
序

去
る
二
〇
一
六
年
四
月
一
九
日
に
京
都
大
学
白
眉
セ
ン
タ
ー
に
招
か

れ
て
講
演
を
す
る
機
会
を
得
た

(

１)

。
当
日
の
発
表
題
目

｢

も
の
こ
こ
ろ
こ

と
ば：

切
る
の
《
哲
学
》｣

と
は
、
物
質
、
心
的
事
象
お
よ
び
言
語
の

そ
れ
ぞ
れ
が

｢

切
断｣

や

｢

分
割｣

と
い
っ
た
事
態
に
際
し
て
、
ど
の

よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
提
起
と
、
こ
れ
ら
を

｢

切

る｣

と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
に
か
け
て
み
る
こ
と
で
、
各
々
の
性
質
を
横

断
的
に
把
握
で
き
な
い
か
、
と
い
う
認
識
上
の
試
み
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
る
。

今
日
に
至
る
ま
で
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
継
続
し
て
考
え
て
き

た
が
、
こ
こ
ま
で
の
思
索
を
形
に
し
て
お
き
た
い
と
思
い
、
こ
こ
に
論

考
と
し
て
表
す
こ
と
に
す
る

(

２)

。

一

物
・
労
働

『

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学』

の
著
者
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
あ
る
事

象
が
分
割
さ
れ
る
際
に
は
、
二
様
の
性
質
を
示
す
と
言
う

(

３)

。
ひ
と
つ
め

は
数
的
多
性

(�
�
����

�����	
�
�


	
����

 (

４))

で
あ
り
、
こ
れ
は
、
分
割

の
以
前
と
以
後
で
性
質
が
変
化
せ
ず
、
当
の
事
象
は
も
と
の
質
を
保
っ

た
ま
ま
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
数
が
増
減
し
て

も
、
そ
れ
じ
た
い
は
質
の
変
化
を
蒙
ら
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
、
数
え

る
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
あ
た
る
。
リ
ン
ゴ
２

個
＋
リ
ン
ゴ
３
個
＝
リ
ン
ゴ
５
個
の
和
は
、
リ
ン
ゴ
の
同
質
性
が
維
持

さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
成
立
す
る
。
こ
う
し
た
数
的
表
象
は
、
分
割
を

完
全
に
許
容
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
な
ん
ら
か
の
水
準

で
の
抽
象
が
伴
う
。

こ
う
し
た
抽
象
化
は
、｢

個｣

を
生
じ
な
い

｢

量｣

の
域
に
も
や
が

て
及
ぶ
。
数
が
量
に
転
化
す
る
認
識
上
の
契
機
は
、
例
え
ば
、
吉
本
隆

58 ( 1 )
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明
が
マ
ル
ク
ス
の
価
値
の
哲
学
に
つ
い
て
述
べ
た
一
節
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

マ
ル
ク
ス
は
価
値
を
め
ぐ
っ
て
な
に
を
し
た
の
か
。
価
値
と
い
う

も
の
の
世
界
を
底
の
ほ
う
に
む
か
っ
て
拡
張
す
る
こ
と
で
、
ス
ミ

ス
や
リ
カ
ア
ド
オ
に
は
ま
る
で
み
え
な
か
っ
た
労
働
の
二
面
的
な

像
イ
メ
ー
ジ

が
分
離
し
て
く
る
ま
で
追
い
つ
め
た
の
だ
。
い
い
か
え
れ
ば

労
働
の
意
味
が
具
象
的
な
像
を
抽
象
化
さ
れ
て
、(

中
略)

境
界

を
超
え
て
ゆ
く
の
を
み
と
ど
け
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
の

越
境
は
同
時
に
一
個
の
リ
ン
ゴ
の
果
実
が
、
具
象
的
な
形
も
中
身

も
う
し
な
っ
て
、
も
し
し
い
て
映
像
化
し
て
み
れ
ば
、
支
出
さ
れ

た
人
間
の

(

わ
た
し
の)

労
力
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
寒
天
の
よ
う
な

無
定
型
の
ゲ
ル
状
に
な
っ
て
凝
集
し
て
い
る
労
力
の
支
出
物
に
転

化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
ま
た
こ
の
越
境
に
よ
っ
て

価
値

(

交
換
価
値)

は
、
た
だ
量
的
な
関
係
そ
の
も
の
に
か
わ
っ

て
ゆ
く
こ
と
だ
っ
た

(

５)

。

数
え
る

｢

個｣

か
ら
測
る

｢

量｣

へ
の
転
化
は
、
交
換
価
値
と
い
う

抽
象
を
経
由
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
リ
ン
ゴ
の
和
が
、
リ
ン
ゴ
一
般
と

い
う
抽
象
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
と
、
抽
象
の
水
準
を
異
に

