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モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
（M

au
rice M

erleau
-P

on
ty 1908-1961

）
の
哲

学
の
歩
み
に
お
い
て
、
文
学
あ
る
い
は
文
学
的
な
言
語
表
現
の
問
題
に
つ
い
て
の
考

察
は
、
完
成
し
た
著
作
と
し
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、

彼
の
哲
学
の
全
体
を
理
解
す
る
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

彼
が
最
初
の
二
つ
の
著
作
『
行
動
の
構
造
』
や
『
知
覚
の
現
象
学
』
で
精
神
と
自

然
の
関
係
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
行
動
や
知
覚
に
関
わ
る
生
き
ら
れ
た
身
体
の
あ
り

か
た
を
見
出
し
、
そ
こ
か
ら
デ
カ
ル
ト
以
来
の
二
元
論
的
哲
学
の
思
考
法
を
批
判
し

た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
彼
の
哲
学
が
身
体
の
哲
学

あ
る
い
は
知
覚
の
哲
学
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。
客
観
主
義

的
思
考
に
よ
っ
て
見
失
わ
れ
た
、
生
き
ら
れ
た
身
体
と
し
て
の
現
象
的
身
体
の
経
験

へ
の
回
帰
と
い
う
主
題
が
こ
れ
ら
の
著
作
を
貫
い
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
、
彼
が
後

期
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
を
身
体
論
の
観
点
か
ら
大
胆
に
展
開
し
た
こ
と
と
深
く
結

び
つ
い
て
い
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
一
般
的
な
哲
学
史
的
評
価
や
位
置
づ
け
が

ま
ず
も
っ
て
こ
の
点
に
定
位
さ
れ
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
異
論
の
出
な
い

定
説
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

他
方
で
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
自
身
の
哲
学
的
展
開
に
お
い
て
、
彼
の
哲
学
が
そ

の
後
も
は
や
行
動
や
知
覚
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
言
語
の
現
象
学
」
あ
る
い
は

「
表
現
の
現
象
学
」を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
周
知
の
こ
と
で
あ
る①
。
彼
は
そ

れ
を
『
世
界
の
散
文
』
と
い
う
著
作
と
し
て
世
に
問
お
う
と
し
た
が
、
結
局
そ
れ
は

完
成
せ
ず
、
彼
の
没
後
に
遺
稿
と
し
て
公
刊
さ
れ
た②
。
生
前
に
論
文
の
形
で
刊
行
さ

れ
た
も
の
は
、『
シ
ー
ニ
ュ
』
に
収
録
さ
れ
た
「
間
接
的
言
語
と
沈
黙
の
声
」「
言
語

の
現
象
学
に
つ
い
て
」
な
ど
で
あ
る
。
す
で
に
彼
の
哲
学
に
お
け
る
言
語
の
問
題
に

つ
い
て
多
く
の
研
究
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
の
言
語
哲
学
は
著
作
の
形
で
世
に
問

わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
未
完
成
の
ま
ま
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
言
語
哲
学

の
最
終
的
到
達
点
を
示
す
文
献
資
料
と
い
う
も
の
は
、
現
段
階
で
は
存
在
し
な
い
の

で
あ
る
。

一
般
的
に
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
哲
学
を
ま
ず
は
言
語
学
と
現
象
学
の

交
差
点
に
置
く
と
い
う
解
釈
は
穏
当
な
も
の
で
は
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
が
公
表
し
た
一
九
五
一
年
の
「
言
語
の
現
象
学
に
つ
い
て
」
か
ら
示
さ
れ
る
と

お
り
で
あ
り
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
想
を
得
た
言
語
学
的
考
察
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
生
活
世

界
と
制
度
化
の
現
象
学
（
と
り
わ
け
『
幾
何
学
の
起
源
』
に
見
出
さ
れ
る
）
と
を
結
び
つ

け
る
点
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
語
る
主
体
」（le su

jet p
arlan

t

）
と
制
度

（in
stitu

tion

）
の
関
係
、
パ
ロ
ー
ル
と
ラ
ン
グ
の
関
係
に
つ
い
て
「
身
体
」
を
基
軸

に
し
た
考
察
を
展
開
し
て
い
る
点
で
、
言
語
学
と
現
象
学
を
結
び
つ
け
て
考
え
る
上

で
の
重
要
な
寄
与
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
果
た
し
て
そ
れ
が
メ
ル
ロ

＝
ポ
ン
テ
ィ
が
言
語
に
つ
い
て
考
察
し
た
こ
と
の
全
体
で
あ
る
か
と
言
う
と
、
必
ず

し
も
そ
う
は
言
え
な
い
。
論
文
の
形
で
明
確
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
は

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
哲
学
に
お
け
る
文
学
と
両
義
性

加　
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い
え
、
文
学
の
言
語
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
思
想
に
一
貫
し

て
継
続
的
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
目
配
り
を
欠
く
と
、
彼
の
言
語
哲
学
の
全

体
像
を
描
く
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う③
。

紙
幅
も
限
ら
れ
た
本
論
で
は
そ
の
本
格
的
な
論
証
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
す
こ
と

と
し
て
、
こ
こ
で
は
前
期
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
文
学
と
言
語
の
関
係
を
と

ら
え
る
た
め
に
、
ひ
と
ま
ず
い
く
つ
か
の
論
点
を
指
摘
し
て
お
く
に
と
ど
め
た
い
。

第
一
に
、
初
期
の
著
作
に
お
け
る
文
学
作
品
へ
の
参
照
と
そ
こ
で
の
哲
学
的
記
述

と
の
関
係
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
最
初
の
二
つ
の
著
作

は
、
た
し
か
に
「
行
動
」
や
「
知
覚
」
に
つ
い
て
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
の
成
果

を
も
と
に
、
そ
こ
に
現
象
学
的
な
考
察
を
加
え
て
、
従
来
の
超
越
論
的
主
観
の
哲
学

を
批
判
す
る
「
新
た
な
超
越
論
的
哲
学④
」
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
と

り
た
て
て
文
学
の
言
語
の
問
題
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
注
意
深
く
そ
の
叙
述
を
追
っ
て
い
く
と
、
す
で
に
『
行
動
の
構
造
』
に

お
い
て
、た
と
え
ば
ク
ロ
ー
デ
ル
の
『
詩
法
』
で
用
い
ら
れ
た
「
共
に
―
生
ま
れ
る
」

（co-n
aître

）
と
い
う
概
念
が
デ
カ
ル
ト
の
『
屈
曲
光
学
』
批
判
の
文
脈
で
用
い
ら
れ⑤
、

身
体
の
志
向
性
を
め
ぐ
る
議
論
の
文
脈
で
プ
ル
ー
ス
ト
の『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』

（「
ゲ
ル
マ
ン
ト
の
ほ
う
へ
」）が
参
照
さ
れ
て
い
る⑥
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

ら
は
単
に
都
合
の
良
い
表
現
を
文
学
作
品
か
ら
借
用
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
最

後
期
に
至
る
ま
で
、
ク
ロ
ー
デ
ル
や
プ
ル
ー
ス
ト
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て

重
要
な
参
照
作
家
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
の
最
後
の
講
義⑦
で

は
、
ク
ロ
ー
デ
ル
、
プ
ル
ー
ス
ト
、
ク
ロ
ー
ド
・
シ
モ
ン
の
作
品
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

デ
カ
ル
ト
の
『
屈
曲
光
学
』
や
『
省
察
』
の
思
想
と
一
種
の
対
照
を
な
す
形
で
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
き
わ
め
て
潜
在
的
な
形
で
あ
る
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
文
学
作
品
へ

の
参
照
は
、
最
初
の
著
作
で
あ
る
『
行
動
の
構
造
』
に
お
い
て
す
で
に
見
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
知
覚
の
現
象
学
』
に
な
る
と
、
よ
り
大
胆
に
顕
著
な
形
で
文
学
作
品
が

参
照
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
身
体
概
念
に
決
定
的
な
寄
与
を

