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言
語
の
多
数
性
と
亡
霊
性

　

デ
リ
ダ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
翻
訳
論
を
論
じ
た
「
バ
ベ
ル
の
塔
」
の
な
か
で
、

言
語
の
多
数
性
あ
る
い
は
言
語
の
他
者
性
か
ら
出
発
し
て
議
論
を
し
て
い
る
。

デ
リ
ダ
に
と
っ
て
言
語
に
お
け
る
多
数
性
・
他
者
性
の
問
い
は
、
つ
ね
に
、
そ

こ
か
ら
出
発
す
べ
き
起
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
こ
へ
と
帰
着
す
べ
き
基
点
で

も
あ
る
。
そ
の
場
合
の
多
数
性
や
他
者
性
は
、
一
般
に
「
バ
ベ
ル
の
塔
」
が
寓

意
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
多
数
の
言
語
が
地
上
に
散
乱
し
て
お
り

統
一
が
な
い
と
い
う
事
態
を
単
に
示
唆
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
デ
リ
ダ
に

お
け
る
多
数
性
や
他
者
性
の
問
い
は
、
さ
ら
に
根
源
的
な
多
数
性
・
他
者
性
、

す
な
わ
ち
、
な
ん
ら
か
の
単
位
や
統
一
を
前
提
と
す
る
複
数
性
で
は
な
く
、
単

位
や
統
一
の
内
破
そ
の
も
の
を
示
す
「
散
種
」
を
問
題
に
す
る
。

　

こ
の
あ
た
り
の
事
情
は
、
彼
の
『
他
者
の
単
一
言
語
使
用
―
―
あ
る
い
は
起

源
の
補プ
ロ
テ
ー
ズ綴
』（
一
九
九
六
年
）
で
明
瞭
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を

参
照
し
て
み
よ
う
。

　
『
他
者
の
単
一
言
語
使
用
』
は
「
私
は
一
つ
し
か
言
語
を
持
っ
て
お
ら
ず
、

そ
れ
は
私
の
も
の
で
は
な
い
」
と
言
語
の
他
者
性
の
宣
言
か
ら
始
ま
る
が
、
そ

れ
は
ま
た
「
ひ
と
は
決
し
て
た
っ
た
一
つ
の
言
語
を
話
す
こ
と
は
な
い
」
と
い

う
言
語
の
複
数
性
の
議
論
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
く
。
人
間
に
と
っ
て
各
人
の
言

語
は
―
―
た
と
え
そ
れ
が
母
語
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
れ
―
―
み
ず
か
ら
が
選

択
し
た
言
語
で
は
な
く
、
自
己
が
選
択
す
る
以
前
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
疑
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
「
母
語
」
と
は
端
的
に
「
他
者
の
言
語
」
で

あ
る
。す

な
わ
ち
、
私
は
一
つ
し
か
言
語
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
そ
れ
は
私

の
も
の
で
は
な
い
。
私
の
「
固
有
の
」
言
語
は
、
私
に
と
っ
て
同
化
不
可

能
な
言
語
で
あ
る
。
私
の
言
語
、
み
ず
か
ら
が
話
す
の
を
私
が
聞
い
て
お

り
、
話
す
の
が
得
意
な
た
っ
た
一
つ
の
言
語
、
そ
れ
は
他
者
の
言
語
な
の

で
あ
る）

（
（

。
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「
母
」
と
い
う
も
っ
と
も
「
自
然
」
で
「
親
密
」
と
思
わ
れ
る
も
の
（
事
実

上
も
っ
と
も
「
自
然
」
で
「
親
密
」
な
も
の
）
は
、
実
は
自
己
に
と
っ
て
も
っ

と
も
「
欠
落
」
し
た
「
疎
遠
」
な
も
の
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
そ
れ
を
「
疎
外
な

き
疎
外
の
構
造
、
こ
の
疎
外
不
可
能
な
疎
外）

（
（

」、
す
な
わ
ち
「
本
質
的
疎
外）

（
（

」

と
呼
ぶ
。

　

こ
の
根
源
的
疎
外
は
、
デ
リ
ダ
の
場
合
、
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
ア
ル
ジ
ェ
リ

ア
生
ま
れ
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
二
重
・
三
重
に
引
き
裂
か
れ
た
個
人
的
状
況
、