し
て
い
る
。
リ
ン
ゴ
が

｢

寒
天
の
よ
う
な
無
定
型
の
ゲ
ル
状｣

に
な
る

よ
う
に
、
均
質
に
液
状
化
し
た
労
働
は
、
量
＝
時
間
と
い
う
表
象
と
し

て
再
浮
上
す
る
。
労
働
２
時
間
＋
労
働
３
時
間
＝
労
働
５
時
間
と
い
う

式
は
、
ひ
と
た
び
流
動
化
し
た
も
の
が
、
測
定
可
能
な

｢

量｣

と
し
て

表
象
可
能
に
な
っ
た
結
果
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
吉
本
の
解
釈
が

由
来
す
る
源
は
、
例
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
が
労
働
の
匿
名
性
に
つ
い
て
述

べ
た
次
の
一
節
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

労
働
一
般
と
い
う
こ
の
抽
象
は
、
単
に
各
種
の
労
働
の
具
体
的

な
総
体
を
精
神
で
考
え
た
結
果
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
一
定

の
労
働
に
無
関
心
で
あ
る
こ
と
は
、
個
人
が
た
や
す
く
ひ
と
つ
の

労
働
か
ら
ほ
か
の
労
働
に
う
つ
っ
て
い
き
、
し
か
も
一
定
種
類
の

労
働
が
、
個
人
に
と
っ
て
偶
然
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
無
関
心
で

あ
る
よ
う
な
ひ
と
つ
の
社
会
形
態
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
る

(

６)

。

労
働
一
般
と
い
う
抽
象
は
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
有
効
な
概
念
で

は
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
あ
る
一
定
の
社
会
形
態
が
対
応
し
て
い
る
こ
と

に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
言
う
個
人
に
と
っ
て

偶
然
な
労
働
と
は
、
工
場
労
働
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
労
働
時
間
と
余
暇

の
明
白
な
差
異
の
あ
る
労
働
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
い
か
な
る

時
間
も
労
働
性
の
有
無

(

±)

と
い
う
二
項
対
立
の
デ
ィ
ジ
タ
ル
な
価

値
を
帯
び
、
労
働
性

(

＋)

と
さ
れ
る
有
労
働
性
時
間
は
、
当
の
労
働

の
個
性
を
捨
象
し
つ
つ
同
質
の
も
の
と
し
て
共
約
で
き
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
ポ
ス
ト
・
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
以
降
の
労
働
形
態
は
、
こ
う
し

た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
異
な
る
も
の
に
依
拠
し
て
い
る
。
新
た
に
主
流

と
な
っ
た
労
働
の
遍
在
性
や
柔
軟
性
と
い
っ
た
も
の
が
労
働
一
般
と
い

う
抽
象
を
許
さ
な
い
の
だ
。
ネ
グ
リ
＆
ハ
ー
ト
の
語
彙
で
言
う
と
こ
ろ

の

｢

ア
イ
デ
ィ
ア
、
イ
メ
ー
ジ
、
知
識
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
恊
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働
、
情
動
的
関
係

(

７)｣

は
、
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
上
意

下
達
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
様
式
で
は
な
く
、
起
点
も
終
点
も
な
い
よ
う
な
錯

綜
し
多
元
化
し
た
リ
ゾ
ー
ム
状
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
必
要
と
し
て
い
る

(

８)

。

こ
う
し
た
情
動
労
働
が
労
働
一
般
と
い
う
抽
象
に
抵
抗
を
示
す
と
い

う
事
実
は
、
私
た
ち
の
文
脈
で
言
う
と
こ
ろ
の
数
的
多
性
と
、
こ
れ
か

ら
述
べ
る
質
的
多
性

(�
�
����

�����	
q

u
alitativ

e)

の
あ
い
だ
の
差
異

が
実
在
す
る
こ
と
の
証
左
で
あ
り
、
そ
れ
は
物
的
事
象
と
心
的
事
象
の

境
界
、
す
な
わ
ち
両
者
が
切
断
と
接
合
に
際
し
て
示
す
差
異
と
し
て
実

現
す
る
の
で
あ
る
。

二

身
体
・
精
神

分
割
に
際
し
て
質
の
変
化
が
必
ず
付
随
す
る
事
象
、
こ
う
し
た
事
象

が
呈
す
る
多
性
は
質
的
多
性
で
あ
る
。
リ
ン
ゴ
５
個
は
、
リ
ン
ゴ
一
般

と
い
う
抽
象
が
あ
れ
ば
、
リ
ン
ゴ
の
質
的
変
化
を
伴
わ
ず
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
と
は
異
な
り
、
人
体
の
解
剖
の
よ
う
に
分
割
に

際
し
て
必
ず
質
的
な
変
化
を
伴
う
分
割
が
あ
る
。
こ
の
質
的
な
変
化
は
、

一
様
に
等
し
く
起
こ
る
わ
け
で
は
な
く
、
認
識
上
の
解
釈
に
左
右
さ
れ

る
。
事
実
、
解
剖
学
的
知
見
に
よ
る
身
体
部
位
の
把
握
は
、
日
常
的
慣

用
的
な
も
の
と
は
大
き
く
異
な
り
、
お
の
ず
と
分
割
の
結
果
も
異
な
っ

て
く
る
。
た
だ
、
分
割
は
恣
意
的
に
行
え
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に