な
し
た
「
身
体
図
式
」
の
概
念
を
説
明
す
る
箇
所
で
、
プ
ル
ー
ス
ト
『
失
わ
れ
た
時

を
求
め
て
』（「
ス
ワ
ン
の
ほ
う
へ
」）
で
の
「
過
去
の
番
人
と
し
て
の
身
体
」
の
概
念
が

参
照
さ
れ
て
い
る⑧
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
身
体
概
念
は
、
身
体
そ
の
も
の
が
時
間

を
保
持
す
る
と
す
る
点
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
身
体
概
念
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
お

り
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
「
過
去
の
番
人
と
し
て
の
身
体
」
こ
そ
が
、
彼
の
身
体
概
念
に

一
致
す
る
表
現
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
先
述
の
「
共
に
―
生
ま
れ
る
」
が
相
互
感
覚

の
問
題
と
と
も
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
に
加
え
て
、「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
と
言
語
の
関

係
に
つ
い
て
、
ク
ロ
ー
デ
ル
の
「
フ
ラ
ン
ス
詩
の
詩
句
に
つ
い
て
の
諸
考
察
」
で
の

「
読
者
の
精
神
の
内
に
隠
さ
れ
た
口⑨
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
時
間
性
」
に
つ
い
て
の
章
で
は
、フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
時
間
の
受
動
的
綜
合
を
説

明
す
る
文
脈
で
、
ク
ロ
ー
デ
ル
の
『
詩
法
』
か
ら
「
時
間
は
、
こ
れ
か
ら
存
在
す
る

こ
と
に
な
る
万
物
に 

、そ
れ
が
も
は
や
存
在
し
な
く
な
る
た
め
に 

贈
ら
れ
る
手
段
で

あ
る
」
と
い
う
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る⑩
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
サ
ル
ト
ル
が
『
存
在
と

無
』
で
行
っ
た
こ
と
に
触
発
さ
れ
て
の
こ
と
で
は
あ
ろ
う
が
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
『
失

わ
れ
た
時
を
求
め
て
』（「
ス
ワ
ン
の
ほ
う
へ
」）
で
の
オ
デ
ッ
ト
に
対
す
る
ス
ワ
ン
の
嫉

妬
の
変
遷
が
言
及
さ
れ
て
い
る⑪
。
そ
の
他
に
も
、
歴
史
的
事
件
に
つ
い
て
の
個
人
的

視
点
に
よ
る
把
握
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
『
パ
ル
ム
の
僧
院
』
で

フ
ァ
ブ
リ
ス
が
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
に
つ
い
て
抱
い
た
感
想
な
ど
が
重
要
な
参
照
と
し
て

言
及
さ
れ
て
い
る⑫
。

こ
う
し
た
参
照
は
す
べ
て
、
哲
学
研
究
に
お
い
て
は
、 

他
の
表
現
で
説
明
で
き
な

く
は
な
い
が
た
だ
適
切
な
表
現
が
文
学
の
中
に
見
出
さ
れ
た
だ
け
だ
、
と
、
そ
の
よ

う
に
扱
っ
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
よ
く
で
き
た
「
文
学
的
」
な
「
比
喩
」

表
現
に
す
ぎ
ず
、
そ
う
し
た
表
現
が
取
り
出
さ
れ
た
文
学
に
つ
い
て
の
知
識
な
ど
一

切
な
く
と
も
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
現
象
学
的
あ
る
い
は
現
象
学
心
理
学
的
記
述

は
十
分
に
理
解
さ
れ
る
、
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
哲
学
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
そ
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れ
が
広
す
ぎ
る
な
ら
少
な
く
と
も
現
象
学
に
お
い
て
、
そ
の
哲
学
的
叙
述
（
あ
る
い

は
、
そ
れ
と
同
義
で
は
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
と
し
て
、
現
象
学
的
記
述
）
に
お
い

て
「
比
喩
」
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
広
範
な
、
複
雑
で
多
様
な
議
論
が
あ

り
う
る
し
、
事
実
、
そ
の
問
題
は
今
ま
で
議
論
さ
れ
て
き
て
い
る⑬
。
お
そ
ら
く
、
哲

学
（
あ
る
い
は
現
象
学
）
に
と
っ
て
「
比
喩
」
や
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
思
想
の
理

解
に
重
要
と
考
え
た
「
ス
タ
イ
ル
」（
文
体
）
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、

と
い
う
議
論
は
、
単
に
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
の
全
体
像
を
理
解
す
る
と
い
う

問
題
設
定
を
超
え
て
、
非
常
に
大
き
く
て
決
着
の
困
難
な
問
題
を
提
供
す
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う⑭
。
こ
こ
で
は
、
ひ
と
ま
ず
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
、
ほ
と
ん
ど
文
学
と

は
無
縁
と
思
わ
れ
る
初
期
の
著
作
に
お
け
る
文
学
作
品
の
参
照
に
つ
い
て
指
摘
す
る

こ
と
で
満
足
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

つ
づ
い
て
第
二
に
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
い
て
展
開

し
て
い
る
言
語
論
は
、文
学
の
言
語
を
積
極
的
に
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
と
は
い
え
、

そ
れ
を
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

周
知
の
と
お
り
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
『
知
覚
の
現
象
学
』
で
、「
語
り
つ
つ
あ

る
言
葉
」（parole parlan

te

）
と
「
語
ら
れ
た
言
葉
」（parole parlée
）
と
を
区
別

し
、
前
者
は
「
意
味
志
向
」
が
「
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
状
態
（état n

aissan
t

）」
に
あ

る
言
葉
で
あ
り
、
後
者
は
「
既
得
の
資
産
」
と
し
て
「
処
理
可
能
」
な
意
味
と
結
び

つ
く
言
葉
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
」
は
、「
実
存
が
あ

る
〈
意
味
〉（sen

s

）
へ
と
集
中
し
」、「
言
葉
を
創
造
す
る
」
の
で
あ
る
。
他
方
で
、

「
語
ら
れ
た
言
葉
」
の
方
は
、
既
得
の
意
味
と
し
て
、
文
化
的
な
制
度
と
し
て
理
解
可

能
と
な
っ
た
言
葉
で
あ
る⑮
。

も
ち
ろ
ん
、メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
単
純
に
両
者
を
対
立
さ
せ
て
、創
造
的
な
「
語

り
つ
つ
あ
る
言
葉
」
を
賞
揚
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
既
得
の
も
の
と
し
て
制
度

化
さ
れ
た
「
語
ら
れ
た
言
葉
」
も
、
か
つ
て
は
創
造
的
な
「
語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
」

で
あ
っ
た
も
の
が
、
時
を
経
て
社
会
的
に
、
ま
た
文
化
的
に
一
般
的
な
表
現
と
し
て

慣
用
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
哲
学
者
や
作
家
と
い
え
ど
も
、
ま
ず
は
こ
の
「
語
ら

れ
た
言
葉
」
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
表
現
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
ま
た
、
今
ま
で
に
存
在
し
て
い
た
語
彙
の
思
わ
ぬ
用
法
に
よ
っ
て
、

何
か
決
定
的
に
新
し
い
こ
と
が
言
わ
れ
、
新
し
い
「
意
味
」
が
そ
こ
で
生
ま
れ
た
、

と
言
え
る
よ
う
な
経
験
が
言
語
表
現
に
は
あ
る
こ
と
を
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
語
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
の
「
意
味
」（sen

s

）
は
、
単
に
概
念
的
に
定

義
さ
れ
た
意
味
内
容
や
辞
書
的
な
語
義
の
こ
と
で
は
な
く
、
発
生
状
態
に
あ
る
意
味

と
し
て
、「
感
覚
」（sen

s

）
と
決
し
て
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
「
意
味
」
な
の

で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
を
貫
く
「
意
味
」
と
「
感
覚
」
の
深
い
連
携

は
、
表
現
の
側
か
ら
見
れ
ば
「
語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
」
の
あ
り
方
を
問
題
に
す
る
こ

と
な
し
に
は
十
分
に
理
解
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
、
言
わ
ば
意
味
の
発
生
状
態
を
生
み
出
す
言
葉
の
あ
り
方
は
『
知
覚
の
現
象

