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も
う
一

人
の
ソ
シ
ュ

l
ル

（

I
）
 

｜
｜
｜
ソ
、
ジ
ュ
ー
ル
の

『
ア
ナ
グ
ラ
ム
』
に
つ
い
て
l
l－－

松

英

輔
（

1
）
 

ソ
シ
ュ
！
ル
死
後
五
十
八
年
目
に
し
て
、
初
め
て
公
表
さ
れ
た
自
筆
論
文
原
稿
『
ア
ナ
グ
ラ
ム
』
研
究
の
諸
断
片
を
解
説
紹
介
す
る
に
当
っ
て
、
ジ
ュ
ネ
l

（

2
）
 

プ
大
学
教
授
J
・
ス
タ
ロ
パ
ン
ス
キ
i
は
、
こ
の
大
言
語
学
者
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
大
学
で
有
名
な
一
般
言
語
学
の
講
義
を
す
る
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、
自
己
の
言
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語
学
に
つ
い
て
は
か
り
知
れ
な
い
懐
疑
主
義
に
陥
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
後
世
に
そ
の
名
声
を
損
う
も
の
と
し
て
箱
に
収
め
ら
れ
隔
離
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ

の
未
公
刊
原
稿
こ
そ
、
も
う
一
人
の
ソ
シ
ュ

l
ル
を
、
い
や
本
当
の
ソ
シ
ュ

l
ル
の
顔
と
思
想
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
、
と
暗
黙
の
う
ち
に
主
張
し
て
い
る
よ

（

3
）
 

『
講
義
』
に
お
け
る
体
系
論
的
科
学
た
る
構
造
主
義
の
創
始
者
と
は
違
っ
た
、
言
語
の
多
元

う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
次
に
引
用
す
る
ノ

l
ト
の
切
れ
端
は
、

的
現
象
を
前
に
当
惑
す
る
も
う
一
人
の
ソ
シ
ュ

l
ル
の
顔
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

《
：
：
；
自
分
は
ベ
ン
を
執
る
の
も
病
的
に
恐
い
。
そ
し
て
こ
の
執
筆
が
仕
事
の
重
要
さ
に
比
し
て
、
全
く
不
釣
合
な
想
像
を
絶
す
る
苦
し
み
を
私
に
与
え

て
く
れ
る
と
貴
方
に
告
白
せ
さ
る
を
得
な
い
の
で
す
が
、
も
し
そ
う
で
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
全
く
御
解
り
に
な
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

こ
と
言
語
学
に
関
し
て
言
え
ば
、

す
べ
て
の
明
白
な
理
論
は
、

そ
れ
が
明
白
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
言
語
学
で
は
表
現
し
が
た
い
と
い
う
事
実
か
ら
し

て
、
私
に
と
っ
て
そ
の
苦
し
み
は
募
る
の
で
す
。

と
申
し
ま
す
の
は
、

こ
の
科
学
の
中
に
は
、

明
白
な
観
念
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
何
ら
か
の
用
語
一



（

4
）
 

つ
な
く
、
そ
う
い
う
わ
け
で
最
初
の
文
と
最
後
の
文
の
間
で
、
五
回
も
六
回
も
書
き
直
し
て
い
る
よ
う
な
わ
け
で
：
：
：
》

ソ
シ
ュ

i
ル
に
と
っ
て
、
か
つ
て
パ
リ
大
学
高
等
研
究
院
時
代
の
教
え
子
だ
っ
た
、
ア
ン
ト
ワ
ン
ヌ
・
メ
イ
エ
が
最
大
の
相
談
相
手
だ
っ
た
。
次
に
引
用
す

る
手
紙
は
、
相
反
す
る
観
念
を
巧
み
に
統
合
す
る
独
持
の
思
想
を
持
ち
合
せ
た
ソ
シ
ュ

l
ル
が
古
典
詩
研
究
の
道
す
が
ら
見
い
出
し
た
疑
問
に
対
す
る
自
己
の

無
力
さ
の
告
白
で
あ
る
。
雄
揮
で
断
言
的
な
口
調
に
見
え
る
『
講
義
』
の
ソ
シ
ュ
！
ル
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
、
メ
イ
エ
宛
の
個
人
的
書
簡
で
あ
る
こ
と
に
興

味
を
引
か
れ
る
。

《

ジ
ュ
ネ

i
ヴ

〔
一
九
〕

O
六
年
十
一
月
十
二
日

親
愛
な
る
友
よ
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他
の
研
究
の
合
い
聞
に
、
サ
ト
ウ
ル
ヌ
ス
詩
研
究
の
過
程
で
私
が
書
き
と
め
て
お
い
た
、
ホ
メ
ロ
ス
詩
に
お
け
る
ア
ナ
グ
ラ
ム
の
ノ

l
ト
を
友
人
と
し

て
読
ん
で
頂
け
る
と
有
難
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
研
究
に
つ
い
て
貴
方
に
心
か
ら
相
談
申
し
上
げ
た
い
の
で
す
が
、
そ
の
わ
け
は
、
そ
う
い
う
こ
と

に
頭
を
つ
っ
こ
ん
で
い
る
者
に
と
っ
て
、
そ
の
人
が
幻
想
の
と
り
こ
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
或
い
は
何
か
真
実
が
彼
の
観
念
の
底
に
あ
る
の

（

5
）
 

か
、
は
た
ま
た
半
ば
だ
け
真
実
が
あ
る
の
か
ほ
と
ん
ど
解
ら
な
い
か
ら
で
す
。
》

同
じ
年
の
七
月
十
四
日
、
宛
名
不
明
（
恐
ら
く
メ
イ
エ
宛
だ
と
思
わ
れ
る
）
の
手
紙
で
は
、
こ
の
ア
ナ
グ
ラ
ム
の
問
題
が
、
頭
韻
法
に
よ
る
一
定
の
音
素
の

繰
り
返
し
の
よ
り
一
般
的
な
法
則
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
喜
び
を
伝
え
て
い
る
。
詩
の
テ
ク
ス
ト
の
生
成
が
、

の
意
識
的
な
、
或
い
は
無
意
識
的
な
操
作
に
よ
る
計
数
化
（

g
－w巳

m

注
目
。
ロ
）
に
あ
る
こ
と
を
つ
き
と
め
た
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

一
定
の
子
音
と
母
音
の
組
合
せ
に
よ
る
詩
人



《

ヴ
ユ
フ
ラ
ン
ス

一
九

O
六
年
七
月
十
四
日

拝
啓

先
i

日
差
し
上
げ
た
手
紙
の
事
柄
に
つ
き
あ
な
た
の
御
返
事
を
頂
き
、
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
あ
な
た
の
誠
に
正
当
な
る
御
意
見
に
御
答
え
す

る
前
に
、
私
は
今
や
す
べ
て
の
ベ

l
ジ
に
わ
た
っ
て
勝
利
を
お
さ
め
た
と
貴
方
に
御
伝
え
出
来
る
と
思
う
の
で
す
。
私
は
二
ヶ
月
間
に
わ
た
っ
て
怪
物
と

戦
い
、
ま
さ
に
手
探
り
で
そ
れ
を
料
理
し
た
の
で
す
が
、
こ
の
三
日
間
と
い
う
も
の
、
私
は
大
砲
の
援
軍
を
得
て
行
進
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
私

ダ
ク
テ
イ
リ
ゾ
ク

が
長
短
々
格
の
韻
律
に
つ
い
て
（
と
申
し
ま
す
か
む
し
ろ
長
々
格
の
韻
律
に
つ
い
て
）
申
し
上
げ
た
こ
と
は
今
な
お
有
効
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
が
今
度

7
リ
テ
’
フ
ン
す
ン

サ
ト
ウ
ル
ヌ
ス
詩
の
鍵
を
握
る
に
至
っ
た
の
は
ま
さ
に
頭
韻
法
に
よ
る
も
の
で
、
こ
れ
が
ま
た
人
が
考
え
る
以
上
に
や
っ
か
い
な
も
の
な
の
で
す
。

人
々
が
サ
ト
ウ
ル
ヌ
ス
詩
に
お
い
て
認
め
て
い
た
頭
韻
法
の
（
そ
し
て
ま
た
脚
韻
法
の
）
す
べ
て
の
現
象
は
、
よ
り
一
般
的
な
現
象
と
い
う
よ
り
む
し

ろ
、
全
く
総
体
的
な
現
象
の
取
る
に
足
ら
な
い
一
部
分
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
各
々
の
サ
ト
ウ
ル
ヌ
ス
詩
の
シ
ラ
ブ
ル
の
全
体
は
、
最
初
の
シ
ラ
ブ
ル
か
ら
最

後
の
シ
ラ
ブ
ル
ま
で
、
頭
韻
法
の
法
則
に
従
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
一
つ
の
子
音
も
、
｜
｜
更
に
た
だ
一
つ
の
母
音
も
ー
ー
ま
た
そ
れ
以
上
に
母
音
の
音
量