は
良
い
切
り
方
も
あ
れ
ば
悪
い
切
り
方
も
あ
り
、
切
り
分
け
方
の
妥
当

性
は
、
現
実
の
治
療
行
為
の
成
否
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。｢

自
然
本

来
の
分
節
に
従
っ
て
切
り
分
け
る
能
力
を
も
ち
、
下
手
な
肉
屋
の
よ
う

な
や
り
方
で
こ
わ
し
て
し
ま
お
う
と
試
み
る
こ
と
な
く

(

９)｣

と
い
う
ソ
ク

ラ
テ
ス
の
言
葉
は
、
巧
み
な
分
割
と
い
う
も
の
が
、
積
極
的
な
解
釈
に

よ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
経
験
的
か
つ
受
動
的
な
認
識
に
よ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
分
割
の
仕
方
が

ど
れ
ほ
ど
合
理
的
に
見
え
て
も
、
そ
の
根
拠
と
な
っ
た
認
識
は
相
対
的

な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
西
洋
医
学
と
は
大
き
く
異

な
っ
た
身
体
の
解
釈
を
行
う
施
術
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
治
療
行
為
に

益
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
解
釈
に
は
妥
当
性
が
あ
る
の
だ
。

そ
れ
で
も
身
体
の
場
合
に
は
、
こ
う
し
た
認
識
に
お
け
る
相
対
性
の

許
容
域
が
無
制
限
に
拡
大
す
る
こ
と
は
な
い
。
投
薬
や
栄
養
の
摂
取
と

い
っ
た
も
の
は
、
生
物
種
と
し
て
の
身
体
に
直
接
作
用
し
、
概
ね
同
様

の
効
果
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。

一
方
で
、
身
体
と
は
異
な
り
空
間
的
延
長
を
持
た
な
い
心
的
事
象
の

場
合
、
認
識
の
裁
量
の
域
は
大
幅
に
増
大
す
る
。
心
の
病
の
治
療
に
際

し
て
、
そ
こ
に
物
質
一
般
も
し
く
は
生
物
種
一
般
の
解
釈
を
援
用
す
る

こ
と
に
つ
い
て
フ
ロ
イ
ト
は
難
色
を
示
し
て
い
る
。

み
な
さ
ん
に
は
、
み
な
さ
ん
の
医
者
と
し
て
の
意
図
に
役
立
た
せ

う
る
よ
う
な
哲
学
的
補
助
学
問
が
欠
け
て
い
る
の
で
す
。
と
い
っ

て
、
思
弁
哲
学
も
、
学
校
で
教
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
記
述
心
理

学
、
あ
る
い
は
感
覚
生
理
学
に
つ
な
が
る
い
わ
ゆ
る
実
験
心
理
学

も
、
み
な
さ
ん
に
、
身
体
的
な
も
の
と
心
的
な
も
の
と
の
関
係
に

つ
い
て
、
役
に
立
つ
こ
と
は
な
に
ひ
と
つ
教
え
て
く
れ
ま
せ
ん
。

あ
れ
こ
れ
の
心
的
な
機
能
障
害
に
つ
い
て
も
解
決
の
鍵
を
与
え
て

は
く
れ
な
い
の
で
す
。
医
学
の
枠
内
で
は
、
精
神
医
学
が
観
察
し
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た
精
神
障
害
を
記
述
し
、
こ
れ
を
臨
床
的
な
病
態
像
に
ま
と
め
る

こ
と
は
す
る
の
で
す
が
、
精
神
医
学
者
自
身
、
も
っ
ぱ
ら
記
述
的

に
自
分
た
ち
が
積
み
上
げ
た
も
の
を
学
問
だ
と
言
っ
て
い
い
の
か

ど
う
か
迷
う
よ
う
な
時
も
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
病
態
像
を
構

成
し
て
い
る
症
状
も
、
そ
の
発
生
の
理
由
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
相
互

の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
未
知
の
ま
ま
で
す
。
症
状
に
対
応
し
て
、

心
の
解
剖
学
的
器
官
で
あ
る
脳
の
変
化
が
証
明
で
き
る
わ
け
で
も

な
く
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
変
化
か
ら
逆
に
症
状
を
説
明
す
る
こ

と
も
で
き
ず
に
い
る
の
で
す
。(

中
略)

精
神
分
析
が
埋
め
よ
う

と
し
て
い
る
間
隙
は
、
実
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
す

(

�)

。

病
態
を

｢

解
剖
学
的
器
官｣

に
特
定
す
る
こ
と
が
身
体
を
扱
う
際
に

は
優
先
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
心
的
な
も
の
を
扱
う
場
合
、
こ
う
し
た

局
在
化
は
あ
ま
り
功
を
奏
さ
な
い
。
言
語
中
枢
な
ど
の
よ
う
に
脳
内
の

部
位
に
特
定
の
機
能
を
割
り
当
て
る
こ
と
で
、
心
的
事
象
の
在
処
を
捉

え
よ
う
と
す
る
試
み
は
あ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
フ
ロ
イ
ト
の
頃
か