学
』
で
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
主
題
化
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
「
コ
ギ
ト
」
の
章

で
「
原
初
的
な
言
葉
」
と
「
二
次
的
な
言
葉
」、あ
る
い
は
「
超
越
論
的
な
言
葉
」
と

「
経
験
的
な
言
葉
」
の
区
別⑯
と
し
て
取
り
上
げ
直
さ
れ
は
す
る
が
、言
語
そ
の
も
の
に

内
在
す
る
意
味
創
造
的
な
機
能
に
つ
い
て
は
十
分
に
は
考
察
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ

は
『
知
覚
の
現
象
学
』
の
主
題
か
ら
は
外
れ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る⑰
。

し
た
が
っ
て
、『
知
覚
の
現
象
学
』
以
降
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
的
展
開
に

お
い
て
意
識
さ
れ
な
が
ら
十
分
に
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
主
題
と
は
、
ま
さ
に
、
こ
の

「
語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
言
葉
」

が
「
語
り
つ
つ
あ
る
」
状
態
に
あ
る
と
か
、
言
語
に
お
い
て
「
意
味
」
が
「
生
ま
れ

つ
つ
あ
る
」
状
態
に
あ
る
と
は
、
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
れ

ば
、
そ
う
し
た
状
態
を
ひ
き
起
こ
す
言
語
の
あ
り
方
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
何
も
文
学
に
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
言
語
が
一
般

的
に
そ
の
よ
う
な
機
能
を
持
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
殊
更
に
文
学
に
お
け

る
言
語
の
使
用
を
問
題
に
す
る
必
要
は
な
い
。
文
学
は
言
語
の
意
味
生
成
的
な
一
般
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的
機
能
の
上
に
形
成
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
文
学
に
お
け
る
言
語
の

使
用
を
特
別
視
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
言
語
の
一
般
的
機
能
の
一
変
種
に
還
元
す

る
こ
と
で
問
題
は
解
決
さ
れ
よ
う
。

し
か
し
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
結
局
未
完
に
終
わ
っ
た
『
世
界
の
散
文
』
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
、文
学
に
お
け
る
言
葉
の
機
能
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
に
取
り
組

み
つ
つ
、
こ
の
研
究
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
よ

り
完
全
な
解
明
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
の
別
の
著
作
の
た
め
に
保
留
し
て
お

く
こ
と
と
し
よ
う
。⑱
」

こ
の
「
も
う
一
つ
の
別
の
著
作
」
は
書
か
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
著
作
と
し
て

は
、
で
あ
る
。
だ
が
、
一
人
の
哲
学
者
が
考
え
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
の
で
な

く
て
は
、
そ
の
思
考
を
追
体
験
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
し
て

哲
学
者
の
思
想
の
全
体
像
と
は
、
そ
の
書
か
れ
つ
つ
あ
っ
た
け
れ
ど
も
書
か
れ
な

か
っ
た
著
作
を
も
除
外
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
も
の
だ
と
し
た
ら
、
私
た
ち
は
、
著

作
の
周
縁
で
哲
学
者
が
準
備
し
つ
つ
あ
っ
た
も
の
に
も
目
を
向
け
て
み
る
必
要
が
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
文
学
を
言
語
の
問
題
か
ら
扱
う
以
前

に
、
道
徳
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
時
期
の
論
文
を
中
心
に
考
察
し
て
み
る
こ

と
と
し
た
い
。

雑
種
的
表
現
と
両
義
性
の
モ
ラ
ル

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
文
学
に
お
け
る
言
語
使
用
の
問
題
に
取
り
組
も
う
と
し
た

契
機
に
、
サ
ル
ト
ル
の
『
文
学
と
は
何
か
』（
一
九
四
八
年
）
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
哲
学
的
に
は
常
に
サ
ル
ト
ル
の
批
判
者
で
あ
り
、
後
に
は
政
治
的
な

見
解
の
相
違
か
ら
決
別
し
て
し
ま
う
と
は
い
え
、
こ
の
時
期
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

は
雑
誌
『
現
代
』
を
サ
ル
ト
ル
と
共
同
で
主
催
し
て
お
り
、
友
情
で
結
ば
れ
た
共
同

作
業
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、た
と
え
ば
『
意
味
と
無
意
味
』（
一
九
四
八
年
）

に
収
録
さ
れ
た
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
作
家
」
や
「
実
存
主
義
論
争
」
と
い
っ
た
、

当
時
教
会
か
ら
も
マ
ル
ク
ス
主
義
者
か
ら
も
批
判
を
受
け
て
い
た
サ
ル
ト
ル
を
擁
護

す
る
文
章
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
、
サ
ル
ト
ル

の
『
文
学
と
は
何
か
』
が
、
そ
れ
に
対
し
て
自
分
の
独
自
の
論
点
を
提
示
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
著
作
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
こ
と
は
、想
像
に
難
く
な
い
。『
世
界
の

散
文
』
の
編
者
序
文
で
、
ク
ロ
ー
ド
・
ル
フ
ォ
ー
ル
は
次
の
よ
う
な
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
の
日
付
の
な
い
メ
モ
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
サ
ル
ト
ル
の
『
文
学
と
は

何
か
』
に
対
抗
し
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
自
分
な
り
の
文
学
論
を
書
く
こ
と
を

意
図
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
私
も
『
文
学
と
は
何
か
』
の
よ
う
な
も
の
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

記
号
と
散
文
に
つ
い
て
、
よ
り
長
く
論
じ
た
部
分
か
ら
な
る
が
、
文
学
の
論
法

全
体
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
文
学
的
な
五
つ
の
知
覚
：
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
、
ス
タ

ン
ダ
ー
ル
、
プ
ル
ー
ス
ト
、
ブ
ル
ト
ン
、
ア
ル
ト
ー
：
に
つ
い
て
の
部
分
か
ら

な
る
も
の
で
あ
る
。⑲
」

こ
れ
は
単
に
、
思
い
つ
き
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
、
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、後
に
『
シ
ー
ニ
ュ
』（
一
九
六
〇
年
）
に
収
め
ら
れ
た
「
モ
ン
テ
ー

ニ
ュ
を
読
む
」（
初
出 

一
九
四
七
年
）
を
発
表
し
て
い
る
し
、
一
九
五
二
年
の
講
義
で

は
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
偽
名
問
題
と
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
沈
黙
期
間
の
問
題
を
扱
い⑳
、
先
述

し
た
と
お
り
、
一
九
五
四
年
講
義
で
は
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
け
る
嫉
妬
の
感
情
の
「
制

度
化
」
を
論
じ
て
い
る㉑
。
ま
た
ほ
ん
の
わ
ず
か
と
は
い
え
、一
九
五
一
年
の
講
演
「
人

間
と
逆
行
性
」
で
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
と
ブ
ル
ト
ン
が
言
及
さ
れ
、「
自
然
発
生
的
な
言
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葉
」（parole spon

tan
ée

）
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る㉒
。
こ
の
講
演
が
、ソ
シ
ュ
ー

ル
の
言
語
学
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
を
論
じ
た
「
言
語
の
現
象
学
に
つ
い
て
」
と

同
年
で
あ
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。
後
者
が
学
会
発
表
と
し
て
学
術
的
な
体
裁
を

と
り
、
前
者
が
一
般
向
け
公
開
講
演
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
哲
学
の
学

界
で
は
後
者
が
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
が
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
構
想
と
し
て
は
、
そ
れ
ら
の
内
容
を
す
べ
て
含
ん
だ

著
作
が
目
論
ま
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
先
に
も
述
べ
た
こ
と
で
あ
る

が
、
こ
の
両
者
を
分
離
す
る
こ
と
な
く
把
握
す
る
の
で
な
く
て
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
言
語
論
の
全
体
像
は
つ
か
め
な
い
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
し
ま
た
、メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
た
だ
単
に
サ
ル
ト
ル
の
『
文
学
と
は
何
か
』