一
つ
と
っ
て
も
、
注
意
深
く
積
算
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
結
果
は
斯
く
の
如
く
驚
く
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
詩
の
作
者
た
ち
が
（
：
：
：
）

ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
よ
う
な
難
問
に
取
り
組
む
時
聞
を
持
ち
え
た
か
と
、
自
問
し
て
み
た
く
な
る
程
で
す
。
何
故
な
ら
、
韻
律
法
に
関
す
る
も
の
す
べ
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て
を
除
外
し
た
と
し
て
も
、
サ
ト
ウ
ル
ヌ
ス
詩
と
は
ま
さ
に
中
国
流
チ
ェ
ス
に
あ
た
る
か
ら
で
す
。
：
：
：
》

以
上
の
簡
単
な
記
述
か
ら
、
大
学
で
一
般
言
語
学
を
受
け
持
っ
て
い
た
時
期
と
相
前
後
す
る
頃
の
ソ
シ
ュ

l
ル
の
関
心
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
推
察
出
来
よ

う
。
言
語
学
の
研
究
が
最
終
的
に
言
語
の
自
律
的
な
一
般
法
則
の
探
究
に
向
う
と
し
て
も
、
そ
れ
以
上
に
ソ
シ
ュ

l
ル
が
重
ん
じ
て
い
た
の
は
、
幾
つ
か
の
言

語
の
具
体
的
事
実
の
記
述
で
あ
り
、
あ
ら
か
じ
め
立
て
ら
れ
た
仮
説
の
説
明
で
あ
っ
た
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
理
性
の
他
民
族
へ
の
照
射
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

と
考
え
る
。
ソ
シ
ュ

l
ル
は
そ
の
こ
と
を
、
言
語
学
の
一
般
的
方
法
を
論
じ
た
序
論
（

H
E
g仏
C
2
5ロ
）
の
第
二
章
の
最
初
で
述
べ
て
い
る
。
こ
の
部
分
が
『
ア

ナ
グ
ラ
ム
』
研
究
と
『
講
義
』
と
を
、
方
法
論
的
に
、
ま
た
思
想
的
に
結
び
つ
け
る
唯
一
の
個
所
だ
と
言
え
ば
い
え
る
。
言
語
学
の
素
材
と
な
る
べ
き
も
の

は
、
す
べ
て
の
民
族
、
時
代
、
一
言
語
表
現
様
式
（
日
常
言
語
だ
け
で
な
く
、
詩
的
言
語
も
含
め
て
）
の
客
観
的
分
折
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。



《
言
語
学
の
資
料
を
な
す
も
の
は
、
ま
ず
人
類
言
語
の
す
べ
て
の
現
わ
れ
で
あ
る
、
そ
れ
が
未
開
民
族
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
文
明
国
民
の
の
も
の
で
あ

ろ
う
と
、
上
代
、
古
典
な
い
し
退
廃
時
代
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
各
時
代
に
お
い
て
は
、

（

6
）
 

い
」
の
み
な
ら
ず
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
形
式
の
表
現
を
考
患
に
入
れ
る
の
だ
。
》

た
だ
に
正
し
い
こ
と
ば
づ
か
い
、
「
美
し
い
こ
と
ば
づ
か

デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
は
何
か

ス
タ
ロ
パ
ン
ス
キ
！
の
提
出
す
る
資
料
を
丹
念
に
読
解
す
れ
ば
、
そ
れ
は
『
講
義
』
の
欠
落
部
分
を
補
っ
て
く
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
問
題
の
『
ア
ナ
グ
ラ

ム
』
研
究
の
納
め
ら
れ
た
す
ぐ
前
の
分
類
箱
の
資
料
（
冨
ω
・骨－

S
E）
で
、
ソ
シ
ュ

i
ル
は

－mwロ
m
g
o
〈

ω
門出

ωnoロ司ω

－ωロm
c
o
J可

ω
℃
mw吋

o

－o
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の
考
察
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
講
義
』
の
中
に
見
ら
れ
る
有
名
な
二
分
法
、

と
対
比
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ラ
ン
グ
が
人
間
の
下
意
識
守
口

σ
8ロ
R
5
5）
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
た
言
語
機
能
で
あ
り
、
パ
ロ
l
ル
が
個
人
の
そ
れ
ぞ
れ

の
機
会
に
お
け
る
一
回
限
り
の
「
意
志
と
知
性
に
よ
る
言
語
行
為
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
二
分
法
は
同
じ
内
容
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
引
用

は
よ
く
検
討
す
る
と
、
事
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
な
い
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

《
ラ
ン
グ
は
デ
ィ
ス
ク
i
ル
を
目
的
に
し
て
作
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
デ
ィ
ス
ク

l
ル
と
ラ
ン
グ
を
分
つ
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
？

こ
れ
こ
れ
の
時
に
、
ラ
ン
グ
が
デ
ィ
ス
グ

l
ル
と
し
て
行
為
化
さ
れ
る
と
言
わ
し
め
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
？

ラ
ン
グ
の
中
に
は
、
例
え
ば
、
宮
丘
（
牛
）
・
－

R
（
湖
）
・
巳
巴
（
空
）
・

3
c
m
m
（
赤
い
）
・
可
2
5
（
悲
し
い
）
・
巳

E
（五）－

F
E
Z
（
ひ
び
を
入
れ

コ
ン
セ
プ
ト

る
）
・
〈
。
可
（
見
る
）
の
よ
う
に
、
様
々
な
概
念
が
準
備
さ
れ
て
（
つ
ま
り
言
語
的
形
態
を
よ
そ
お
っ
て
）
そ
こ
に
あ
る
。
〔
と
こ
ろ
で
〕
い
か
な
る
時
に

と
い
う
か
、



オ
ペ
ラ
シ
オ
ン

或
い
は
い
か
な
る
操
作
で
、
そ
れ
ら
の
語
の
聞
に
打
ち
立
て
ら
れ
る
い
か
な
る
働
き
（
守
口
）
で
、
い
か
な
る
条
件
の
も
と
に
こ
れ
ら
の
概
念
は
デ
ィ
ス

ク
ー
ル
を
形
ち
，
つ
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

こ
れ
ら
の
語
の
列
な
り
な
5
5）
は
、
そ
れ
が
喚
起
す
る
諸
観
念
が
ど
ん
な
に
豊
か
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
一
人
の
人
間
個
人
に
対
し
て
他
の
人
間
個
人

が
そ
れ
ら
の
語
を
口
に
し
て
、
彼
に
何
事
か
を
意
味
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
指
し
示
す
の
で
は
決
し
て
な
い
で
あ
ろ
う
。
ラ
ン
グ
の
中
で
自
由
に

そ
れ
は
デ

使
用
さ
れ
う
る
名
辞
を
用
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
何
事
か
を
意
味
し
よ
う
と
す
る
観
念
を
持
つ
た
め
に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
？

イ
ス
ク
ー
ル
と
は
何
か
を
知
る
の
と
同
じ
問
で
あ
り
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
答
は
簡
単
で
あ
る
。
即
ち
デ
ィ
ス
ク
l
ル
は
そ
れ
が
例
え
初
歩
的
な
も
の
で
あ

つ
で
も
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
知
ら
な
い
手
段
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
一
言
語
的
形
態
を
ま
と
っ
て
提
出
さ
れ
た
二
つ
の
概
念
の
聞
に
一
つ
の
関
係
を
断

定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
ラ
ン
グ
は
前
も
っ
て
孤
立
し
た
概
念
を
実
現
す
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
概
念
は
思
考
の
意
味
作
用
が
存
在
す
る
た

め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
で
関
係
づ
け
ら
れ
る
べ
く
待
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
》
〔
傍
点
ソ
シ
ュ

l
ル
〕
（
冨
ω
・骨・

ωgH）

- 91ー

こ
の
曲
折
し
た
合
意
性
の
多
い
記
述
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
は
常
識
的
な
ソ
シ
ュ

l
ル
理
解
の
範
聞
を
越
え
る
必
要
が
あ
る
。
ソ
シ
ュ

l
ル
は
ま
ず
視
点
を

『
講
義
』
と
は
反
対
に
、
ラ
ン
グ
の
言
語
学
で
は
な
く
、
パ
ロ

l
ル
（
言
活
動
）
或
い
は
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
言
語
学
に
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
ソ
シ
ュ

l
ル

に
よ
れ
ば
、
〔
単
な
る
〕
語
の
列
な
り
は
、
語
り
手
が
相
手
に
何
か
を
意
味
し
よ
う
と
す
る
（
〈
。
巳
。
可
也
m
E
P
O
S
－
」
と
を
指
し
示
す
の
で
は
な
い
。
意
味
作