ら
今
日
に
至
ま
で
脳
の
特
定
部
位
と
心
的
事
象
の
対
応
は
漠
然
と
し
た

ま
ま
で
あ
る
。
し
か
も
、
取
り
上
げ
れ
る
心
的
事
象
と
い
え
ば
、
単
純

な
喜
怒
哀
楽
と
い
っ
た
記
号
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
あ
り
さ
ま
だ
。

フ
ロ
イ
ト
の
精
神
医
学
に
対
す
る
こ
う
し
た
不
信
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

で
は
言
語
に
向
け
ら
れ
る
。｢

共
感
、
嫌
悪
、
憎
悪
と
い
う
も
の
が
、

そ
の
ま
ま
数
を
か
え
ず
に
心
を
左
右
す
る
、
と
説
く
心
理
学
は
、
言
語

に
あ
ざ
む
か
れ
た
粗
雑
な
心
理
学
で
あ
る

(

�)

。｣

心
的
事
象
を
第
一
に
扱

う
は
ず
の
心
理
学
が
、
言
語
記
号
に
よ
っ
て
縁
取
ら
れ
た
概
念
を
経
由

し
て
心
的
事
象
を
扱
う
と
い
う
こ
と
は
、
当
該
言
語
の
特
定
の
語
彙
の

意
義
に
よ
っ
て
、
心
的
事
象
の
扱
い
方
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
言
語
に
よ
る
文
節
と
心
的
実
在
の
分
割
が
一
致
す
る
か
ど
う
か
は

実
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
そ
こ
に
疑
い
を
も
た
ず
、
言

葉
に
よ
っ
て
心
的
な
も
の
を
分
割
し
て
し
ま
う
こ
と
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の

心
理
学
に
対
す
る
批
判
は
そ
こ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

心
的
な
も
の
と
言
語
の
乖
離
に
つ
い
て
の
実
例
と
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
は

『

意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論』

の
中
で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

(

�)

。
人
が
一
般
に
感
情
に
つ
い
て
抱
く
イ
メ
ー
ジ

は
、
あ
る
感
情
が
心
の
ど
こ
か
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
何
か
の
原
因
で
強

く
な
っ
た
り
、
弱
く
な
っ
た
り
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

本
当
に
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は

｢

欲
望｣

と
い
う
感
情
を

取
り
上
げ
て
問
う
。
極
度
の
欲
望
を
抱
い
た
人
は
、
な
ぜ
、
欲
望
の
対

象
と
は
異
な
る
対
象
ま
で
が
、
そ
れ
ま
で
と
は
ち
が
っ
て
知
覚
さ
れ
る

の
か
。
な
ぜ
、
欲
望
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
感
情
や
感
覚
ま
で
も
が
付

随
し
て
変
化
す
る
の
か
。
な
ぜ
、
心
の
す
べ
て
が
欲
望
に
支
配
さ
れ
た

よ
う
に
感
じ
る
の
か
。
か
り
に
、
従
来
の
心
理
学
の
言
う
よ
う
に
、
脳

の
一
部
に
あ
る
欲
望
が
強
弱
を
被
る
だ
け
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
変
化
は

起
こ
ら
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
、
と
。
だ
が
実
際
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と

は
そ
れ
と
は
ち
が
っ
て
い
る
。
欲
望
の
強
度
の
変
化
は
、
現
実
に
は
、

質
的
変
化
と
し
て
生
じ
る
。
質
的
変
化
に
お
い
て
、
欲
望
は
他
の
感
情

や
感
覚
器
官
に
ま
で
浸
透
し
、
そ
れ
ら
を
巻
き
込
み
つ
つ
増
大
す
る
の

だ
。
こ
う
し
た
他
と
の
相
互
浸
透
が
あ
る
こ
と
で
、
欲
望
と
い
う
心
的

事
象
は
も
は
や

｢

欲
望｣

と
は
呼
べ
な
い
は
ず
な
の
だ
が
、
言
語
記
号
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に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て

｢

強
い
欲
望｣

と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

言
語
は
、
愛
情
や
憎
悪
や
、
人
の
心
を
動
か
す
無
数
の
感
情
の
、

客
観
的
で
非
個
人
的
な
面
し
か
定
着
で
き
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ

は
小
説
家
の
才
能
を
、
共
通
の
領
域
か
ら
感
情
な
り
観
念
な
り
を

引
き
出
す
能
力
に
よ
っ
て
評
価
す
る
。
そ
れ
ら
は
言
語
の
せ
い
で

見
え
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
彼
は
そ
れ
ら
の
生
々
し
い
個
性

を
無
数
に
お
よ
ぶ
細
部
の
描
写
を
並
べ
る
こ
と
で
表
そ
う
と
試
み

る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
一
つ
の
運
動
体
の
二
つ
の
位
置
の
あ

い
だ
に
無
限
に
点
を
挿
入
し
て
も
決
し
て
そ
れ
が
通
過
し
た
空
間

を
充
た
す
に
至
ら
な
い
の
と
同
様
に
、
わ
れ
わ
れ
が
話
す
と
い
う

た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
、
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
観
念
を
お
互
い