に
触
発
さ
れ
て
『
世
界
の
散
文
』
を
構
想
し
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
一
九
四
五
年
に
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
『
招
か
れ
た
女
』
の
評
論
「
小

説
と
形
而
上
学
」
を
発
表
し
て
い
る
。
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
高
等
師
範
学
校
で
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
同
級
生
で
あ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
い
か
に
も
内
輪
褒
め
の
よ
う
に

も
見
え
る
が
、
こ
の
論
文
は
『
知
覚
の
現
象
学
』
と
そ
の
次
の
著
作
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
と
テ
ロ
ル
』
の
時
期
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
他
者
論
や
道
徳
観
を
か
い
ま
見

せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
評
論
は
、『
意
味
と
無
意
味
』
で
、「
セ
ザ
ン
ヌ
の
懐
疑
」

「
映
画
と
新
し
い
心
理
学
」
と
並
べ
て
収
録
さ
れ
て
お
り
、
絵
画
、
映
画
と
並
ぶ
、
当

時
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
文
学
へ
の
関
心
を
示
唆
し
て
い
る
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
そ
こ
で
、二
〇
世
紀
の
哲
学
に
お
い
て
哲
学
と
文
学
の「
雑

種
的
な
表
現
」（expression

 h
ybride

）
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
う
な
が
し

て
い
る㉓
。
た
と
え
ば
そ
の
好
例
は
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ギ
ー
で
あ
り
、
そ
れ
は
日
記
と
哲

学
的
考
察
と
対
話
か
ら
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
哲
学
と
政
治
と
文
学
が
、

そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
仕
方
で
で
は
あ
れ
、
雑
種
的
に
混
ざ
り
合
っ
た
表
現
の
様
相

を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
ペ
ギ
ー
を
引
用
し
な
が
ら
、
そ

こ
に
「
潜
在
的
な
形
而
上
学
」（u

n
e m

étaph
ysiqu

e laten
te

）
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

す
る㉔
。
古
典
的
で
合
理
的
な
形
而
上
学
は
、
合
理
性
の
地
盤
が
確
立
さ
れ
て
い
た
の

だ
か
ら
、「
概
念
の
組
み
合
わ
せ
」（u

n
 agen

cem
en

t de con
cepts

㉕
）
に
よ
っ
て
人
間

と
世
界
を
理
性
的
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
し
て
お
り
、し
た
が
っ
て
、

哲
学
の
言
語
は
文
学
の
表
現
に
何
も
借
り
る
も
の
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。
プ
ラ
ト

ン
が
「
同
」
と
「
他
」
の
概
念
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
私
と
他
者
の

関
係
に
あ
て
は
め
ら
れ
る
、
と
考
え
た
り
、
デ
カ
ル
ト
が
本
質
と
現
実
存
在
の
同
一

性
と
し
て
の
神
の
概
念
を
自
我
の
定
義
に
関
わ
ら
せ
た
り
す
る
よ
う
な
形
而
上
学
的

思
考
は
、
結
局
、
概
念
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
現
実
存
在
を
引
き
出
す
と
自
負
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
哲
学
の
概
念
と
世
界
の
間
に
は
透
明
な
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
る
と
、
そ
う
し
た
古
典
的
な
形
而
上
学
に
対

し
て
、
現
象
学
や
実
存
主
義
が
提
示
し
た
の
は
、「
世
界
に
つ
い
て
の
一
切
の
思
考
に

先
行
す
る
世
界
と
の
接
触㉖
」
と
い
う
意
味
で
の
経
験
の
表
現
で
あ
る
。
世
俗
的
で
具

体
的
な
人
間
関
係
や
人
間
心
理
は
文
学
が
物
語
と
し
て
描
き
、
そ
う
し
た
も
の
と
は

切
り
離
さ
れ
た
理
念
的
世
界
の
形
而
上
学
は
哲
学
が
概
念
の
構
築
物
と
し
て
描
く
、

と
い
う
区
別
は
も
は
や
通
用
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
文
学
の
仕
事
と
哲

学
の
仕
事
は
も
は
や
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。㉗
」「
同
」
と
「
他
」
の
概
念
分
析

か
ら
形
而
上
学
的
な
他
者
論
を
組
み
立
て
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
現
実
に
は
必
ず
し

も
当
て
は
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
私
の
目
の
前
に
い
る
「
こ
の
他
者
」
に
は
適
合
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。
私
の
目
の
前
に
い
る
「
こ
の
他
者
」
と
の
関
わ
り
を
記
述
す
る
と

な
る
と
、「
哲
学
的
表
現
は
文
学
的
表
現
と
同
じ
両
義
性
（les m

êm
es am

bigu
ïtés

）

を
担
う
こ
と
に
な
る
。㉘
」
私
の
目
の
前
に
い
て
現
実
に
私
に
関
わ
る
「
こ
の
他
者
」

は
、「
他
者
一
般
」
や
「
絶
対
的
他
者
」
の
定
義
か
ら
割
り
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
哲

学
者
に
「
完
全
な
透
明
さ
」
を
も
つ
表
現
を
断
念
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。「
こ
の
他

者
」
は
合
理
的
な
哲
学
概
念
を
も
っ
ぱ
ら
裏
切
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
合
理
的
な
形
而
上
学
、
概
念
の
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組
み
合
わ
せ
と
演
繹
に
よ
る
哲
学
は
、
い
つ
で
も
他
者
一
般
の
概
念
を
取
り
上
げ
る

ば
か
り
で
、「
こ
の
他
者
」
に
つ
い
て
の
他
者
論
を
形
成
す
る
こ
と
に
失
敗
す
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
た
だ
概
念
的
に
演
繹
さ
れ
る
絶
対
的
他
者
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
経

験
に
お
い
て
姿
を
と
り
、
目
に
見
え
る
他
者
と
の
具
体
的
な
関
わ
り
を
問
題
に
す
る

や
否
や
、哲
学
は
文
学
的
な
両
義
的
表
現
を
引
き
受
け
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

他
者
論
の
可
能
性
は
、
哲
学
の
表
現
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
も
問
題
に
し
て
お

り
、
或
る
種
の
文
学
の
中
に
内
在
す
る
哲
学
的
他
者
論
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
う
し
た
例
を
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
小
説
『
招
か
れ
た

女
』（L’In

vitée

㉙
）
の
中
に
見
て
い
る
。
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
こ
の
小
説
は
、
互
い
に

自
由
で
あ
り
完
全
に
一
致
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
カ
ッ
プ
ル
（
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
と

ピ
エ
ー
ル
）
が
、彼
ら
が
「
お
客
さ
ん
」
と
し
て
し
か
見
な
し
て
い
な
か
っ
た
第
三
者

（
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
）
の
登
場
に
よ
っ
て
、
一
種
の
三
角
関
係
に
陥
り
、
他
者
の
存
在

の
介
入
に
よ
っ
て
関
係
が
破
綻
し
て
し
ま
う
顛
末
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

お
互
い
の
自
由
を
認
め
合
い
、
完
全
に
一
致
し
て
い
る
カ
ッ
プ
ル
を
自
認
し
て
い

た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
と
ピ
エ
ー
ル
は
、
嫉
妬
と
い
う
感
情
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な

い
は
ず
で
あ
っ
た
の
に
、
ピ
エ
ー
ル
が
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
の
教
え
子
で
あ
る
グ
ザ

ヴ
ィ
エ
ー
ル
と
付
き
合
い
だ
す
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
は
ピ
エ
ー
ル
と
の
関
係

が
欺
瞞
で
あ
っ
た
こ
と
を
悟
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
は
や
は
り
嫉
妬
と

不
安
を
覚
え
ざ
る
を
え
な
い
し
、
ピ
エ
ー
ル
は
や
は
り
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
を
裏
切
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ッ
プ
ル
は
（
二
つ
の
カ
ッ
プ
ル
か
ら
な
る
）
ト
リ
オ
に
な
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
だ
。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
と
ピ
エ
ー
ル
が
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
の
存
在