用
（
ω
応
巴

P
R
5ロ
）
に
は
、
常
識
的
な
意
味
で
《
記
号
表
現
》
と
《
記
号
内
容
》
が
一
対
一
で
対
応
す
る
の
で
は
な
く
て
、
彼
の
表
現
に
従
え
ば
、
「
語
と

語
の
聞
に
打
ち
立
て
ら
れ
る
働
き
（
戯
れ
）
」
の
こ
と
で
、
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
、
言
語
活
動
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
は
、
記
号
と
他
の
記
号
と
の
間
に
あ

る
差
異
の
関
係
ば
か
り
で
は
な
く
、
記
号
と
記
号
の
結
合
方
法
の
差
異
が
ふ

0
5
と
な
る
の
で
あ
る
。

ソ
シ
ュ

l
ル
は
記
号
と
他
の
記
号
の
間
に
あ
る
差
異
は
、
ラ
ン
グ
の
体
系
に
属
す
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
人
聞
の
下
意
識
下
に
置
か
れ
た
語
の
選
択
性

の
こ
と
で
あ
り
、
パ
ロ

I
ル
或
い
は
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
に
属
す
る
言
語
の
個
人
的
・
創
造
的
な
使
用
価
値
は
、
記
号
と
記
号
の
隣
接
性
、
つ
ま
り
結
合
法
の
戯
れ

の
中
に
あ
る
と
考
え
た
。



ソ
シ
ュ

l
ル
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
単
な
る
語
と
語
の
列
な
り
が
デ
ィ
ス
ク

l
ル
を
形
成
す
る
の
で
な
い
な
ら
、
そ
れ
ら
が
い
か
な
る
時
に
、
い
か
な

る
操
作
で
、
そ
れ
ら
の
語
が
こ

2
》
（
働
き
、
戯
れ
、
遊
戯
）
と
し
て
置
か
れ
る
の
か
、
そ
の
条
件
を
理
解
す
る
こ
と
が
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
分
析
の
大
切
な
要

件
と
な
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
他
な
ら
ぬ
、
こ
れ
か
ら
分
析
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
ソ
シ
ュ

l
ル
の
『
ア
ナ
グ
ラ
ム
』
研
究
の
命
題
と
な
る
と

こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
意
味
で
、
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
は
パ
ロ
！
ル
と
異
な
り
、
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
生
成
機
構
を
含
み
、
語
り
手
の
明
証
的
な
意
識
と
は
関
係
な
く
肥
大
し
て

行
く
、
不
透
明
な
厚
み
を
持
っ
た
言
説
だ
と
一
先
ず
一
一
一
口
っ
て
お
こ
う
。
『
ア
ナ
グ
ラ
ム
』
研
究
に
お
い
て
は
、
テ
ク
ス
ト
は
生
産
性
（
望
。
円
四
日
己
主
広
）
と
し
て

捉
え
ら
れ
、
そ
の
中
に
主
体
が
含
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
主
体
は
決
し
て
一
義
的
に
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
表
面
に
現
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
常
に
裁
か
れ
、

検
証
さ
れ
る
必
要
の
あ
る
主
体
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
が
生
成
さ
れ
る
以
上
、
そ
こ
に
仮
定
さ
れ
る
何
ら
か
の
意
味
で
の
語
る
主
体
は
、
作
者
（
ラ
テ
ン
語
の

よ
み
が

一
度
死
ん
で
テ
ク
ス
ト
の
中
に
再
び
不
在
と
し
て
融
見
え
る
も
の
で
、
音
素
の
一
粒
一
粒
の
中
に
欲
望
の
表
現

ω広三
O
円
保
証
す
る
も
の
）

と
し
て
の
主
体
の
、

nu 

と
し
て
現
わ
れ
る
、
分
割
さ
れ
た
（
或
る
意
味
で
打
ち
砕
か
れ
た
）
主
体
で
あ
る
。
生
き
た
作
者
（
実
在
の
）
は
パ
ロ

l
ル
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
う
る
か
も
知

れ
な
い
が
、
語
る
と
い
う
行
為
が
日
常
の
人
間
的
行
為
か
ら
離
れ
て
テ
ク
ス
ト
の
中
に
言
語
の
生
産
者
（
℃
吋
怠

5
5
5
仏

C
Eロ
官
官
）
と
し
て
越
え
る
語
り

（

7
）
 

手
を
支
え
る
の
は
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
で
あ
る
。

記

号

の

価

値

理

論

先
程
の
引
用
と
は
順
序
が
前
後
す
る
が

そ
の
手
前
に
隣
接
す
る
断
章
で
（
冨
ω・
叶
・

ω笥∞＼件）、

ソ
シ
ュ

i
ル
は
『
講
義
』
の
中
で
理
論
的
に
述
べ
ら
れ

た
「
記
号
の
価
値
」
説
に
つ
い
て
、
特
に
記
号
が
実
際
の
流
通
過
程
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
価
値
を
変
更
し
て
行
く
か
に
つ
い
て
注
意
を
う
な
が
し
て
い

る
そ
も
そ
も
ソ
シ
ュ

l
ル
の
言
う
「
言
語
的
価
値
」
と
は
、

A
と
い
う
「
記
号
表
現
」
（
音
声
記
号
）
と
だ
と
い
う
「
記
号
内
科
」
（
概
念
）
の
関
係
が
本
来
的

（

8
）
 

に
含
む
意
味
関
係
の
ず
れ
を
仮
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
更
に
記
号
そ
の
も
の
（
〉
＋
除
、
）
で
さ
え
、
他
の
記
号
と
の
相
関
的
関
係
の
中
で
、
そ
の
一
不
差
的
価



－
R
 

値
に
根
拠
を
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
、

一
つ
一
つ
の
記
号
は
そ
れ
自
体
の
中
で
も
、
ま
た
他
の
記
号
と
の
関
係
の
中
で
も
、
絶
対
的
、

一
義
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
は

な
く
、
記
号
は
言
語
内
関
係
の
網
の
目
の
中
に
位
置
づ
け
て
見
な
け
れ
ば
、
そ
の
価
値
を
把
握
出
来
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
ソ
シ
ュ
l
ル
の
挙
げ
る
た
と
え
に
よ
る
と
、
五
フ
ラ
ン
貨
の
価
値
と
は
、

(1) 

金
銭
と
は
性
質
の
ち
が
う
他
の
物
、
例
え
ば
一
定
量
の
パ
ン
と
交
換
で
き
る
こ
と

(2) 

同
じ
金
銭
の
体
系
で
も
、
五
フ
ラ
ン
硬
貨
は
一
フ
ラ
ン
硬
貨
五
枚
と
交
換
出
来
る
し
、
ま
た
そ
れ
に
相
当
す
る
銀
行
小
切
手
に
も
、
或
い
は
ド
ル
に
も
交

換
出
来
る
こ
と
、

で
あ
り
、
『
同
様
に
、
語
は
性
質
を
異
に
す
る
も
の

す
な
わ
ち
観
念
と
交
換
さ
れ
得
る
し
、
そ
の
上
、
同
じ
性
質
の
も
の
、
即
ち
他
の
語
と
も
比
較
さ
れ
得

る
の
で
あ
る
。
』

し
か
し
こ
の
一
種
の
交
換
価
値
と
も
い
え
る
も
の
は
、
実
際
の
流
通
過
程
に
お
け
る
使
用
価
値
に
お
い
て
は
、
同
じ
交
換
比
率
を
持
た
な
い

の
で
あ
る
。
『
し
た
が
っ
て
、
語
の
価
値
と
い
う
も
の
は
、

そ
れ
が
か
く
か
く
の
概
念
と
交
換
さ
れ
う
る
、

つ
ま
り
か
く
か
く
の
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
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こ
と
だ
け
を
見
て
い
る
聞
は
、
決
定
さ
れ
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
同
じ
よ
う
な
価
値
と
、
〔
い
い
か
え
れ
ば
〕
そ
の
語
に
対
置
さ
れ
る
他
の
い
く
つ
か
の
語

（

9
）
 

と
、
比
較
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
』

ン
f

ヲ
ノ

F

ン

ン

一

フ

イ
h
吋

言
語
記
号
が
そ
の
記
号
の
能
記
と
所
記
と
の
間
で
さ
え
同
一
性
（
E
O
R吾
川
）
を
も
た
ず
、

ま
た
そ
れ
が
他
の
記
号
の
中
に
置
か
れ
る
と
「
価
値
」
を

変
え
る
と
い
う
、
『
講
義
』
の
中
で
あ
げ
ら
れ
た
理
論
の
興
味
深
い
具
体
例
が
『
未
刊
資
料
』
の
中
に
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
シ
ン
ボ
ル
（
ω
司
自
σ
o
Z）
と
い
わ
れ

て
い
る
の
は
、
体
系
l

組
織
を
構
成
す
る
最
小
の
意
味
単
位
の
こ
と
で
、
伝
説
1
神
話
研
究
に
お
け
る
意
味
素
、
一
言
語
研
究
に
お
け
る
官
抗
乳
に
あ
た
る
で
あ
ろ