に
連
合
さ
せ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
観
念
が
相
互
浸
透
を
行
う
か
わ

り
に
並
置
さ
れ
る
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
の
た
め
に
、

(

わ
れ
わ
れ
は)

心
が
感
じ
て
い
る
こ
と
を
全
面
的
に
翻
訳
す
る

こ
と
に
は
失
敗
す
る
。
か
く
て
思
考
は
言
語
を
用
い
て
は
通
訳
で

き
な
い
ま
ま
で
あ
る

(

�)

。

心
的
事
象
と
言
語
の
あ
い
だ
に
あ
る
の
は
逐
一
の
対
応
関
係
で
は
な

い
。
同
様
の
こ
と
は
、
異
な
る
言
語
の
あ
い
だ
で
も
生
じ
て
い
る
。
英

語h
o

t
w

ate
r

と
日
本
語

｢

湯｣

の
非
対
称
性
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

私
た
ち
は
言
語
に
よ
る
世
界
の
分
節
化
が
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と

は
十
分
に
心
得
て
い
る
。
だ
が
、
一
旦
、
心
的
事
象
の
話
に
な
る
と
、

一
方
に
未
定
形
の
情
動
が
あ
り
、
そ
れ
を
言
語
が｢

欲
望｣

と｢

通
訳｣

し
て
い
る
こ
と
に
は
気
付
き
に
く
い
。｢

水｣

の
温
度
を
上
げ
る
と

｢

湯｣

に
な
る
が
、
こ
れ
は
日
本
語
に

｢

湯｣

と
い
う
語
が
あ
る
か
ら

で
あ
っ
て
、
英
語
で
はw

ate
r

の
ま
ま
ま
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、

｢

欲
望｣

が
強
度
を
増
し
て
も
な
お

｢

欲
望｣

と
い
う
語
で
表
さ
れ
る

の
は
、
た
ま
た
ま
そ
こ
に
語
彙
が
な
い
か
ら
で
あ
る
と
、
な
ぜ
そ
う
考

え
ら
れ
な
い
の
か
。

物
質
、
労
働
、
身
体
、
心
的
事
象
と
順
を
追
っ
て
進
め
て
き
た
本
稿

の
考
察
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
分
割
す
る
際
に
は
い
か
な
る
認
識
上
の
操
作

が
必
要
で
あ
る
か
を
問
う
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
で
、
リ
ン
ゴ
を
例

に
挙
げ
て
述
べ
た

｢

物
質｣

は
、
最
も
自
明
の
個
別
性
や
単
位
性
を
呈

し
、
そ
れ
ゆ
え
、
認
識
上
の
操
作
を
ほ
と
ん
ど
伴
わ
ず
と
も
、
分
割
し

て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
た
。
だ
が
、
こ
こ
ま
で
述

べ
て
き
た
認
識
の
相
対
性
と
い
う
問
題
を
つ
き
つ
め
て
考
え
て
ゆ
け
ば
、

こ
う
し
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
も
流
動
的
で
あ
る
こ
と
が
見
え
る
く
る
。
も

し
か
し
た
ら
、
こ
れ
と
同
じ
思
索
の
進
展
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
も
経
験

し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
後
期
の
著
作

に
お
い
て
は
物
質
と
心
的
な
も
の
を
異
な
る
も
の
と
し
て
対
比
さ
せ
る

よ
り
は
、
む
し
ろ
、
物
質
と
心
的
事
象
を
架
橋
す
る
哲
学
を
模
索
し
て

い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

科
学
が
ひ
と
つ
の
系
を
孤
立
さ
せ
閉
じ
る
と
き
の
操
作
は
、
ま

る
で
人
為
的
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
そ
こ
に
対
象
に
根
差

し
た
基
盤
が
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
操
作
が
あ
る
場
合
に
は
適
切
で
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あ
り
、
あ
る
場
合
に
は
誤
っ
て
い
る
と
い
う
判
断
も
ま
ま
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。(

中
略)

物
質
と
は
、
幾
何
学
的
に
扱
う
こ
と
が

可
能
で
、
孤
立
し
た
系
を
構
成
す
る
傾
向
を
持
つ
。
物
質
を
定
義

し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
ま
さ
に
こ
の
傾
向
を
参
照
す
る
し
か
な
い
。

た
だ
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
傾
向
に
過
ぎ
な
い
。
物
質
は
極
限
に

至
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
、
孤
立
化
も
完
遂
す
る
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
で
も
科
学
が
そ
う
し
て
い
る
の
は
、
研
究
の
利
便
性
の
た
め

で
あ
る
。
そ
う
し
た
系
が
、
孤
立
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
実
は

外
か
ら
な
ん
ら
か
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
科
学
は
暗
に
認

め
て
い
る
の
で
あ
る

(

�)
。

目
の
前
に
あ
る
リ
ン
ゴ
が
い
か
に
世
界
か
ら
孤
立
し
て
存
在
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
れ
は
多
様
な
水
準
で
世
界
と
浸
透
し
合
っ
て