を
、
自
分
た
ち
の
関
係
を
脅
か
す
こ
と
の
な
い
程
度
の
「
お
客
さ
ん
」
と
し
て
し
か

と
ら
え
な
い
の
な
ら
、
こ
の
二
人
は
他
者
を
排
除
し
た
世
界
で
生
き
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
完
全
な
相
互
承
認
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
こ
の
二
人
の
自

由
な
共
同
関
係
は
、
あ
ら
か
じ
め
他
者
を
完
全
に
排
除
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
し

か
成
り
立
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
自
称
完
全
な
カ
ッ
プ
ル
は
ト
リ
オ
で

あ
る
こ
と
を
最
初
か
ら
除
外
し
て
い
る
。
第
三
者
（
浮
気
相
手
）
は
、二
人
の
関
係
を

脅
か
す
こ
と
の
な
い
部
外
者
で
し
か
な
く
、
し
た
が
っ
て
自
分
た
ち
と
同
じ
資
格
で

存
在
す
る
他
者
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
、
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
の
存
在
を
彼
女
の

嫉
妬
の
感
情
ま
で
含
め
て
認
め
る
な
ら
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
は
、
ピ
エ
ー
ル
と
の
関

係
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
愚
か
し
い
小
娘
と
し
か
見

な
し
て
い
な
か
っ
た
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
が
ピ
エ
ー
ル
を
奪
う
と
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ

は
自
信
を
失
い
、
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
の
眼
か
ら
見
た
ら
そ
う
見
え
る
に
ち
が
い
な
い

老
け
た
女
と
し
て
自
分
を
感
じ
て
し
ま
う
。
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
の
存
在
を
認
め
ざ
る

を
え
な
い
が
ゆ
え
に
、
三
人
の
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
カ
ッ
プ
ル
と
し
て
成
り
立
つ
こ
と

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
こ
こ
で
、
こ
う
し
た
三
角
関
係
を
道
徳
的
な
観
点
か
ら
批

判
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
自
分
が
や
っ
て
く
る
以
前

に
完
全
な
関
係
が
成
立
し
て
愛
し
合
っ
て
い
る
（
と
思
い
込
ん
で
い
た
）
二
人
（
フ
ラ

ン
ソ
ワ
ー
ズ
と
ピ
エ
ー
ル
）
の
関
係
を
破
綻
さ
せ
て
し
ま
う
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
が
悪
い

の
か
。
だ
が
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
を
誘
惑
し
た
の
は
ピ
エ
ー
ル
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
自

由
で
互
い
を
拘
束
し
な
い
関
係
と
い
う
約
束
を
盾
に
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
を
裏
切
っ
た

ピ
エ
ー
ル
が
悪
い
の
か
。
だ
が
、
ピ
エ
ー
ル
が
他
の
女
性
と
つ
き
あ
う
こ
と
を
フ
ラ

ン
ソ
ワ
ー
ズ
は
お
互
い
の
関
係
の
中
で
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ

と
ピ
エ
ー
ル
は
、
相
互
の
承
認
に
も
と
づ
く
完
全
な
カ
ッ
プ
ル
を
自
負
す
る
以
上
、

お
互
い
の
自
由
を
完
全
に
尊
重
し
、
他
者
の
介
入
に
よ
っ
て
は
ゆ
る
が
な
い
カ
ッ
プ

ル
の
は
ず
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ピ
エ
ー
ル
と
互
い
に
束
縛
し
な
い
自
由

な
関
係
と
い
う
約
束
を
し
て
い
た
の
に
、
ピ
エ
ー
ル
と
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
の
関
係
に

嫉
妬
と
敗
北
感
を
感
じ
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
が
悪
い
の
か
。

こ
の
場
合
、
誰
か
一
人
だ
け
が
全
面
的
に
正
し
く
、
誰
か
一
人
だ
け
が
全
面
的
に
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悪
い
わ
け
で
は
な
い
、
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
解
釈
す
る
。
こ
こ
で
の
三
角
関
係

に
お
け
る
嫉
妬
の
感
情
は
、
道
徳
的
に
解
決
不
能
の
様
相
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。
メ

ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
現
実
の
人
間
関
係
に
お
い
て
、
道
徳
的
に
裁
決
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
局
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

「
ド
ラ
マ
の
中
で
各
人
に
帰
さ
れ
る
も
の
を
計
算
し
た
り
、諸
々
の
責
任
を
評
価

し
た
り
、
物
語
の
本
当
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
与
え
た
り
、
諸
々
の
出
来
事
を
視
野

に
収
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
最
終
的
な
判
決
（Ju

gem
en

t dern
ier

）
と

い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
ド
ラ
マ
の
真
理
を
知
ら
な
い
だ
け
で

は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
真
と
偽
が
、

正
義
と
不
正
が
裁
決
さ
れ
る
よ
う
な
事
の
真
相
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な

い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
解
き
が
た
い
混
乱
の
中
で
、
世
界
や
他
者
と
混
ざ

り
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。㉚
」

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
解
釈
の
立
場
が
、
単
な
る
相
対
主
義
や
懐
疑
主
義
で
は
な

く
、
ま
た
単
な
る
反
道
徳
主
義
で
も
な
い
こ
と
は
注
意
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
彼

が
述
べ
て
い
る
の
は
、「
こ
の
他
者
」
と
の
具
体
的
な
関
係
に
お
い
て
は
、
単
純
な
道

徳
的
裁
決
が
不
可
能
な
人
間
の
ド
ラ
マ
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
真
で
あ
る
こ
と
を
認
め

る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
現
実
の
人
間
の
生
活
に
は
道
徳
的
ジ
レ
ン
マ
が
あ
り
、
そ
の

最
終
的
判
決
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
、
道

徳
が
不
可
能
で
あ
る
、
と
帰
結
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
主
張

す
る
の
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
行
動
と
い
う
も
の
は
唯
一
の
動
機
や
唯
一
の
説
明
を
認
め

る
も
の
で
は
な
い㉛
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
自
由
に
基
づ
く
行
動
の
持
つ
偶

然
性
や
矛
盾
を
認
め
た
上
で
、
多
義
性
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
相
互
の

交
流
（com

m
u

n
ication

）
の
場
か
ら
決
し
て
身
を
引
か
な
い
と
い
う
逆
説
的
な
道
徳

を
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
真
の
道
徳
は
、外
的
な
規
則
に
従
う
こ
と
や
客
観
的
価
値
を
尊
重
す
る
と
こ
ろ

に
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
。
正
し
く
あ
り
、
か
つ
救
済
さ
れ
て
あ
る
た
め
の
手

段
と
い
う
も
の
は
な
い
。32
」

し
た
が
っ
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
文
学
作
品
と
し
て
の
小
説
の
中
に
、
古
典

的
な
道
徳
哲
学
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
、
道
徳
的
ジ
レ
ン
マ
の
内
部
で
生
き
る
人
間
の

葛
藤
の
肯
定
を
読
み
取
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
懐
疑
主
義
や
決
疑
論
と
し
て
表
明

さ
れ
る
以
前
に
、
道
徳
的
な
非
決
定
性
の
中
で
、
道
徳
的
な
裁
決
を
待
た
ず
に
可
能

な
限
り
の
行
動
を
行
な
う
人
間
の
姿
を
描
く
文
学
作
品
の
中
に
、
単
な
る
概
念
の
組

み
合
わ
せ
や
演
繹
に
よ
る
の
で
は
な
い
、
具
体
的
な
他
者
と
の
道
徳
的
に
困
難
な
関

係
に
内
在
す
る
「
潜
在
的
な
形
而
上
学
」
の
表
現
を
読
み
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
短
い
評
論
が
『
知
覚
の
現
象
学
』
の
公
刊
と
同
年
に
公
表
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
注
目
に
値
す
る
。『
知
覚
の
現
象
学
』
の
他
者
論
は
、基
本
的
に
身
体
と
知
覚
に
定

位
し
た
現
象
学
的
な
相
互
主
観
性
論
で
あ
り
、
道
徳
の
次
元
で
の
他
者
論
は
論
じ
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
。「
小
説
と
形
而
上
学
」
は
、
そ
の
意
味
で
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

の
他
者
論
の
道
徳
論
的
展
開
の
可
能
性
を
素
描
し
て
い
る
の
で
あ
る33
。

ジ
レ
ン
マ
と
両
義
性

こ
の
よ
う
な
両
義
性
の
モ
ラ
ル
を
、
た
と
え
ば
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
モ
ン
テ
ー

ニ
ュ
に
見
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
小
説
と
形
而
上
学
」
の
二
年
後
、メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
読
む
」
と
い
う
評
論
を
発
表
し
て
い
る
。
そ

こ
で
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
懐
疑
主
義
に
つ
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

「
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
す
べ
て
の
真
理
が
矛
盾
し
て
い
る
と
教
え
る
こ
と
に
始
ま

り
、
お
そ
ら
く
は
、
そ
の
矛
盾
が
真
理
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
終
わ
る
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の
で
あ
る
。...