う
o
z
o
Z
Eロ
moロ
伝
説
の
研
究
の
一
断
章
で
あ
る
。
（
冨
ω
・廿・

ω笥∞＼品）

《
ー
ー
伝
説
は
一
連
の
シ
ン
ボ
ル
で
ー
ー
そ
の
意
味
は
正
確
に
さ
れ
る
べ
き
だ
が
｜
｜
構
成
さ
れ
て
い
る
。



ー

l
l
こ
れ
ら
の
シ
ン
ボ
ル
は
、
そ
う
と
は
気
づ
か
ず
に
、
例
え
ば
言
語
の
語
（
B
o
g）
が
そ
れ
に
あ
た
る
シ
ン
ボ
ル
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
他
の
一
連
の
シ

ン
ボ
ル
と
同
じ
変
遷
と
同
じ
法
則
と
に
従
え
ら
れ
て
い
る
。

｜
｜
』
そ
れ
ら
は
す
べ
て
セ
ミ
オ
ロ
ジ

l

（
記
号
学
）
の
一
部
を
な
す
。

｜
｜
シ
ン
ボ
ル
は
固
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
そ
れ
は
無
制
限
に
変
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
い
っ
た
こ
と
を
仮
定
す
る
い
か
な
る
考
え

方
も
な
い
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
あ
る
幾
つ
か
の
限
定
の
中
で
変
化
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

イ
ダ
ン
デ
ィ
テ

ー

iI記
号
の
同
一
性
は
、
そ
れ
が
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
瞬
間
か
ら
、
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の
瞬
間
に
そ
の
価
値
を
決
め
る
社
会
大
衆
の
中
に
流
布
さ
れ
る
や
否

や
、
そ
れ
は
決
し
て
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
な
る
。

か
く
し
て
、
ル

l
ン
文
字
〔
古
代
北
欧
文
字
〕
の

Y
が
《
シ
ン
ボ
ル
》
と
し
で
あ
っ
た
と
し
よ
う
。
そ
の
「
同
一
性
」
は
あ
ま
り
に
明
確
で
あ
る
と
し

も
、
そ
れ
を
更
に
確
認
す
る
と
な
る
と
ほ
と
ん
ど
奇
妙
な
こ
と
に
な
る
。
そ
の
わ
け
は
こ
う
で
あ
る
。
こ
の
文
字
の
形
態
は
Y
で
あ
る
。
こ
の
文
字
は
Z
と
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読
ま
れ
る
。
こ
の
文
字
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ド
の
八
番
目
に
数
え
ら
れ
る
文
字
で
あ
る
。
こ
の
文
字
は
不
思
議
に
も

N
Sロ
と
呼
ば
れ
、
最
後
に
こ
の
文
字
は

時
々
語
の
最
初
の
文
字
と
し
て
引
用
さ
れ
る
。

し
ば
ら
く
す
る
と
こ
の
文
字
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
十
番
目
に
な
り
、
だ
が
こ
こ
で
す
で
に
そ
れ
が
予
想
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
一
つ
の
単
位
は
・

〔
以
下
文
は
中
断
さ
れ
る
〕

一
般
に
人
口
は
微
笑
ん
で
、
あ
た
か
も
こ
の
こ
と
が
実
際
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う

に
、
こ
と
の
哲
学
的
重
要
性
に
は
目
を
と
ど
め
ず
に
答
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
す
べ
て
の
シ
ン
ボ
ル
は
、
一
度
流
通
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
る
と

ー
ー
と
こ
ろ
で
あ
ら
ゆ
る
シ
ン
ボ
ル
は
、
そ
れ
が
流
通
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
る
が
故
に
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が

l
l、
次
の
瞬
間
ど
こ
に
そ
の
同
一

と
こ
ろ
で
〔
こ
の
記
号
の
〕
同
一
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？

性
が
あ
る
の
か
即
座
に
言
い
う
る
絶
対
的
不
可
能
性
の
中
に
置
か
れ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
わ
》
〔
傍
点
ソ
シ
ュ
！
ル
〕

ソ
シ
ュ

l
ル
は

Z
F
o
g－ロロ

m
g
伝
説
に
関
す
る
同
じ
考
察
の
中
で
更
に
続
け
て
、
伝
説
中
の
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
は
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、

一
国
の
神
話



体
系
の
中
で
は
機
能
と
し
て
働
く
が
、
実
際
の
語
り
の
配
列
過
程
の
中
で
、
こ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
人
物
は
、
名
前
・
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
位
置
（
立

場
）
・
性
格
・
機
能
・
行
為
を
変
え
て
行
く
と
言
っ
て
い
る
。
あ
た
か
も
物
語
の
生
成
機
構
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
た
（
言
語
学
に
お
け
る
ラ
ン
グ
の
よ
う
に
）
、

機
能
と
し
て
の
固
有
名
詞
が
、
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
し
て
テ
ク
ス
ト
の
中
に
実
現
さ
れ
る
過
程
で
（
言
語
学
に
お
け
る
パ
ロ

l
ル
の
よ
う
に
）
、

テ
ク
ス
ト
が
生

成
さ
れ
て
行
く
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ス
タ
ロ
パ
ン
ス
キ
ー
は
こ
の
部
分
の
断
片
に
解
説
を
つ
け
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

f
ポ

グ

ラ

ム

『
歴
史
的
事
件
と
そ
の
伝
説
的
置
換
の
中
に
ソ
シ
ュ

l
ル
が
仮
定
し
て
い
る
関
係
は
、
彼
が
下
位
言
語
（
或
い
は
テ
l
マ
語
）
と
そ
の
展
開
と
し
て
の
詩
的

テ
ク
ス
ト
の
聞
に
仮
定
す
る
で
あ
ろ
う
関
係
を
予
知
す
る
も
の
だ
。
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
探
究
は
産
出
的
な
心
的
機
能
（
想
像
力
）
に
向
う
の
で
な
く
、
先
行

す
る
（
一
言
葉
・
物
語
の
）
事
実
に
向
う
の
だ
か
ら
』
（
『
言
葉
の
下
の
こ
と
ば
』
十
七
頁
）

そ
し
て
、
ス
タ
ロ
パ
ン
ス
キ
ー
が
付
け
加
え
て
言
う
よ
う
に

『
そ
れ
故
意
味
を
生
成
物
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
｜
｜
結
合
法
の
適
用
に
よ
る
可
変
的
生
成
と
し
て

l
l。
そ
し
て
、
そ
れ
を
変
化
の
な

戸

h
d

n可
U

い
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
所
与
と
し
て
考
え
て
は
い
け
な
い
の
だ
』
。
（
向
上
、
二
十
頁
）

伝
説
l

神
話
が
そ
れ
以
前
に
書
か
れ
た
下
位
テ
ク
ス
ト
の
上
に
書
か
れ
た
、

一
定
の
事
件
の
グ
ル
ー
プ
（
ロ
ロ
旬
。
ロ
宮
依
田
巴
円
払
芯

5
0
5
8
g
向
上
十
七

頁
）
の
記
号
論
的
書
き
替
え
で
あ
る
よ
う
に
、
詩
的
テ
ク
ス
ト
は
一
つ
の
国
語
体
系
の
中
に
含
ま
れ
た
一
定
の
記
号
或
い
は
記
号
グ
ル
ー
プ
の
組
み
替
え
の
差

異
か
ら
生
れ
る
新
ら
し
い
意
味
の
生
成
で
あ
る
。

ラ

ン

グ

Z

レ
マ
ン

《
国
語
体
系
と
同
じ
く
、
伝
説
の
貴
さ
を
生
み
出
す
の
は
、
ど
ち
ら
も
が
自
分
の
前
に
も
た
ら
さ
れ
た
要
素
と
何
ら
か
の
意
味
だ
け
を
用
い
る
よ
う
に
強
い

ら
れ
て
、
そ
れ
ら
を
寄
せ
集
め
、
継
続
的
に
そ
こ
か
ら
新
し
い
意
味
を
引
き
出
し
て
い
く
そ
の
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
い
う
伝
説
の
概
念
を
誤
り
だ
と
結
論
す

る
前
に
、
よ
く
考
え
て
見
る
が
よ
い
だ
ろ
う
が
、

一
つ
の
重
要
な
法
則
が
大
き
な
役
割
を
演
ず
る
の
で
あ
る
。
即
ち
惰
性
体
と
し
て
の
諸
要
素
の
結
合
で
な

マ
テ
エ
ー
ル

い
よ
う
な
も
の
が
開
花
す
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
得
な
い
し
、
ま
た
素
材
と
は
、
思
考
が
消
化
し
配
列
し
命
ず
る
と
こ
ろ
の
、
ま
た
そ
れ
な
く
し
て
は
す
ま