い
る
。
物
質
代
謝
、
食
物
摂
取
、
商
品
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
絵
画
や

神
話
の
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
と
し
て
、
リ
ン
ゴ
は
複
数
の
系
に
ま
た
が
っ

て
い
る
。
冒
頭
で
数
え
た
リ
ン
ゴ
は
、
こ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
の
系
に
属

す
る
リ
ン
ゴ
で
あ
っ
た
の
だ
。

三

言
語

こ
れ
ま
で
の
観
察
を
通
し
て
わ
か
る
こ
と
は
、
あ
る
事
象
が
分
割
さ

れ
る
際
に
は
、
必
ず
認
識
上
の
解
釈
を
経
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

認
識
は
物
理
的
、
社
会
的
、
心
理
学
的
な
学
識
的
な
も
の
か
ら
、
日
常

の
慣
用
に
至
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し

た
分
割
の
基
準
が
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
新
た
に
検
討
す
る
の
は
、
言
語
と
分
割
の
問
題
で
あ

る
。
本
稿
副
題
の

｢

も
の
こ
こ
ろ
こ
と
ば｣

を
見
て
、
日
本
語
の
話
者

は
そ
れ
を
三
語
に
容
易
に
切
り
分
け
る
。
こ
の
分
割
の
根
拠
は
、｢

も

の｣
｢

こ
こ
ろ｣

｢

こ
と
ば｣

と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
意
味
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
こ
の
分
割
は
す
で
に
単
位
と
し
て
分
割
さ
れ
た
語
を
前

提
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
言
語
の
分
割
が
意
味
を

基
礎
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
見
、
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
こ
そ
言
語
事
象
の
特
殊
性
が
あ
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
見
や
す
い

こ
と
で
は
な
い
。

現
行
の
日
本
語
の
規
範
で
は
望
ま
し
く
な
い
と
さ
れ
る

｢

ら
抜
き
言

葉｣

の

｢

こ
ん
な
服
は
着
れ
な
い
よ｣

が
生
じ
る
に
あ
た
っ
て
の
言
語

意
識
の
働
き
を
追
っ
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

(

一)

五
段
活
用
動
詞

｢

切
・
る｣

↓

｢

切
・
れ
る｣

(

二)
｢

れ
る｣

に

｢

可
能｣

の
意
味

(

三)

同
様
の
分
割
を
上
一
段
活
用
動
詞

｢

着
・
る｣

に
施
し
て

｢

着
・
れ
る｣

形
態

｢

着
れ
る｣

が
誤
用
と
さ
れ
つ
つ
も
存
続
し
て
い
る
理
由
は
、

こ
れ
が
意
味
に
も
と
づ
く
分
割
と
い
う
言
語
意
識
の
本
性
を
反
映
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に｢

着
れ
る｣

｢

着
ら
れ
る｣

の
対
立
に
よ
っ

て
、
前
者
を

｢

可
能｣

、
後
者
を

｢

尊
敬｣

と
弁
別
で
き
る
こ
と
か
ら

機
能
性
の
面
で
も
、
こ
の
分
割
に
は
理
が
あ
る
。
こ
う
し
た
本
来
と
は
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異
な
る
形
態
を
産
出
す
る
分
割
と
結
合
を
言
語
学
で
は
一
般
に
異
分
析

�
�
����

�
�	

と
い
う
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
分
割
の
結
果
が
文
法
な
り

規
範
な
り
に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
と
は
無
関
係
に

発
生
す
る
の
が
言
語
意
識
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
こ
で
分
割
と
新
形

態
の
産
出
を
行
う
言
語
意
識
は
何
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

フ
ラ
ン
ス
語
の
単
純
未
来
の
接
辞
に
つ
い
て
、
現
行
の
多
く
の
文
法

書
はch

an
te

�rai
と
分
割
し
、ch

an
te

を
動
詞
語
幹
、
�

ra
i

を｢

未
来｣

を
意
味
す
る
活
用
語
尾
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
分
割
の
仕
方
に

は
と
り
た
て
て
不
便
も
な
く
、
他
の
動
詞
に
も
�

ra
i

を
付
加
す
る
こ

と
でfin

i

�

ra
i

な
ど
の
単
純
未
来
が
得
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
分
割

は
、
フ
ラ
ン
ス
語
が
ラ
テ
ン
語
に
由
来
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
る
な
ら
ば

誤
り
に
な
る
。
か
つ
て
こ
の
単
純
未
来
は
、
動
詞
不
定
法ch

an
te

r

に

｢

持
つ｣

と
い
う
意
味
を
も
っ
た
�

a
i

を
付
加
す
る
こ
と
で
生
じ
た
。

英
語
のh

av
e

to

に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
印
欧
語
に
お
い
て｢

持
つ｣

は

｢

〜
す
べ
き｣

と
い
う
義
務
を
意
味
し
、
そ
れ
が

｢
こ
れ
か
ら
す
べ

き
こ
と｣

と
い
う
含
意
を
経
由
し
て｢

未
来｣

を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
史
的
経
緯
を
踏
ま
え
る
限

り
単
純
未
来ch

an
te

rai

はch
an

te
r

�ai

と
分
割
す
る
の
が
正
し
い
こ

と
に
な
る
。

こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
い
ず
れ
の
分
割
が
正
し
い
の
か
と
い
う
問
題