矛
盾
の
最
初
に
し
て
最
も
根
本
的
な
も
の
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
真
理
を
拒
否
す
る
こ
と
が
新
種
の
真
理
を
発
見
す
る
こ
と
に
な

る
よ
う
な
矛
盾
で
あ
る
。34
」

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
懐
疑
主
義
が
、「
真
理
は
存
在
し
な

い
」
と
い
う
帰
結
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、「
矛
盾
が
真
理
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を

認
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
公
共

的
な
世
間
と
の
関
係
を
絶
っ
て
「
自
己
」
に
沈
潜
し
、
自
己
を
対
象
と
し
て
『
エ

セ
ー
』
を
執
筆
し
、
言
わ
ば
自
己
の
哲
学
と
言
う
べ
き
も
の
を
語
っ
て
い
る35
。
し
か

し
、
そ
の
帰
結
は
ス
ト
ア
主
義
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
。
自
己
を
唯
一
の
真
理
と
認

め
る
独
我
論
的
境
地
を
語
る
ど
こ
ろ
か
、
自
己
が
自
己
に
よ
っ
て
は
所
有
し
き
れ
な

い
こ
と
、
自
己
に
つ
い
て
断
言
で
き
る
こ
と
が
何
も
な
い
こ
と
を
認
め
る
哲
学
で
あ

る
。
そ
し
て
ド
・
ラ
ボ
エ
シ
と
の
友
情
を
語
る
段
に
な
る
と
、
唯
一
無
二
の
友
人
と

の
魂
の
合
一
が
語
ら
れ
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
友
人
の
思
い
出
と
と
も
に
あ
る
生
が
語

ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
独
我
論
で
は
あ
り
え
な
い
。
私
の
魂
は
友
人
と
一
体
で

あ
り
、
友
人
が
私
に
つ
い
て
持
つ
判
断
の
方
が
、
私
が
私
に
つ
い
て
持
つ
判
断
よ
り

も
正
し
い
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
「
自
己
」

論
は
、
他
者
と
の
関
係
を
排
除
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
他
者
と
の
関
係
を
基
礎
に
置
き

な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ド
・
ラ
ボ
エ
シ
と
の
友
情
が
な
け
れ
ば
、『
エ

セ
ー
』
は
存
在
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
友
人
は
一
人
だ
け
し
か
持

て
な
い
と
考
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
友
人
と

の
親
密
な
関
係
を
除
い
て
は
、
一
般
的
に
は
現
存
す
る
他
者
と
の
関
係
を
排
除
し
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、「
死
」
に
つ
い
て
語
り

な
が
ら
、「
死
」
か
ら
自
己
の
生
の
意
味
を
ひ
き
だ
そ
う
と
す
る
考
え
方
を
批
判
す

る
。
人
は
「
生
き
て
い
る
者
た
ち
の
間
で
生
き
ね
ば
な
ら
な
い36
」。
私
は
、自
己
と
と

も
に
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
友
人
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
生
き
て
い
る
者
た
ち
と
と
も

に
生
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
お
い
て
は
、「
自
己
で
あ
る
こ
と
」

「
友
人
の
み
と
と
も
に
あ
る
こ
と
」「
他
者
と
と
も
に
あ
る
こ
と
」
と
い
う
三
つ
の
矛

盾
し
た
要
請
の
す
べ
て
が
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
絶
対
的
な
拘
束
を
可
能
に
す
る
の
は
無
条
件
の
自
由
で
あ
る
。モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

は
自
分
自
身
に
つ
い
て
こ
う
言
っ
て
い
る
。〈
私
は
、約
束
を
す
る
こ
と
に
つ
い

て
は
非
常
に
倹
約
す
る
人
間
な
の
で
、
約
束
し
た
以
上
の
こ
と
を
果
た
し
は
し

た
け
れ
ど
も
、
義
務
を
負
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
〉。
彼
は
、
皮
肉
屋

で
あ
る
と
同
時
に
深
刻
、
自
由
で
あ
る
と
同
時
に
忠
実
、
と
い
う
存
在
の
秘
密

を
探
し
、
お
そ
ら
く
は
そ
れ
を
見
つ
け
た
の
で
あ
る
。37
」

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
こ
こ
で
「
存
在
の
秘
密
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
が
「
両
義

性
」
で
あ
る
。
矛
盾
し
た
二
つ
の
項
が
「
同
時
に
」（en

 m
êm

e tem
ps

）
並
び
立
っ

て
し
ま
う
と
き
に
、
同
一
律
と
合
理
性
を
重
ん
じ
る
哲
学
者
な
ら
、
そ
れ
を
認
め
ず

に
一
方
を
選
択
し
て
他
方
を
排
除
す
る
こ
と
を
求
め
る
だ
ろ
う
。
ジ
レ
ン
マ
は
何
ら

か
の
根
拠
か
ら
両
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
が
哲
学
的
な
論
理
で
構

築
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
現
実
を
生
き
る
人
間
は
、
そ
の
よ
う
な
一
見
合
理
的

な
選
択
の
内
部
の
み
で
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
己
へ
の
義
務
と
他
者
へ
の
義

務
に
優
先
順
位
を
つ
け
ら
れ
な
い
場
合
、
そ
の
ど
ち
ら
か
を
選
ば
ざ
る
を
え
な
い
私

た
ち
は
正
し
い
と
同
時
に
誤
っ
て
も
い
る
。
法
や
倫
理
が
推
定
的
に
せ
よ
直
観
的
に

せ
よ
根
拠
に
基
づ
い
て
こ
の
両
義
性
の
絆
を
切
断
す
る
裁
決
を
下
す
以
前
に
、
私
た

ち
が
正
し
く
か
つ
誤
っ
て
生
き
て
い
る
現
実
の
経
験
を
記
述
す
る
文
学
の
言
語
の
場

が
開
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
生
き
ら
れ
た
矛
盾
を
裁
く
の
で
は
な
く
記
述
す
る
こ
と

で
あ
る38
。
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両
義
性
の
言
語

一
九
四
五
年
か
ら
一
九
四
七
年
頃
ま
で
、メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
こ
の
よ
う
な「
両

義
性
の
モ
ラ
ル
」
を
文
学
の
表
現
の
中
に
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
簡
単
に
見

て
き
た
わ
け
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
両
義
性
」
は
、
単
に
優
柔
不
断
な
曖
昧
さ

と
は
区
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

一
九
五
一
年
の
講
演
「
人
間
と
逆
行
性
」
で
は
、
講
演
後
討
論
が
行
わ
れ
、
そ
こ

で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は「
両
義
性
」に
つ
い
て
語
っ
て
い
る39
。
討
論
の
途
中
で
ジ
ャ

ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
が
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
講
演
に
お
け
る
「
両
義
性
」
の
重
要
性
に

参
加
者
の
注
意
を
向
け
、
そ
れ
に
促
さ
れ
て
、
ジ
ャ
ン
・
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー40
や
ジ
ョ

ル
ジ
ュ
・
プ
ー
レ
ら
が
発
言
を
し
て
い
る
。

ジ
ャ
ン
・
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
「
解
決
の
な
い
両
義
性
や
、
思
想
の
終
点
で
あ

る
よ
う
な
両
義
性
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
新
し
い
両
義
的
な
諸
状
況
を
創
り

