
み
な
言
葉
に
対
し
て
、
我
々
は
す
で
に
形
成
さ

72



れ
た
意
味
を
自
分
自
身
の
内
に
所
有
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
言
葉
は
、我
々
の
う
ち
に
二
次
的
な
思
考
し
か
呼
び
起
こ
さ
な
い
。

こ
の
思
考
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
我
々
に
表
現
の
真
正
な
努
力
を
何
ら
要
求
せ
ず
、
聞
き
手
が
そ
れ
を
了
解
す
る
の
に
も
何
ら

努
力
を
要
求
し
な
い
言
葉
に
翻
訳
さ
れ
る
。（PhP, 214 

強
調
原
著
者)

「
言パ
ロ
ー
ル葉
が
制
度
化
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

世
界
」
に
言
及
す
る
こ
と
で
、
一
定
の
言
語
表
現
が
既
定
の
も
の
と
な
り
、
苦
労
す
る
こ
と
な
く
思
考
が

伝
達
さ
れ
る
場
面
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
前
節
で
は
（
二
–
ｂ
）
を
伝
統
的
な
言
語
理
解
に
対
す
る
批
判
的
観
点
と
し
て
見
出
し
た

が
、
こ
う
し
た
態
度
で
言
語
の
歴
史
公
共
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
が
言
語
の
歴
史
公
共
性
を

取
り
上
げ
る
の
に
は
別
の
目
的
が
あ
る
。
彼
の
考
え
で
は
、
伝
統
的
な
言
語
理
論
が
（
一
–
ａ
）
を
認
め
る
の
は
、
言
語
の
歴
史
的

沈
殿
化
が
原
因
で
あ
る
。
つ
ま
り
、（
二
–
ａ
）
か
ら
（
一
–
ａ
）
へ
の
移
行
に
お
い
て
歴
史
的
制
度
化
の
作
用
が
働
い
て
い
る
と

考
え
て
い
る
の
だ
。
こ
の
点
で
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
は
、
言
語
の
歴
史
性
が
持
つ
、
パ
ロ
ー
ル
の
真
正
な
働
き
を
覆
い
隠
す
作
用
に

警
戒
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
言
語
の
歴
史
性
に
対
す
る
警
戒
は
言
語
の
歴
史
公
共
性
の
否
定
で
は
な
い
こ
と
が
、
後
に
な
っ
て
明
確
に

論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
「
言
語
の
現
象
学
に
つ
い
て
」
の
関
連
す
る
箇
所
を
検
討
し
よ
う
。

こ
の
論
攷
で
は
、
本
稿
の
は
じ
め
に
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
言
語
活
動
の
結
果
を
科
学
的
に
観
察
す
る
だ
け
で
は
言
語
を
理
解
し

た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
ま
た
言
語
活
動
を
そ
の
主
体
の
心
理
的
経
験
と
し
て
捉
え
る
だ
け
で
は
言
語
の
体
系
性
が
捉
え
ら
れ
な
く
な

る
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
言
語
の
通
時
的
側
面
と
共
時
的
側
面
を
接
合
す
る
こ
と
の
で
き
る
パ
ロ
ー
ル
の
現
象
学
を
行
う

必
要
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
次
の
箇
所
が
注
目
に
値
す
る
。

語
る
主
体
に
と
っ
て
表
現
す
る
と
は
意
識
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
主
体
は
単
に
他
人
の
た
め
に
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
自
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分
が
向
か
っ
て
い
る
も
の
を
自
ら
知
る
た
め
に
表
現
す
る
。〔
…
〕
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
う
な
る
の
か
。
意
味
志
向
が
、
私
の

語
る
ラ
ン
グ
、
私
の
継
承
し
て
い
る
文
書
や
文
化
の
総
体
が
表
し
て
い
る
自
由
に
使
用
し
う
る
意
味
の
体
系
の
中
に
或
る
等

価
物
を
探
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
に
身
体
を
与
え
、
自
ら
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。（S, 113

）

ま
ず
、こ
れ
ま
で
見
て
き
た
議
論
と
同
様
に
、パ
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
で
思
考
が
完
成
す
る
点
が
主
張
さ
れ
、（
二
–
ａ
）

と
し
て
言
語
を
捉
え
る
こ
と
の
重
要
性
が
言
わ
れ
る
。そ
し
て
自
分
が
参
与
し
て
い
る
言
語
体
系
と
し
て
の
歴
史
公
共
体
の
う
ち
に
、