で
は
な
く
、ch

an
te

�rai,
ch

an
te

r

�

a
i

と
い
う
二
通
り
の
言
語
意
識
が

共
通
し
た
傾
向
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
は
、

ch
an

te

�rai

の
分
割
を
経
て

fin
i

�rai

を
作
る
。
後
者
の
場
合
は

ch
an

te
r

�

a
i

か
らfin

ir

�

a
i

を
作
っ
て
い
る
。
こ
の
観
察
か
ら
だ
け
で

も
、
言
語
意
識
の
働
き
が
実
は
極
め
て
単
純
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
れ
は
、
意
識
中
に
あ
る
も
の
と
同
じ
く
分
割
し
、
同
じ
く
接

合
す
る
と
い
う
類
推
作
用
で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
あ
げ
た
例

は
、
類
推
と
い
う
現
象
に
焦
点
を
当
て
る
た
め
の
特
殊
な
ケ
ー
ス
で
あ

る
。
普
段
か
ら
不
断
に
言
語
意
識
は
こ
う
し
た
分
割
か
ら
接
合
に
い
た

る

｢

類
推｣

を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
意
識
に
と
っ
て
な
ん
の

障
り
も
覚
え
な
い
ほ
ど
、
類
推
は
言
語
活
動
の
実
態
の
深
層
に
ま
で
至
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
る
時
点
で
任
意
の
言
語
を
ひ
と
つ
と
れ
ば
、
そ
の
こ
と
ご
と
く

は
類
推
形
成
の
巨
大
な
も
つ
れ
合
い
で
あ
る
。
あ
る
部
分
は
ご
く

最
近
の
も
の
で
、
あ
る
部
分
は
漠
然
と
し
か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
過

去
に
遡
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
語
学
者
を
つ
か
ま
え
て
類
推
形
成

の
例
を
引
け
と
い
う
の
は
、
鉱
物
学
者

(

地
質
学
者)

に
鉱
物
の

例
を
上
げ
さ
せ
た
り
、
天
文
学
者
に
星
を
ひ
と
つ
示
せ
と
い
う
の

と
同
じ
こ
と
で
あ
る

(

�)

。

言
語
が
、
他
の
事
象
と
分
割
に
際
し
て
異
な
っ
た
様
相
を
呈
す
る
の

は
、
意
味
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
確
定
さ
れ
た
単
位
に
よ
っ
て
言
語
は

分
割
さ
れ
る
と
い
う
冗
長
性
に
あ
る
。
言
語
は

｢

結
合
で
き
る
も
の
を

分
割
し
、
分
割
で
き
る
も
の
を
結
合
し
て
い
る

(

�)｣

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

私
た
ち
が
言
葉
を
理
解
し
、
話
す
と
い
う
営
為
の
実
態
と
な
ん
ら
変
わ

り
は
な
い
。
言
語
の
分
割
に
お
い
て
働
い
て
い
る
言
語
意
識
の
作
用
の

特
徴
と
は
、
そ
れ
が
始
め
か
ら
再、
認、
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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結
論

物
、
労
働
、
身
体
、
精
神
、
言
語
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
分
割
と
い
う
篩

に
か
け
る
こ
と
で
、
各
々
が
異
な
っ
た
様
相
を
呈
し
た
。
空
間
内
に
お

い
て
延
長
を
持
つ
も
の
ほ
ど
、
一
般
に
は
分
割
に
際
し
て
認
識
上
の
困

難
が
少
な
く
、
一
方
で
、
心
的
事
象
や
言
語
の
場
合
に
は
、
物
質
的
基

盤
を
欠
く
こ
と
が
、
こ
れ
ら
事
象
を
実
証
的
に
捉
え
る
際
の
障
害
に
な
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
示
し
た
よ
う
に
、
い
か
な

る
事
象
の
実
在
性
も
、
孤
立
し
た
静
態
的
な
分
析
か
ら
生
じ
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
事
象
を
含
む
系
か
ら
生
じ
て
い
る
こ
と
を
考
え
に
入
れ
れ

ば
、
こ
れ
ら
事
象
の
多
様
性
に
架
橋
す
る
よ
う
な
思
索
が
行
え
る
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

注(

１)

京
都
大
学
白
眉
セ
ン
タ
ー
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

｢

研
究
の
原
点
と

は｣

、
京
都
大
学
芝
欄
会
館
、
二
〇
一
六
年
四
月
一
九
日
。

(

２)

本
稿
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
隆
芳

｢

分
割
―
か
ら
だ
と
こ

こ
ろ
と
げ
ん
ご｣
『

日
本
医
科
大
学
基
礎
科
学
紀
要』

(

第
四
〇
号
、

二
〇
一
一
年
、
一
一
二
―
一
〇
七
頁)

に
表
し
た
の
が
始
め
て
で
あ

る
。

(

３)
G

ille
s

D
e

le
u

ze
,

L
e

B
ergson

ism
e,

1
9

9
7
(

1
9

6
6)

,
P

U
F

,
p

p
.