出
す
こ
と
で
私
た
ち
を
両
義
的
な
諸
状
況
か
ら
解
放
し
て
く
れ
る
の
を
助
け
て

く
れ
る
両
義
性
が
問
題
な
の
で
し
ょ
う
。41
」

こ
の
発
言
に
続
い
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
「
厳
密
な
意
識
と
は
厳
密
へ
の
好
み
で
あ
り
、
同
時
に
、

与
え
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
に
は
厳
密
で
は
な
い
も
の
や
曖
昧
な
も
の
（obscu

r

）

が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
意
識
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と

で
私
が
言
お
う
と
し
た
の
も
、
そ
う
し
た
こ
と
で
す
。
一
般
的
に
、
同
じ
哲
学

者
が
、
合
理
主
義
者
的
な
強
い
意
志
を
持
ち
、
非
合
理
的
な
も
の
へ
の
極
度
の

感
受
性
を
持
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。42
」

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
返
答
は
、
哲
学
的
に
厳
密
な
意
識
に
は
、
厳
密
で
あ
る
こ

と
の
不
可
能
性
に
つ
い
て
の
意
識
も
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
両
義
性
と
は
、
単
に
曖
昧
に
し
て
ご
ま
か
す
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
が
矛

盾
や
曖
昧
さ
を
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
ず
に
生
き
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
厳
密
で

明
確
な
意
識
の
表
現
で
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
「
両
義
性
」
と
い
う
言
葉
に
は
、「
曖
昧

さ
」
を
含
意
す
る
消
極
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
と
も
な
う
の
も
事
実
で
あ
る
。
ジ
ョ
ル

ジ
ュ
・
プ
ー
レ
が
そ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
質
問
し
て
い
る
。

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
プ
ー
レ
「
両
義
性
の
乗
り
越
え
に
つ
い
て
の
こ
の
問
い
は
き
わ

め
て
重
要
な
も
の
で
す
し
、
私
は
詩
的
言
語
と
の
関
係
に
つ
い
て
ま
さ
に
そ
の

こ
と
を
語
り
た
い
と
思
い
ま
す
。私
が
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
尋
ね
た
い
の
は
、

彼
に
と
っ
て
、
詩
的
言
語
は
本
質
的
に
両
義
的
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
他
方
で
、

詩
が
両
義
的
な
の
か
、
あ
る
い
は
両
義
的
な
の
が
詩
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で

す
。

私
た
ち
は
、
ラ
ン
ボ
ー
の
言
語
や
マ
ラ
ル
メ
の
言
語
が
両
義
的
で
あ
る
、
と
た

め
ら
う
こ
と
な
く
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ま
た
あ
る
意
味
に
お
い

て
は
、
ラ
ン
ボ
ー
の
詩
や
マ
ラ
ル
メ
の
詩
は
、
そ
れ
ら
が
本
当
に
詩
で
あ
り
、

そ
れ
が
ま
っ
た
く
成
功
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
最
初
の
両
義
性
の
彼
方
に

あ
る
、
と
た
め
ら
う
こ
と
な
く
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、

あ
ら
ゆ
る
詩
の
目
的
は
両
義
性
か
ら
逃
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
両
義
性
と
し
て
の

こ
の
種
の
ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
な
の
で
す
。43
」

プ
ー
レ
が
述
べ
て
い
る
の
は
、詩
人
の
用
い
る
言
語
が
両
義
的
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

詩
が
両
義
的
で
あ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
詩
の
言
語
は
、

人
間
の
生
き
る
両
義
的
な
状
況
を
超
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
が
両
義
性
の
問
題
を
認
め
て
い
る
文
学
が
基
本
的
に
は
散
文
の
そ
れ
な
の



九
九

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
哲
学
に
お
け
る
文
学
と
両
義
性

953

で
、
散
文
の
持
つ
両
義
性
と
両
義
的
な
状
況
の
表
現
を
詩
的
言
語
ま
で
拡
張
す
る
こ

と
が
可
能
か
ど
う
か
と
（
む
し
ろ
反
語
的
に
、
不
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
）
問
う
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
き
っ
ぱ
り
と
反
論
し
て
い

る
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
「
あ
な
た
は
両
義
性
と
い
う
言
葉
を
、
私
が
用
い
な
か
っ

た
意
味
で
受
け
取
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
も
う
一
度
申
し
上
げ
ま
す
が
、
私
は
そ

ん
な
こ
と
は
話
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
は
両
義
性
を
表
現
の
〈
失
敗
〉
と

お
呼
び
に
な
る
。
私
が
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
、
表
現
の
成
功
と
い
う
も
の
が

あ
る
―
こ
の
よ
う
な
意
味
で
な
ら
、
悪
し
き
両
義
性
か
ら
は
離
脱
さ
れ
る
の
で

す
―
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
表
現
の
こ
れ
ら
の
成
功
は
、
言
語
的
創
造
や

芸
術
的
創
造
、
あ
る
い
は
科
学
的
創
造
、
強
い
意
味
で
の
創
造
か
ら
結
果
す
る

の
で
す
。
こ
れ
ら
の
創
造
は
、
こ
の
言
語
に
安
全
を
与
え
る
よ
う
な
、
つ
ま
り
、

落
下
に
備
え
て
曲
芸
師
の
下
に
張
っ
て
お
か
れ
る
一
種
の
網
の
よ
う
な
も
の
を

言
語
に
与
え
る
よ
う
な
既
存
の
観
念
の
総
体
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
す
。
こ
れ
が
私
の
言
い
た
か
っ
た
こ
と
の
す
べ
て
で
す
。
で
す

か
ら
、
両
義
性
は
失
敗
な
ど
で
は
な
い
の
で
す
。44
」

「
両
義
性
」
は
単
に
曖
昧
な
、失
敗
し
た
表
現
の
こ
と
な
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は

な
く
、「
小
説
と
形
而
上
学
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
「
概
念
の
組
み
合
わ
せ
」

で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
現
実
を
記
述
す
る
言
語
の
創
造
的
側
面
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
「
既
存
の
観
念
の
総
体
」
に
よ
る
安
全
保
証
は
な
い
よ
う
な
言
説
の
創
造
的

側
面
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。プ
ー
レ
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
言
葉
を
ひ
き
と
っ
て
、

次
の
よ
う
に
言
い
換
え
、
今
度
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
同
意
を
示
し
て
い
る
。

プ
ー
レ
「
こ
の
点
で
、
私
は
あ
な
た
を
理
解
で
き
る
と
思
う
の
で
す
が
、
私
に

は
、
詩
を
ほ
と
ん
ど
不
純
な
何
か
と
し
て
、
そ
し
て
同
時
に
絶
対
的
に
純
粋
な

何
か
と
し
て
考
察
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
も
っ
と
も
、

あ
な
た
の
両
義
性
の
概
念
で
こ
の
純
粋
性
を
い
か
に
し
て
考
察
し
う
る
の
か
、

私
は
自
分
に
問
う
て
も
い
る
わ
け
で
す
が
。45
」

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
「
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
両
義
性
で
す
。
そ
れ
は
、
純
粋
な
も

の
は
不
純
で
あ
り
、
不
純
な
も
の
は
純
粋
だ
と
い
う
事
実
で
す
。46
」

し
た
が
っ
て
、
両
義
性
と
は
、
単
な
る
曖
昧
さ
や
混
乱
（con

fu
sion

）
の
こ
と
で

は
な
い
。
そ
れ
は
不
純
で
あ
る
と
同
時
に
純
粋
な
何
ご
と
か
で
あ
る
。
プ
ー
レ
は
詩

の
言
語
は
そ
う
し
た
も
の
だ
、
と
述
べ
て
お
り
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
そ
れ
に
賛

意
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
哲
学
の
言
語
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
「
小
説
と
形
而
上
学
」
で
述
べ
た
こ
と
を
も
う
一
度
思
い
出
し
て

み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
哲
学
の
言
語
も
文
学
の
言
語
と
同
じ
両
義
性
を
引
き
受
け
て
い