さ
れ
な
い
よ
う
な
継
続
的
栄
養
物
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

伝
説
が
一
つ
の
意
味
か
ら
出
発
し
、
最
初
か
ら
そ
れ
の
持
つ
唯
一
の
意
味
。
0
8ロω
）
を
保
持
し
て
い
た
と
想
像
す
る
か
、
そ
れ
と
も
伝
説
は
絶
対
に
こ

れ
こ
れ
の
意
味
を
持
ち
え
な
か
っ
た
と
想
像
す
る
か
は
、
私
の
能
力
を
超
え
る
操
作
で
あ
る
。
伝
説
が
事
実
上
仮
定
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、
意
味

エ
レ
マ
ン
・
マ
テ
リ
エ
ル

は
決
し
て
質
料
的
要
素
に
よ
っ
て
、
何
世
紀
か
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
伝
説
の
上
に
伝
達
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
五
つ
な
い

し
六
つ
の
質
料
的
要
素
が
与
え
ら
れ
、
も
し
私
が
そ
れ
を
別
々
に
仕
事
を
し
て
い
る
五
人
な
い
し
六
人
の
人
々
に
組
合
せ
を
さ
せ
る
と
、
何
分
か
の
後
に
は

意
味
は
変
化
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
》
（
冨
ω・叶－

ssh。
向
上
十
九
頁
i
二
O
頁）

ソ
シ
ュ

l
ル
が
企
て
た
「
一
般
言
語
学
」
の
構
想
と
並
ん
で
、
今
日
最
も
そ
の
重
要
性
が
注
目
さ
れ
る
「
記
号
学
」
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
次
の
短
い
考

察
を
付
け
加
え
る
前
に
、
い
ま
一
度
ソ
シ
ュ

l
ル
自
身
の
言
葉
を
引
い
て
お
こ
う
。

ー

l
l
そ
れ
ら
の
シ
ン
ボ
ル
〔
言
語
記
号
と
並
ん
で
神
話
伝
説
に
お
け
る
英
雄
的
人
物
も
含
め
て
〕
は
す
べ
て
、
記
号
学
の
一
部
門
を
な
す
。
（
冨
ω－

p
g
g
k）

（

m）
 

ソ
シ
ュ
l
ル
が
こ
れ
ら
の
断
章
（
冨
ω・
骨
・

ω
包∞＼
H
・

8
で
繰
り
返
し
強
調
す
る
の
は
、
記
号
と
し
て
の
シ
ン
ボ
ル
が
深
層
テ
ク
ス
ト
（
札
口
0
・

5
M門
店
）
の
中

で
、
ど
の
よ
う
に
生
成
し
て
行
く
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
伝
説
に
含
ま
れ
る
シ
ン
ボ
ル
が
、
言
語
記
号
の
よ
う
に
分
節
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
言
語
を
通
じ

て
、
言
語
の
中
で
、
言
語
に
よ
っ
て
分
節
さ
れ
る
の
だ
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
う
。
事
実
今
の
引
用
の
最
後
の
部
分
で
（
冨
ω－

P
包

g
h）
ソ
シ
ュ

l
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ル
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
内
容
的
に
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
伝
説
が
そ
の
起
源
に
遡
っ
て
、
た
だ
一
つ
だ
け
の
絶
対
的
「
意
味
」
を

持
っ
か
ど
う
か
は
、
重
要
な
問
題
で
は
な
い
。
「
意
味
」
は
も
し
そ
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
具
体
的
な
歴
史
上
の
事
実
（
臥
忠
目
。
巳
自
民
骨
互
）
に
よ
っ
て

後
世
に
伝
達
さ
れ
う
る
も
の
で
も
な
い
。
強
い
て
言
え
ば
、
意
味
体
系
の
構
造
性
が
後
世
に
伝
達
さ
れ
る
の
だ
、
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
理
解
で
き
る
。

（

U
）
 

ソ
シ
ュ

l
ル
が
『
講
義
』
で
与
え
た
「
記
号
学
」
の
定
義
と
は
別
の
意
味
で
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
思
想
は
次
の
意
味
で
重
要
な
価
値
を
持
つ
。
即
ち

テ
ク
ス
ト
は
「
意
味
」
（
ω
o
ロ
ω
）
の
担
い
手
で
は
な
く
、

「
意
味
形
式
性
」
（
ω
仲間巴

EHMg）
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
先
は
、
ソ
シ
ュ

l
ル

自
身
の
理
論
を
離
れ
て
、
そ
し
て
問
題
の
『
ア
ナ
グ
ラ
ム
』
研
究
に
お
い
て
は
、
ソ
シ
ュ

l
ル
が
今
な
お
そ
の
宗
主
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
今
日
的
な
意
味
で



...’
v
＋，

吟
、
ャ
〉
考
人

e
「1官

n~請書J
Q
~
観
制
穏

11指揮さ←予O
Qp~iQ

。
C*:W

1
 -fZ+i＜

社
十
~
）

（剥）(
-
)
 
思
召
杓

~.；.！
~
;
t

f三
’
長

Q
1
ト
処
、
K
ム
u
~
~

~1
心
浩
司
併
時

0
i+:~ヒ

榊
t!
~
 ，，.＿，~ ..,GJ 

J
e
a
n
 Starobinski

千
J
時
時
。

≪
L
e
s
 m

o
t
s
 sous les 

m
o
t
s
》

ー
L
e
s
a
n
a
g
r
a
m
m
e
s
 d
e
 F
e
r
d
i
n
a
n
d
 d
e
 Saussure. G

a
l
l
i
m
a
r
d
 
1971. 

≪
L
e
s
 a

n
a
g
r
a
m
m
e
s
 d
e
 F
e
r
d
i
n
a
n
d
 d
e
 Saussure≫ 

M
e
r
c
u
r
e
 d
e
 France, 

fev. 
1964. 

≪
L
e
s
 m

o
t
s
 sous les 

m
o
t
s
》
T
o
h
o
n
o
r
 R

o
m
a
n
 Jakobson. 

M
o
u
t
o
n
 1967. 

《
L
e
texte 

d
a
n
s
 le 

texte
》
T
e
l
Q
u
e
l
 N

。
37.

1969. 

《
L
e
n
o
m
 cache≫

ー
L
’analyse

d
u
 l
a
n
g
a
g
e
 t
h
e
o
l
o
g
i
q
u
e
-
L
e
 n

o
m
 d
e
 Dieu. 

A
u
b
i
e
r
 
1969. 

≪
L
a
 puissance d

’A
p
h
r
o
d
i
t
e
 et 

le 
m
e
n
s
o
n
g
e
 des coulisses. 

F
e
r
d
i
n
a
n
d
 d
e
 S
a
u
s
s
u
r
e
 lecteur 

d
e
 Lucrecei> 

C
h
a
n
g
e
 N° 

6
 

1970. 

≪
S
e
m
i
o
t
e
x
t
e
≫
-
S
a
u
s
s
u
r
e’S

 A
n
a
g
r
a
m
s
.
 C
o
l
u
m
b
i
a
 University 

1975. 

(
N
)
 

＇
，
）
，
叫
時
ー
ト

4く
朴
u
~
ヰ
士
~

1
：製！

Jill！
純
朴

Q
梶

幡
宮

’
綜

1
@I 

1
 ~O.\J.!!t-

’
鯨
1
1
@
1
1
~
0
＜
ー

1
・提
o
~
叶
’
糠

11i@I
1
~
1
0
-
1
~
1
 
1

 

社
主
llと

~
~
~
.
；
.
！
°
寸

~J
兵

.Q
<.0 E

盟
主
lt--~

’
『
ト
ト
、

lト
ペ
』
員
三
駅

t!
1
・民
0
1
く
叶
長
心

1
~O~.!!t-

は
..,Q
.
｝
」
~
心

P
K
偲、且争〈入！＇＼

.＼＼「－！！

輯
*Ii眠

時
。

ffi1"~
1
 ~謡！Jill！

純
朴
構
榔
~
制
〉
制
難
←
~
宮
騒
千

J
，
母
子
。
。
主
主
拘

~.；.！＂＂
ー
ム

t!
’
’
舟
＝
示
品
ト
·

o. 
-

I' 
;
l
!
t
~
Q
~
U
~

！M
 .. ，~..,GJQ:Q 1

 

1
同
車
’
~

H
一

、
権

誕
u
E
が

~
.
.
,
G
J
Q
:
Q
1
1
1
(
崖
千

J
時
的
。
~

,), 
r¥
ー
弐

t!
u
兵
必
Q
~
号
式
会

l存主
lと
令
，
Q

(' ..,§lε
、千

J
，ユ

.；.！
0

 

〈的）
~
制
心
u
~
明
＃
樹
私
自
!Kt-'~~U...J\-'..,Gl'

..,Gl'-" 
1
：
制
樺

.Q
-Q
ν
J
毛
布

J.；.！ム
~J
剖

t!
’

≪
C
o
u
r
s
 d
e
 linguistiq u

e
 generale≫ 

~
当
時
脚
容
竺
’

~
 
,;. 

r¥
ー
弐
ぽ
溺
’

E
駈
e

’
く
ャ
ャ
’

-ti
,;_ 

r¥ 
｝
＼
輔
鞘

U
-
Y

I'
＼
－
＇
’
剖
起
刑

Q
＇
ー
ム
会

14
《Ju

!Pl時
杓
~
.
；
＿
！

..,GJQ
干J
嶋
崎
。
？
＼
お

H
ー
弐
但

d京
~J

Q
 

Ii'鰹
蝋
』

~H='.lと
初
~
~
 ~
J
~
t
!
 ~
＊
艇

：；.！
や
記
。
（

cf.
穴
、
－

f¥
ぽ

棚
蛭

！
〈

長
国

社
1
or::fil:::r

な）

（咽）
M
s
.
 fr. 