3
0

�

3
2
.

ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ

『

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学』

宇
波
彰
訳
、

一
九
七
四
年
、
法
政
大
学
出
版
局
、
三
四
―
三
六
頁
。

(

４)
�
�
����

�����	

は
一
般
に

｢

多
数
性｣

や

｢

多
様
性｣

な
ど
と
訳

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
予
断
を
避
け
る
た
め
、
こ
こ
で
は
ニ
ュ
ー

ト
ラ
ル
な
語
義
を
持
つ

｢

多
性｣

と
い
う
訳
語
を
用
い
た
。
な
お
、

多
性
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
複
合
性
や
集
合
性
を
呈
す
る
事
象
一
般

で
あ
る
。

(

５)

吉
本
隆
明

『

ハ
イ
・
イ
メ
ー
ジ
論
Ⅱ』

ち
く
ま
学
術
文
庫
、
一
九

九
四

(

一
九
九
〇)

年
、
三
八
頁
。

(

６)

カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス

｢

経
済
学
批
判
序
説｣

(

一
八
五
九)

『

経
済

学
批
判』

武
田
隆
夫
他
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
六
年
、
三
一
八
頁
。

(

７)

ア
ン
ト
ニ
オ
・
ネ
グ
リ
＆
リ
デ
ル
・
ハ
ー
ト

『

マ
ル
チ
チ
ュ
ー

ド』
(

上)

幾
島
幸
子
訳
、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
五
年
、

二
四
〇
―
二
四
二
頁
。

(

８)

リ
ゾ
ー
ムrh

izo
m

e
.

す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
で
使
わ
れ
て
い

る
語
彙
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＆
ガ
タ
リ

『

千
の
プ
ラ

ト
ー』

で
の
定
義
を
引
い
て
お
く
。｢

リ
ゾ
ー
ム
は
任
意
の
一
点
を

他
の
任
意
の
一
点
に
連
結
す
る
。(

五
一
頁)｣

｢

リ
ゾ
ー
ム
に
は
始

ま
り
も
終
点
も
な
い
、
い
つ
も
中
間
、
も
の
の
あ
い
だ
、
存
在
の
あ

い
だ
、
間
奏
曲in

te
rm

e
zzo

な
の
だ
。(

六
〇
頁)｣

。
ジ
ル
・
ド
ゥ

ル
ー
ズ
＆
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ

『

千
の
プ
ラ
ト
ー

資
本
主
義

と
分
裂
病』

宇
野
邦
一
他
訳
、
河
出
書
房
、
二
〇
一
〇(

一
九
八
〇)

年
。

(

９)

プ
ラ
ト
ン

『

パ
イ
ド
ロ
ス』

265
E

―266
A

、
藤
沢
令
夫
訳
、
岩

波
書
店
、
一
三
三
―
一
三
五
頁
。

(

�)

フ
ロ
イ
ト

『

精
神
分
析
入
門

(

上)』

高
橋
義
孝
・
下
坂
幸
三
訳
、

一
九
七
七
年
、
新
潮
文
庫
、
二
〇
―
二
一
頁
。
引
用
に
際
し
て
は
仮

名
づ
か
い
に
手
を
加
え
た
。

(

�)
H

e
n

ri
B

e
rg

so
n
,

E
ssa

i
su

r
les


��
�
��

��
�


��
���

d
e

la
con

-

scien
ce,

1
9

9
7
(

1
9

2
7)

,
P

U
F

,
p
.

1
2

4
.

ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン

『
時
間
と
自
由』

平
井
啓
之
訳
、
白
水
社
、
一
九
九
年
、
一
五
三
頁
。

(

�)
Ib

id
.,

p
.190

.

同
書
、
二
一
〇
頁
。

(

�)
Ib

id
.,

p
.

1
5

2
.

同
書
、
一
二
九
頁
。
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(

�)
H

e
n

ri
B

e
rg

so
n
,
�
��
����

	
��
���

	
���
1

9
9

8
(

1
9

4
1)

,
p
.

1
0
.

ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン

『

創
造
的
進
化』

真
方
敬
道
訳
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
九
年
、
三
一
―
三
二
頁
。

(
�)

F
e

rd
in

an
d

d
e

S
au

ssu
re

,
E

crits
d

e
lin

gu
istiqu

e
���

��
���

2
0

0
2
,

P
U

F
,

p
.

1
6

1
.

前
田
英
樹
編
・
訳
、
著

『

沈
黙
す
る
ソ
シ
ュ
ー
ル』

書
肆
山
田
、
一
九
八
九
年
、
七
九
頁
。

(

�)

鈴
木
隆
芳

(

二
〇
一
一)

、
前
掲
、
一
四
頁
。
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