る
の
で
あ
る
な
ら
、
哲
学
の
言
語
も
「
不
純
で
あ
る
と
同
時
に
純
粋
」
な
も
の
で
あ

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。純
粋
な
哲
学
の
言
語
と
い
う
も
の
が
不
可
能
で
あ
る
以
上
、

哲
学
の
言
語
も
や
は
り
哲
学
の
言
語
と
し
て
は
〝
不
純
〞
な
言
語
の
創
造
作
用
を
通

し
て
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

結
論
に
か
え
て

こ
の
よ
う
に
、『
知
覚
の
現
象
学
』
以
降
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
に
お
け
る

文
学
の
位
置
づ
け
を
見
て
き
た
が
、
そ
れ
は
ま
ず
具
体
的
な
生
活
に
お
け
る
道
徳
の

両
義
性
を
表
現
す
る
言
語
に
定
位
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
状
況
の
外
に
立
っ

て
道
徳
的
な
純
粋
さ
の
立
場
か
ら
裁
決
を
下
す
と
し
た
ら
、人
間
の
行
為
は
善
と
悪
、

真
と
偽
、
正
義
と
不
正
の
二
者
択
一
的
な
二
分
割
に
か
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
こ
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で
の
道
徳
的
非
決
定
性
は
ジ
レ
ン
マ
と
し
て
表
現
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
が
当
初
、
文
学
の
表
現
の
う
ち
に
見
出
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
が

避
け
が
た
い
状
況
の
内
に
生
き
ざ
る
を
得
な
い
人
間
の
経
験
の
構
造
が
、
道
徳
的
な

決
定
以
前
の
両
義
性
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

し
て
哲
学
が
、
こ
う
し
た
経
験
の
構
造
に
入
り
込
も
う
と
す
る
限
り
、
道
徳
的
な
決

定
以
前
の
人
間
の
生
活
や
人
物
の
性
格
を
描
こ
う
と
す
る
文
学
の
言
語
を
無
視
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
革
命
や
戦
争
の
よ
う
な
状
況
に
生
き
て

い
る
人
間
に
、
そ
の
外
か
ら
純
粋
な
道
徳
を
適
用
す
る
こ
と
は
行
動
の
意
味
の
多
義

性
に
対
す
る
抽
象
化
や
単
純
化
で
あ
り
、
そ
れ
を
内
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と

の
放
棄
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
日
常
的
な
恋
愛
や
人
間
関
係
に
お
け
る
道
徳
的
葛
藤

を
未
裁
決
の
ま
ま
記
述
す
る
言
語
を
放
棄
す
る
こ
と
は
、
哲
学
の
側
か
ら
そ
の
葛
藤

の
経
験
の
構
造
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
放
棄
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
メ
ル
ロ

＝
ポ
ン
テ
ィ
が
、
哲
学
の
言
語
は
文
学
の
言
語
が
同
じ
両
義
性
を
担
わ
ね
ば
な
ら
な

い
、
と
述
べ
た
と
き
に
、
そ
れ
に
加
え
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
絶
対
的
な
無
垢
は
存
在
し
な
い
が
、
同
じ
理
由
で
、
絶
対
的
な
罪
責
性
も
存
在

し
な
い
。
す
べ
て
の
行
動
は
、
私
た
ち
が
ま
る
ご
と
選
ん
だ
わ
け
で
も
な
け
れ

ば
、
そ
の
意
味
で
私
た
ち
が
絶
対
的
に
責
任
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
一
つ
の
状

況
に
応
答
し
て
い
る
。47
」

文
学
が
道
徳
を
語
る
以
前
に
そ
れ
を
具
体
的
な
人
間
の
行
動
を
通
じ
て
そ
の
経
験

の
構
造
に
ま
で
探
究
す
る
際
に
、
そ
れ
は
暗
黙
の
う
ち
に
一
つ
の
哲
学
を
素
描
し
て

い
る
。
た
と
え
ば
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
や
プ
ル
ー
ス
ト
の
作
品
と
は
そ
う
し
た

も
の
で
あ
る48
。
し
か
し
、
こ
の
両
義
的
な
道
徳
的
経
験
、
あ
る
い
は
前
道
徳
的
経
験

は
た
だ
文
学
的
創
作
の
範
囲
内
に
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
が
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
ア
テ
ナ
イ
市
民
を
前
に
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
カ
ト

リ
ッ
ク
か
ら
禁
書
処
分
を
受
け
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
よ
う
な
哲
学
者
の
経
験
の
内
に

も49
、
共
産
党
か
ら
処
分
さ
れ
た
ブ
ハ
ー
リ
ン
や
ニ
ザ
ン
の
よ
う
な
活
動
家
や
知
識
人

の
経
験
の
内
に
も
、
同
じ
よ
う
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り50
、
そ
れ
は
概
念
の
組
み
合

わ
せ
か
ら
構
成
さ
れ
た
他
者
論
や
歴
史
哲
学
で
は
す
く
い
あ
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い

両
義
的
な
経
験
構
造
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
や

ル
ソ
ー
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
や
ヴ
ァ
レ
リ
ー
ら
の
内
に
も
見
出
さ
れ
る
こ
う
し
た
両
義

性
は
、
作
家
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
生
の
構
造
で
も
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
通
俗
的

な
大
衆
を
批
判
し
て
軽
蔑
し
、
世
間
か
ら
身
を
引
き
、
孤
独
の
中
で
書
く
こ
と
を
選

び
な
が
ら
、
結
局
は
純
粋
な
言
語
を
断
念
し
て
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
へ
と
送
り

返
さ
れ
る
。
そ
れ
は
た
し
か
に
作
家
の
言
語
の
生
ま
れ
て
く
る
経
験
の
土
壌
の
両
義

性
で
あ
り
、
自
己
と
他
者
、
個
人
と
社
会
の
関
係
に
お
い
て
言
語
が
不
可
避
的
に
負

わ
ざ
る
を
え
な
い
両
義
性
な
の
で
あ
る
。
言
語
の
問
題
を
論
じ
る
に
先
立
っ
て
、
メ

ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
文
学
の
言
語
に
見
出
し
た
両
義
性
は
、
人
間
が
生
き
る
世
界
の

経
験
構
造
と
不
可
分
の
両
義
性
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
両
義
性
の
モ
ラ
ル
に
つ
い
て
の
考
察
は
や
が
て
扱
わ
れ
な
く
な
り
、
言

語
の
創
造
性
を
め
ぐ
る
議
論
、
し
た
が
っ
て
言
語
の
構
造
そ
の
も
の
の
持
つ
両
義
性

へ
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
関
心
は
移
行
し
て
い
き
、
論
じ
ら
れ
る
対
象
も
道
徳
的

な
「
主
題
」
を
持
っ
た
文
学
か
ら
、
よ
り
存
在
論
的
で
、
詩
的
な
文
学
の
表
現
へ
と

変
化
し
て
い
く
。
そ
れ
は
ほ
ぼ
、
サ
ル
ト
ル
や
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
ら
と
の
交
際
が
終

わ
る
時
期
と
対
応
し
て
い
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
の
歩
み
に
お
い
て
実
存

哲
学
の
時
期
は
終
了
し
、
や
が
て
は
存
在
論
的
思
索
の
時
期
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
言
語
が
個
人
と
社
会
と
の
、
主
体
と

歴
史
と
の
両
義
的
な
関
係
を
前
提
す
る
以
上
、
文
学
に
お
け
る
両
義
的
な
モ
ラ
ル
の

表
現
の
解
釈
は
、
哲
学
者
の
視
点
に
沈
殿
し
て
内
在
し
て
い
た
の
だ
と
言
う
こ
と
が
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で
き
よ
う
。
純
粋
な
言
語
の
断
念
は
、
純
粋
な
道
徳
の
断
念
と
無
関
係
で
は
な
い
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
言
語
表
現
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創
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性
と
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解
釈
は
、

そ
れ
自
身
、
彼
の
思
想
形
成
の
変
遷
と
そ
の
多
義
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
え
な
い
の
で

あ
る51
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