分
裂
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
先
鋭
的
と
な
っ
て
い
る
。
彼

の
「
母
語
」
は
単
に
他
者
の
言
語
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
他
者
の
言
語

自
体
が
複
数
に
分
裂
し
た
も
の
で
あ
る
。「
か
つ
て
一
度
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
、

す
な
わ
ち
私
が
今
き
み
に
話
し
て
い
る
こ
の
言
語
を
、「
私
の
母
語
」
と
呼
ぶ

こ
と
は
私
に
は
で
き
な
か
っ
た）

（
（

」。
フ
ラ
ン
ス
領
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
人

の
子
ど
も
に
与
え
ら
れ
た
、「
他
者
か
ら
強
制
さ
れ
た
単
一
言
語
使
用）

（
（

」
の
問

題
を
、
デ
リ
ダ
は
、「
戦
争
を
他
の
手
段
で
延
長
し
て
い
く
」「
象
徴
的
征
服）

（
（

」、

「
言
語
の
政
治）

（
（

」
の
問
い
と
し
て
、
さ
ら
に
は
「
呼
び
名
を
強
制
し
正
当
化
す

る
こ
と
の
権
力）

（
（

」、「〈
言
語
〉
と
し
て
の
〈
法
〉）

（
（

」、
根
源
的
な
「
主
権
性
」
の

問
い
と
し
て
批
判
的
に
抉
り
出
し
て
い
く
。
だ
が
そ
れ
は
失
わ
れ
た
、
あ
る
い

は
「
簒
奪
」
さ
れ
「
強
姦）
（（
（

」
さ
れ
た
、
純
粋
な
、
本
来
的
な
、
起
源
的
な
、
自

然
の
言
語
を
回
復
す
る
た
め
で
は
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
人
種
性
や
文
化
性
や
ヘ

ブ
ラ
イ
語
も
、
ま
た
植
民
権
力
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
「
本
国
」
の
文
化
や
言
語
も
、

さ
ら
に
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
イ
ス
ラ
ム
性
や
ア
フ
リ
カ
性
も
、
そ
れ
ら
の
い
ず

れ
も
が
、
デ
リ
ダ
の
単
一
か
つ
唯
一
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
源
と
は
言
う
こ

と
が
で
き
ず
、
ま
た
そ
の
ど
れ
も
が
彼
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
だ
と
も
言
え
る

か
ら
で
あ
る
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
同
一
性
）
と
は
こ
の
よ
う
に
根
源
的
に

引
き
裂
か
れ
た
複
数
的
・
多
数
的
な
も
の
（
諸
差
異
の
諸
効
果
）
か
ら
形
成
さ

れ
た
織
物
（
テ
ク
ス
ト
）
で
あ
り
、
デ
リ
ダ
の
場
合
は
特
に
際
立
っ
て
い
る
と

は
い
え
、
こ
の
多
数
多
様
体
と
し
て
の
個
別
性
（
特
異
性
）
と
い
う
分
裂
的
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
構
造
は
、
誰
に
と
っ
て
も
多
か
れ
少
な
か
れ
共
通
で
あ
る
だ

ろ
う
。

　

も
と
を
た
だ
せ
ば
、
個
と
い
う
多
数
多
様
体
を
構
成
し
て
い
る
諸
々
の
要
素

そ
れ
「
自
体
」
が
（
デ
リ
ダ
の
場
合
で
言
え
ば
、
ユ
ダ
ヤ
性
、
フ
ラ
ン
ス
性
、

ア
フ
リ
カ
性
、
ア
ラ
ブ
性
な
ど
が
）、
そ
の
純
潔
・
純
血
な
唯
一
性
を
本
来
的

に
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
分
割
さ
れ
た
多
数
多
様
体
で
あ
り
、
集
合
的

亡
霊
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。「
実
の
と
こ
ろ
、
幽
霊
性
の
わ
が
最
初
に
し
て

最
も
重
要
な
形
象
の
う
ち
の
一
つ
、
幽
霊
性
そ
の
も
の
と
は
、
フ
ラ
ン
ス

〔
…
…
〕
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
〔
…
…）
（（
（

〕」。「
国
家
と
も
国
民
と
も
宗
教
と

も
一
致
せ
ず
、
あ
え
て
言
え
ば
な
に
か
或
る
真
正
な
共
同
体
と
も
一
致
し
な
い
、

こ
の
語
の
そ
ん
な
不
透
明
な
意
味
に
お
け
る
国
〔
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア）
（（
（