3
9
5
7
 /2 

~J Q
 \Iト
彊
Q
掛
樫
笠
’
巡
u
~
や
ド

l
＜

~fil
砂

J
trr:: 
fil 

III
’

ト
入

ι
ひ
入

K
・

ス
ャ

同
僚

Q
Hト
誕

Q..,GJQtJ
時
的

~J
《

j:
Q
~
 

る
や

.；.！
0

 

cf. 
Louis-Jean Calvet ≪

P
o
u
r
 et 

contre S
a
u
s
s
u
r
e
》（

1975
Payot) 

p. 
48-49. 

R
o
b
e
r
t
 G
o
d
e
l
 
≪
L
e
s
 sources 

m
a
n
u
s
c
r
i
t
e
s
 d

u
 c
o
u
r
s
 d
e
 linguistique g

白
ierale

d
e
 F. 

d
e
 S
a
u
s
s
u
r
e
》（

1957
D
r
o
z
 p. 

31.) 

r、σ3 



（

5
 

ゴ
デ
ル
の
『
源
泉
資
料
』
に
は
、
こ
の
手
紙
の
方
の
大
部
分
が
引
用
さ
れ
、

心
の
動
向
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
関
心
を
払
わ
れ
て
い
る
。

G
・
ム
l
ナ
ン
に
よ
れ
ば
、
ソ
シ
ュ
l
ル
は
「
一
般
言
語
学
を
扱
う
か
わ
り
に
・
・
・
良
心
の
色
め
を
感
じ
な
が
ら
・
・
・
ニ
l
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
詩
と
い

っ
た
よ
う
な
、
部
分
的
に
は
言
語
学
と
は
無
関
係
な
新
し
い
主
題
に
首
を
つ
っ
こ
ん
で
行
く
。
・
・
・
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
土
地
の
名
の
語
源
、
彼
が
ア
ナ

グ
ラ
ム
と
呼
ぶ
、
詩
形
に
お
け
る
あ
る
種
の
反
覆
の
分
折
な
ど
で
、
彼
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
楽
し
ん
か
い
た
の
で
あ
か
。
」
（
『
ソ
シ
ュ

l
ル
』
（
福

井
芳
男
他
訳
、
十
五

l
十
六
頁
）
。
ソ
シ
ュ

l
ル
が
ア
ナ
グ
ラ
ム
研
究
で
決
し
て
楽
し
む
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
今
の
手
紙
の
草
稿
を
見

て
も
、
ま
た
次
の
本
文
に
引
用
す
る
メ
イ
エ
宛
の
手
紙
で
も
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
彼
の
研
究
の
方
向
が
言
語
の
一
般
法
則
を
樹
立
す
る
方
向
に
あ
っ

た
か
、
各
国
語
の
具
体
的
事
実
の
探
究
に
向
う
方
向
に
あ
っ
た
か
は
、
手
紙
の
内
容
か
ら
後
者
の
方
に
断
定
で
き
よ
う
。
次
に
引
用
す
る
個
所
は
、

そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
だ
け
で
な
く
、
す
で
に
こ
の
時
代
に
構
想
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
、
フ
ラ
ン
ス
語
以
外
の
国
語
の
詩
に
お
け
る
、
具
体
的
・
民

族
誌
的
な
言
語
事
実
の
探
究
を
予
告
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
結
局
の
と
こ
ろ
一
つ
の
言
語
の
特
徴
的
な
浮
き
出
た
側
面
〔
原
文
を
直
訳
す
る
と
「
絵
画
的
な
側
面
」
〕
、
あ
る
起
源
を
も
っ
た
あ
る
国
民
に
属
す

る
も
の
と
し
て
こ
れ
を
他
の
す
べ
て
の
言
語
と
遣
う
よ
う
に
し
て
い
る
面
、
こ
の
ほ
と
ん
ど
民
族
誌
学
的
な
面
だ
け
が
私
に
は
関
心
が
あ
る
の
で

す
。
』
（
ム

l
ナ
ン
、
向
上
十
六

l
十
七
頁
）

メ
イ
エ
宛
書
簡
。
ロ
ー
マ
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
『
詩
学
の
諸
問
題
』
（
一
九
七
三
）
所
収
。

原
著
二
十
頁
、
小
林
英
夫
訳
に
よ
る

- 98 -

一
般
言
語
学
講
義
を
始
め
る
す
こ
し
前
に
お
け
る
、
ソ
シ
ュ

l

ル
の
関

（

6
）
 

『
一
般
言
語
学
講
義
』

（

7
）
 

ソ
シ
ユ
l
ル
の
理
論
を
も
っ
ぱ
ら
『
講
義
』
の
読
解
か
ら
出
発
し
て
、
こ
の
よ
う
な
言
行
為
（
パ
ロ
l
ル
）
の
創
造
的
な
側
面
を
特
に
強
調
し
た
人

に
、
メ
ル
ロ
！
日
ポ
ン
テ
ィ
ー
が
い
る
。
丘
・
盟
問
ロ

g
－
A
U
巳
Z
B
m
E
g
g
（
H・
F
o
Eロ
m
m
m
o
E
E
2
2
2

－g
〈
。
買
門
古
色
宮
口
。

0・
ロ
・
∞
ロ
吋

宮
司
窓
口

O
B
S。
目
。
肉
店
含
－

g
m
m
m
0・）

こ
の
問
題
意
識
を
、
パ
ロ

l
ル
を
言
語
の
「
交
換
価
値
」
と
見
な
し
、
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を
言
語
の
「
使
用
価
値
」
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ

ャ
ン

H
ジ
ョ
ゼ
フ
・
グ
ウ
の
最
近
の
言
語
理
論
の
マ
ル
ク
ス
的
読
み
車
し
に
当
て
は
め
る
の
も
面
白
い
だ
ろ
う
。
彼
に
よ
る
と
西
欧
の
歴
史
上
、
一
一
一
口

コ
ミ
ユ
ニ
カ
シ
オ
ン
エ
ク
ス
．
フ
レ
シ
ヨ
ン

語
記
号
は
そ
れ
が
伝
達
ま
た
は
表
現
の
相
で
あ
ろ
う
と
、
或
い
は
翻
訳
可
能
性
と
い
う
相
で
あ
ろ
う
と
、
商
品
取
引
と
同
じ
意
味
で
の
記

号
の
「
交
換
価
値
」
（

E
4巴
2
円
円
斥

Hgロ
mo
仏

g
a
mロ
g
）
と
考
え
ら
れ
て
来
た
。
そ
れ
に
対
し
て
記
号
の
「
使
用
価
値
」
（

E
4色
。
ロ
円
円
ロ
・



（

8
）
 

g
m
o
円目。
ωω
百
ロ

g
）
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
直
接
的
に
消
費
の
対
象
と
な
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
は
他
の
生
産
の
手
段
と
し

て
も
役
に
立
つ
こ
と
で
、
す
べ
て
の
記
号
或
い
は
そ
の
一
部
分
は
更
に
他
の
記
号
の
生
成
の
手
段
と
も
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
に
こ
の
論
法
で

ニ

フ

イ

エ

ン

ニ

フ

イ

ア

ン

行
け
ば
、
ソ
シ
ュ

l
ル
の
『
ア
ナ
グ
ラ
ム
』
研
究
は
「
記
号
内
容
」
の
「
記
号
表
現
」
に
対
す
る
「
剰
余
価
値
」
の
研
究
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い

で
あ
ろ
う
。
マ
ラ
ル
メ
も
ま
た
、
日
常
言
語
は
金
銭
と
同
じ
「
交
換
価
値
」
し
か
も
た
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
巳
・
『
詩
の
危
機
』
）