主
体
は
自
ら
が
語
り
出
す
も
の
に
相
応
し
い
言
語
的
な
等
価
物
を
探
し
出
せ
る
と
さ
れ
る
。『
知
覚
の
現
象
学
』
で
記
さ
れ
て
い
た

よ
う
に
、パ
ロ
ー
ル
（
特
に
「
語
る
パ
ロ
ー
ル
」）
は
す
で
に
文
化
的
産
物
と
し
て
主
体
が
使
用
で
き
る
語
と
共
に
可
能
と
な
る
の
だ
。

次
に
、
そ
う
し
た
既
存
の
文
化
に
お
け
る
産
物
と
語
る
主
体
と
の
関
わ
り
が
問
わ
れ
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
は
自
身
の
考
え
を
述

べ
る
。し

か
し
す
で
に
自
由
に
扱
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
も
ろ
も
ろ
の
意
味
は
、
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ま
た
ど
う
い
っ
た

意
味
で
そ
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
ら
の
意
味
が
そ
う
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
そ
の
時
代
に
、
同
種
の
表
現
作
業
に
よ
っ

て
、
私
が
頼
る
こ
と
の
で
き
る
意
味
、
私
が
持
つ

0

0

意
味
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

と
き
で
あ
る
。（S, 113 

強
調
原
著
者
）

歴
史
公
共
体
に
お
け
る
言
語
が
語
る
主
体
の
扱
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
理
由
が
、
同
時
代
の
表
現
作
業
に
よ
っ
て
、
意
味
を
持
つ

言
語
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
特
定
の
個
人
と
は
別
に
、
匿
名
的
な
他
の
人
が
行
う
表
現
作

業
の
総
体
と
し
て
言
語
が
生
気
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。『
知
覚
の
現
象
学
』
で
は
制
度
化
さ
れ
て
い
る
と
は
、
二
次
的

な
思
考
の
喚
起
と
関
わ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
身
分
が
原
本
的
か
派
生
的
か
の
関
係
に
な
っ
て
い
な
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い
。
む
し
ろ
歴
史
公
共
性
の
う
ち
で
こ
そ
パ
ロ
ー
ル
は
実
効
的
に
な
る
。
こ
う
し
た
「
制
度
」
の
内
実
を
本
稿
で
十
分
に
明
確
化
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
直
後
に
、
歴
史
公
共
体
に
お
け
る
言
語
を
利
用
し
て
、
い
ま
ま
で
一
度
も
言
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ

と
を
語
る
と
き
に
表
現
が
行
わ
れ
る
と
言
わ
れ
る
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
制
度
化
さ
れ
た
言
語
は
、
語
る
主
体
が
語
る
た
め
の
足
場
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
、特
殊
な
表
現
に
先
立
っ
て
意
味
を
保
存
す
る
全
体
で
あ
る
と
少
な
く
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
（
二
–
ｂ
）

私
的
な
思
考
の
伝
達
に
先
立
っ
て
、
そ
れ
を
条
件
づ
け
る
歴
史
公
共
性
と
い
う
言
語
の
性
格
が
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
の
議
論
に
お

い
て
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
パ
ロ
ー
ル
が
持
つ
哲
学
的
意
義
に
つ
い
て
、
言
語
の
創
出
的
形
態
性
の
観
点
と
歴
史
公

共
性
の
観
点
か
ら
明
確
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
準
備
と
し
て
伝
統
的
な
二
つ
の
主
要
な
テ
ー
ゼ
を
哲
学
史
と
心
理
学
史
に
お

け
る
議
論
か
ら
定
式
化
し
た
う
え
で
、
二
〇
世
紀
前
半
に
あ
っ
た
伝
統
的
な
言
語
理
論
に
対
す
る
批
判
的
な
テ
ー
ゼ
を
同
様
に
二
つ

論
じ
た
。
こ
れ
ら
の
四
つ
の
テ
ー
ゼ
を
枠
組
み
に
し
て
、メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
の
見
解
の
内
実
を
検
討
す
る
と
、メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ

の
言
語
論
は
、
当
初
（
一
–
ａ
）
と
（
一
–
ｂ
）
を
（
二
–
ａ
）
の
観
点
か
ら
批
判
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
に
な
っ
て
（
二
–
ｂ
）

の
観
点
が
論
じ
ら
れ
る
と
い
う
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、（
二
–
ａ
）
と
（
二
–
ｂ
）
の
二
つ
の
テ
ー
ゼ
は
、
ど
の
よ
う
に
連
関
し
て
い
る
の
か
。
両
者
の
関
係
を
解
釈
す
る
う