え－

rs－H
0
8℃
F

。
。
ロ

u
p
g
R
M
2
5ロ
ω
Q
f
t。
ロ
円
山
口
可
雪
印

F

E
、
吋
広

ozo
円四
W
8
8
B
E
O
（、吋巴

ρ
5－）
5
0∞
開
円
山
・
門
田
口
∞

ocz・

ソ
シ
ュ

l
ル
は
「
秩
序
を
こ
と
に
す
る
物
の
あ
い
だ
の
対
当
の
体
系
」
即
ち
「
記
号
内
容
」
と
「
記
号
表
現
」
の
関
係
を
、
当
時
の
経
済
学
を
援
用

し
て
労
働
と
賃
銀
の
価
値
関
係
に
転
用
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
関
係
の
聞
に
本
質
的
に
門
限

g
z
m
o
（
ず
れ
）
が
あ
り
、
あ
る
場
合
は
欠
如
（

0
5・

官
。
）
を
、
あ
る
場
合
は
剰
余
を
生
む
の
が
経
済
学
と
同
じ
く
、
言
語
学
に
も
（
特
に
詩
的
言
語
に
と
っ
て
）
本
質
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
が
、
本

稿
で
後
に
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
。
（
ソ
シ
ュ

l
ル
の
言
及
は
『
一
般
言
語
学
講
義
』
原
著
一
一
五
頁
参
照
）

原
著
一
六

O
頁
。
翻
訳
は
『
ソ
シ
ュ
l
ル
』
ム
l
ナ
ン
著
、
福
井
芳
男
他
訳
に
よ
る
。

ソ
シ
ュ

l
ル
が
こ
こ
で
混
同
し
て
い
る
「
記
号
」
と
「
シ
ン
ボ
ル
」
の
用
語
法
を
、
『
講
義
』
の
記
述
で
は
訂
正
し
て
い
る
。
以
下
の
引
用
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
シ
ン
ボ
ル
は
記
号
と
異
っ
て
、
「
記
号
表
現
」
と
「
記
号
内
容
」
の
関
係
が
窓
意
的
で
な
く
有
縁
的
で
、
そ
の
た
め
に
関
説
物
（
指
示

対
象
）
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
の
物
質
性
が
、
そ
の
ま
ま
シ
ン
ボ
ル
に
乗
り
移
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
（
と
ソ
シ
ュ

l
ル
は
暗
黙
裏
に
言
っ
て
い
る
）
、

記
号
と
は
現
実
の
指
示
対
象
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
無
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
に
対
し
て
更
に
付
け
加
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。
テ
ク
ス
ト
の
中
に
記
号

が
生
成
す
る
の
は
、
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
の
記
号
の
放
つ
虚
無
性
に
よ
る
も
の
だ
と
。

『
一
言
語
記
号
を
、
い
っ
そ
う
精
密
に
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
能
記
と
よ
ぶ
も
の
を
示
す
た
め
に
、
鈴
働
（
ω
対日

g
g
と
い
う
語
を
ひ
と
は
用
い
て

き
た
。
そ
れ
を
許
す
に
は
つ
ご
う
の
わ
る
い
こ
と
が
あ
る
、
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
の
第
一
原
理
の
ゆ
え
で
あ
る
。
象
徴
の
特
質
は
、
窓
意
性
に
徹
し
き

ら
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
う
つ
ろ
で
は
な
く
て
、
能
記
と
所
記
と
の
あ
い
だ
に
わ
ず
か
な
が
ら
も
自
然
的
連
結
が
あ
る
。
法
の
象
徴
で
あ
る

天
秤
は
、
こ
れ
を
随
意
の
他
の
も
の
、
た
と
え
ば
馬
車
な
ど
に
代
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
』
（
原
著
一

O
一
頁
、
小
林
英
夫
訳
）

セ
E
オ
ロ
ヲ

1

セ
ミ
オ
テ
ィ
ッ
ク

「
記
号
学
」
と
「
記
号
論
」
の
用
語
に
つ
い
て
、
こ
と
ば
の
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
に
、
次
の
注
を
付
し
て
お
こ
う
。
「
記
号
学
」
に
つ
い
て
は
、

ソ
シ
ュ

l
ル
自
身
次
の
ご
と
く
か
な
り
よ
く
定
義
を
与
え
て
い
る
。

『
そ
う
す
る
と
、
我
々
は
《
社
会
生
活
内
に
お
け
る
記
号
の
生
を
研
究
す
る
一
つ
の
科
学
》
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
科
学
は
、
社
会
心
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理
学
の
一
部
門
で
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
一
般
心
理
学
に
属
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
我
々
は
こ
れ
を
《
記
号
学
忠

B
Z
Z
m
F
O》
（
ギ
リ
シ
ャ
語
の

お
白
色
。
ロ
八
記
号
〉
と
い
う
語
か
ら
）
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
記
号
学
は
、
記
号
が
何
か
ら
で
き
て
い
て
、
ど
ん
な
法
則
に
支
配
さ
れ
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
を
解
明
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
・
・
・
言
語
学
は
こ
の
一
般
科
学
の
一
部
門
に
過
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
記
号
学
が
解
明
す
る
で
あ
ろ
う

法
則
は
言
語
学
に
適
用
さ
れ
る
し
、
し
た
が
っ
て
言
語
学
は
人
間
的
事
象
の
総
体
の
中
で
は
っ
き
り
と
規
定
さ
れ
た
一
分
野
に
属
す
る
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
』
（
原
著
三
十
三
頁
、
翻
訳
は
福
井
芳
男
他
に
よ
る
）

ソ
シ
ュ

i
ル
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
主
と
し
て
象
徴
的
儀
式
、
礼
儀
作
法
、
軍
隊
の
信
号
、
パ
ン
ト
マ
イ
ム
或
い
は
そ

i
ド
の
よ
う
な

言
語
外
的
（
O
U
R
E－－
Fロ
m
E
E
Eロ
ゆ
）
記
号
体
系
の
こ
と
で
あ
り
、
言
語
学
を
も
こ
の
中
に
含
む
一
般
的
記
号
科
学
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
特

に
ロ
ラ
ン
・
パ
ル
ト
の
見
解
に
従
い
、
す
べ
て
の
人
間
的
事
象
は
必
ず
言
語
と
い
う
中
継
手
（

B
E
Z）
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
言

語
学
こ
そ
す
べ
て
の
記
号
科
学
の
上
位
に
位
置
す
る
も
の
だ
と
し
て
、
最
近
の
「
記
号
論
」
は
目
ざ
ま
し
い
展
開
を
と
げ
た
。
そ
れ
は
端
的
に
人
間

の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
に
目
を
向
け
、
国
語
体
系
内
部
に
お
け
る
（

F
Z
E－－
Fロ
m
E
E
E
C
O）
記
号
自
体
の
問
題
、
特
に
「
記
号
表
現
」
と
「
記
号
内
容
」

デ
ィ
ス
ク
ー
ル

の
関
係
そ
の
も
の
の
問
い
直
し
に
向
っ
て
い
る
。
記
号
論
的
分
析
が
テ
ク
ス
ト
を
始
め
、
何
ら
か
の
言
述
の
分
析
を
主
と
す
る
の
は
こ
の
た
め
で

あ
り
、
ま
た
ソ
シ
ュ
！
ル
自
身
が
予
告
し
た
よ
う
に
、
「
記
号
論
」
は
精
神
分
析
学
（
ソ
シ
ュ

l
ル
は
心
理
学
と
言
っ
て
い
る
が
）
に
お
け
る
主
体
の

ン
一
フ
イ
カ
ン
オ
ン

無
意
識
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
。
（
『
記
号
論
は
意
味
作
用
の
科
学
で
あ
る
』
『
記
号
論
は
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
科
学
と
し
て
樹
立
さ
れ
る

だ
ろ
う
』

J
－
ク
リ
ス
テ
ヴ
ア
『
セ
メ
イ
オ
テ
ィ
ケ
』
八
頁
・
十
八
頁
）

女
こ
の
記
号
の
価
値
理
論
が
、
当
時
の
経
済
理
論
ば
か
り
で
な
く
、
自
然
科
学
の
理
論
で
も
あ
っ
た
証
拠
と
し
て
、
ス
タ
ロ
パ
ン
ス
キ
l
教
授
は
次
の

テ
グ
ス
ト
を
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
紀
要
（
『
セ
ミ
オ
テ
ク
ス
ト
』
）
に
寄
稿
し
て
い
る
。

『
あ
な
た
方
の
企
て
る
〔
二
人
の
ソ
シ
ュ

l
ル
〕
の
対
決
が
実
り
あ
る
成
果
を
収
め
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。
も
し
二
人
の
ソ
シ
ュ

i
ル
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
従
っ
て
明
確
に
さ
る
べ
き
「
差
違
」
（
岳
司
骨
一
命
ロ
の
ゆ
）
が
あ
る
の
で
す
。
そ
し
て
ソ
シ
ュ
I
ル
は
わ
れ
わ
れ
に
差
違
こ
そ
生
産
的
で

あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
最
初
の
人
な
の
で
す
。

「
テ
ク
ス
ト
」
は
私
に
「
織
物
」
（
巴

E
C）
を
、
「
亜
麻
布
」
（

g
F
Z）
の
織
物
を
連
想
さ
せ
ま
す
。
私
は
手
元
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
自
然
科
学
者
、

シ
ヤ
ル
ル
・
ポ
ネ
（
の

vm己
g
目
。
ロ
ロ
旦
）
の
未
刊
テ
ク
ス
ト
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
人
は
物
理
学
者
で
あ
り
地
質
学
者
で
も
あ
っ
た
オ
ラ

l
ス
H

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ド
・
ソ
シ
ュ

l
ル
（
国
O
吋仰の
φ
回
臥
ロ
角
川
内
回
目
立
岳
山
∞
ωロ
ωω
ロ
日
）
の
伯
父
で
、
そ
の
意
味
で
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ

i
ル
の
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曾
祖
父
か
な
に
か
に
当
る
人
で
す
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
ク
モ
の
「
巣
」
（

gFぽ
）
に
関
す
る
も
の
で
、
そ
の
巣

H
織
物
の
意
味
を
あ
な
た
方
の
考
察
に

ゆ
だ
ね
ま
す
。

《
あ
な
た
は
言
わ
れ
ま
す
｜
｜
グ
モ
は
ハ
エ
を
取
る
た
め
に
巣
を
張
る
の
だ
と
。
む
し
ろ
こ
う
言
わ
れ
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
｜
｜
i

ク
モ
は
巣
を
張

る
が
為
に
ハ
エ
を
取
る
の
だ
と
。
ク
モ
は
ハ
エ
に
つ
い
て
の
生
得
的
む
（
百
ロ
な
）
観
念
を
も
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
？
ハ
エ
が
巣
に
か
か
る
で
あ

る
う
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
ク
モ
は
自
分
の
織
り
物
と
〔
ハ
エ
の
〕
飛
行
関
係
を
、
ハ
エ
の
筋
力
と
の
関
係
を
知
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
？
ク
モ
は
あ
る
欲
求
（

σ
2
0
5）
を
充
す
た
め
に
巣
を
張
る
の
で
あ
り
、
そ
の
欲
求
と
は
彼
の
内
臓
が
と
じ
込
め
て
い
る
絹
質

の
物
質
を
排
池
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
欲
求
は
多
分
快
楽
（
立
巴
ω可
）
に
よ
っ
て
伴
わ
れ
て
い
ま
す
。
即
ち
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
自
然
は
快
楽
を
欲

求
に
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
す
。
織
り
物
の
形
象
（

m
m
g
B）
と
構
造
（
ω
可

2
c
Z）
と
は
見
虫
の
身
体
組
織
（
O
円

mm巴
ω
巳
5
ロ
）
の
必
然
的
結
果

（広
ω
巳

g
g）
で
す
。
そ
の
体
は
仕
事
を
実
行
す
る
織
機
（
自
公
冒
と
で
す
。
だ
が
そ
の
魂
は
こ
の
織
機
の
運
動
を
感
ず
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の

運
動
に
喜
び
を
感
ず
る
の
で
す
。
ク
モ
の
身
体
機
構
を
よ
く
知
っ
て
い
る
知
性
な
ら
、
こ
の
機
構
の
中
に
、
グ
モ
の
巣
の
放
射
と
多
角
形
の
理
性

（
5
2。
ロ
）
を
見
ら
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
う
し
て
糸
を
紡
ぐ
と
い
う
欲
求
を
満
足
さ
せ
な
が
ら
、
ク
モ
は
そ
う
と
は
知
ら
ず
に
自
己
の
存
続
に

必
要
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
で
す
。
》
《

8
B
5
z
u
R
S
Z
9
N・
5
J
R
匂・山

y
z
o
r
S
J戸
匂
・

m
l
g

ス
タ
ロ
パ
ン
ス
キ
l
教
授
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
末
尾
で
、
ボ
ネ
が
特
に
「
欲
求
」
・
「
快
楽
」
・
「
形
象
」
・
「
構
造
」
の
各
語
に
傍
点
を
ふ
っ
て
い
る

こ
と
に
注
意
を
喚
起
す
る
。
し
か
し
こ
の
響
え
の
意
味
は
、
テ
ク
ス
ト
が
ク
モ
の
巣
で
、
そ
れ
を
読
む
読
者
は
ハ
エ
に
当
る
と
い
う
簡
単
な
比
除
で

は
す
ま
さ
れ
な
い
（
と
ス
タ
ロ
パ
ン
ス
キ

l
教
授
自
身
も
言
っ
て
い
る
）
。
上
記
引
用
の
テ
ク
ス
ト
と
は
全
く
無
関
係
に
、
ロ
ラ
ン
・
パ
ル
ト
も
テ

ク
ス
ト
に
つ
い
て
全
く
同
じ
観
念
を
抱
い
て
い
る
。

テ

f
シ
ユ

『
テ
グ
ス
ト
と
は
織
物
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今
日
ま
で
人
々
は
い
つ
も
こ
の
織
物
を
生
産
さ
れ
た
も
の
（
官
。
仏
C
X）
、
出
来
上
っ
た
布

地
と
し
て
捉
え
、
そ
の
背
後
に
何
ら
か
の
意
味
で
隠
さ
れ
た
意
味
（
真
実
）
が
保
た
れ
て
い
る
と
考
え
て
来
た
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
対
し
て
今
度

は
、
織
物
の
中
に
、
永
遠
に
続
く
組
合
せ
模
様
を
通
じ
て
テ
ク
ス
ト
が
生
れ
変
型
を
こ
う
む
る
、
生
成
的
観
念
を
強
調
し
た
い
。
こ
の
織
物
の
中
で

テ

ク

ス

チ

ユ

l

｜
｜
｜
こ
の
仕
組
・
構
造
｜
｜
失
な
わ
れ
た
主
体
は
解
体
す
る
。
丁
度
自
分
の
巣
を
作
る
分
泌
行
為
の
中
に
、
自
ら
を
分
解
さ
せ
て
い
く
グ
モ
の
よ
う

に
。
ネ
オ
ロ
ジ
ス
ム
を
用
い
た
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
テ
グ
ス
ト
の
理
論
を
《
｝
困
対
立
5

－om
－g
（
菌
糸
学
）
と
定
義
出
来
よ
う
（
『
吋
15ω
と
は
織
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物
、
ク
モ
の
巣
の
意
味
で
あ
る
）
。
（
『
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
』
原
著
一

C
O
l
一
O
一
頁
）

シ
ヤ
ル
ル
・
ボ
ネ
と
ロ
ラ
ン
・
パ
ル
ト
の
考
え
は
次
の
点
で
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
即
ち
、
テ
ク
ス
ト
は
作
品
の
思
想
を
離
れ
て
、
ま
た
そ
れ

オ

ト

ウ

l

以
上
に
テ
ク
ス
ト
は
作
者
が
自
己
の
思
想
や
感
情
を
表
白
す
る
場
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
保
証
者
と
し
て
の
主
体
は
解
体
し
、
言
語
自
体
が
分
泌

す
る
物
質
に
よ
っ
て
、
身
体
機
構
の
欲
望
を
表
現
す
る
だ
け
で
あ
る
。
ク
モ
は
自
分
の
巣
に
つ
い
て
〔
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
〕
生
得
的
な
観

念
を
持
た
な
い
。
そ
の
内
臓
か
ら
放
射
さ
れ
る
絹
質
の
織
物
の
形
と
構
造
は
、
た
だ
排
池
の
欲
求
と
快
楽
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
テ
ク
ス

ト
と
は
書
き
手
に
と
っ
て
も
、
読
み
手
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
自
体
が
享
楽
の
対
象
で
あ
る
。

フ
イ
ギ
ユ

1
ル

『
テ
ク
ス
ト
は
人
間
の
形
態
を
持
ち
、
そ
れ
は
一
つ
の
形
象
で
あ
る
。
身
体
の
ア
ナ
グ
ラ
ム
で
あ
ろ
う
か
？
そ
う
だ
、
だ
が
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ

の
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
身
体
の
そ
れ
な
の
だ
。
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
は
そ
の
文
法
家
的
な
機
能
作
用
に
は
（
現
象
テ
ク
ス
ト
的
な
）
還
元
さ
れ
え
な
い
。
あ

た
か
も
身
体
の
快
楽
が
生
理
学
的
欲
求
に
還
元
さ
れ
え
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
。

テ
ク
ス
ト
の
快
楽
と
は
、
自
分
の
身
体
が
そ
れ
自
身
の
考
え
に
従
っ
て
行
く
そ
の
瞬
間
の
こ
と
で
あ
る
｜
｜
何
故
な
ら
、
私
の
身
体
は
私
自
身
と

は
同
じ
考
え
を
抱
か
な
い
か
ら
だ
』
（
『
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
』
三

O
貞）
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