え
で
重
要
な
概
念
の
一
つ
が
、
本
稿
で
は
簡
単
に
し
か
言
及
で
き
な
か
っ
た
「
制
度
（
化
）」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。『
知
覚
の
現
象

学
』
の
出
版
後
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
は
Ｆ
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
論
を
精
緻
に
読
解
し
、
ま
た
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
が
フ
ン

ボ
ル
ト
の
考
え
を
受
け
継
い
で
論
じ
た
「
内
的
言
語
形
式
」
の
哲
学
的
意
義
を
積
極
的
に
捉
え
る
。
こ
う
し
た
探
究
は
一
九
五
四
–
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五
五
年
の
い
わ
ゆ
る
「
制
度
化
」
お
よ
び
「
受
動
性
の
問
題
」
講
義
に
お
い
て
、
人
間
の
象
徴
機
能
の
観
点
か
ら
統
一
的
に
論
じ
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
本
稿
は
、「
制
度
（
化
）」
を
め
ぐ
る
議
論
の
内
実
を
捉
え
、
さ
ら
に
は
ひ
と
が
言
語
と
関
わ
る
際
の
二
つ
の
側

面
が
持
つ
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
哲
学
的
な
考
察
に
寄
与
す
る
だ
ろ
う
。
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世
界
に
対
す
る
関
係
と
し
て
の
言
語
に
つ
い
て
―
―
失
語
症
研
究
に
関
す
る
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
の
考
察
を
通
じ
て
」『
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ

研
究
』
二
七
号
、
七
五
–
九
一
頁
。

波
多
野
和
夫
ほ
か
（
二
〇
〇
二
）『
言
語
聴
覚
士
の
た
め
の
失
語
症
学
』
医
歯
薬
出
版
株
式
会
社
。

註

1　

略
号
に
つ
い
て
は
文
献
表
を
参
照
。
以
下
の
引
用
文
は
す
べ
て
、邦
訳
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
参
考
に
し
て
い
る
が
、

新
た
に
原
文
か
ら
訳
し
起
こ
し
て
い
る
た
め
必
ず
し
も
既
訳
の
文
言
と
一
致
し
て
い
な
い
。

2　

メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
は
Ｐ
・
ギ
ヨ
ー
ム
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
訳
さ
れ
た
も
の
を
『
行
動
の
構
造
』
で
参
照
し
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
本
稿
で
も
こ
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
版
を
参
照
す
る
。

3　

メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
は
、『
行
動
の
構
造
』
に
お
い
て
こ
の
論
攷
を
参
照
し
な
が
ら
、
パ
ロ
ー
ル
と
し
て
の
言
語
は
人
間
の
実

存
と
内
的
な
関
係
に
あ
る
と
論
じ
る
（cf. 

野
々
村 

二
〇
二
三
）。

4　

メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
の
背
景
に
は
、
他
に
Ｂ
・
パ
ラ
ン
や
Ｊ
–
Ｐ
・
サ
ル
ト
ル
に
よ
る
議
論
も
あ
る
（cf. N

oble 

77



2014; 

佐
野 

二
〇
二
三
）。

5　

ジ
ェ
ー
ム
ズ
自
身
は
、
言
語
に
必
要
な
要
素
に
対
応
す
る
独
立
し
た
「
器
官
」
が
大
脳
に
あ
る
こ
と
を
認
め
ず
、
む
し
ろ
意
識

を
流
れ
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
。

6　

ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
の
ピ
ア
ジ
ェ
批
判
は
、
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
言
語
と
言
語
障
害
』（
一
九
四
八
年
）
に
お
い
て
取
り
上
げ

ら
れ
て
お
り
、メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
も
こ
の
著
作
を
通
じ
て
概
略
を
知
っ
て
い
る
と
推
察
で
き
る
。
ま
た
、メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ

の
ピ
ア
ジ
ェ
批
判
に
は
、
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
の
も
の
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

7　

た
だ
し
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
は
、
と
り
わ
け
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
の
う
ち
に
主
知
主
義
で
は
な
く
「
実
存
主
義
」
的
な
側
面
を

見
出
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
彼
に
対
す
る
評
価
は
両
義
的
で
あ
る
。

8　

メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
る
フ
ン
ボ
ル
ト
の
「
内
的
言
語
形
式
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
野
々
村
（
二
〇
二
三
）
を
参
照
。

﹇
付
記
﹈ 

本
研
究
は
、JST

次
世
代
研
究
者
挑
戦
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ムJPM

JSP2108

、JSPS

科
研
費23K

J0442

の
支
援
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
。
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