〕」。
つ
ま
り
、

デ
リ
ダ
が
根
源
的
と
考
え
て
い
る
の
は
、
な
ん
ら
か
の
単
位
（
統
一
体
）
が
複

数
存
在
す
る
と
い
う
意
味
で
の
複
数
性
（
例
え
ば
、
語
や
意
味
の
多
義
性
や
相

互
主
観
性
や
国
家
連
合
な
ど
）
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
と
こ
ろ
で
単
位
（
統

一
体
）
の
成
立
を
妨
げ
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
統
一
体
が
そ
の
幻
想
的
効
果
の

産
物
で
あ
る
よ
う
な
、
統
一
に
先
立
つ
潜
勢
的
複
数
性
の
こ
と
だ
と
言
え
よ
う
。

複
数
の
統
一
体
で
は
な
く
、
統
一
体
に
な
ら
な
い
、
統
一
体
以
前
の
複
数
性
。
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す
な
わ
ち
、
デ
リ
ダ
が
初
期
か
ら
「
散
種
」
あ
る
い
は
「
差
延
」
と
し
て
追
究

し
た
事
態
で
あ
る）
（（
（

。

誇
張
法
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム

　

こ
う
し
た
言
語
の
散
種
構
造
に
立
脚
す
る
デ
リ
ダ
が
、
彼
に
与
え
ら
れ
た
他

者
の
言
語
で
あ
る
「
母
語
」
―
―
す
な
わ
ち
「
フ
ラ
ン
ス
語
」
―
―
を
「
使
用
」

す
る
と
き
（
彼
は
そ
れ
を
使
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
だ
が
―
―
「
私
は
一
つ

し
か
言
語
を
持
っ
て
お
ら
ず
…
…
」）、
と
り
わ
け
哲
学
的
・
文
学
的
使
用
法
に

お
い
て
彼
が
目
指
す
の
は
、
こ
の
「
私
に
だ
け
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
言

語
）
（（
（

」
の
な
か
に
沈
潜
し
て
い
る
複
数
の
潜
在
的
可
能
性
の
発
掘
で
あ
り
、
正
統

的
と
言
わ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
語
が
押
し
隠
し
て
し
ま
っ
た
「
言
語
か
ら
の
遺
言）
（（
（

」

へ
の
応
答
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
彼
が
主
張
す
る
「
遺
産
相
続
」
の
あ
り
方
、
さ

ら
に
は
彼
独
特
の
「
誇
張
法
」
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
、
根
こ
ぎ
の
根
底
主
義
で

あ
る
。
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、
脱
構
築
は
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
け
る
純
粋
主
義
全

般
に
対
す
る
批
判
を
基
礎
に
し
て
い
る
。

私
が
「
純
粋
性
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
を
再
問
題
化
す
る
の
を
や
め
た
こ

と
は
一
度
も
な
か
っ
た
（「
脱
構
築
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
第
一
の
運
動

は
、
純
粋
性
と
い
う
幻
想
な
い
し
公
理
の
こ
の
よ
う
な
「
批
判
」
へ
と
、

あ
る
い
は
起
源
と
い
う
解
体
不
可
能
な
単
純
性
に
人
を
導
く
だ
ろ
う
純
化

作
用
を
分
析
的
に
解
体
す
る
こ
と
へ
と
、
純
粋
性
を
運
ん
で
い
く
も
の

だ
）
（（
（

）。

だ
が
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
純
粋
性
の
脱
構
築
が
単
純
に
純
粋
性
一
般
の
拒
否

で
は
な
く
、
い
っ
そ
う
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
な
っ
た
純
粋
主
義
、
純
粋
さ
の
ラ
デ
ィ

カ
リ
ズ
ム
か
ら
生
じ
て
い
る
と
、
彼
が
告
白
す
る
点
で
あ
る
。

〔
…
…
〕
私
が
と
き
お
り
公
言
し
て
い
る
こ
と
す
べ
て
に
反
し
て
、
私
は

―
―
こ
こ
で
打
ち
明
け
る
が
―
―
人
に
打
ち
明
け
ら
れ
な
い
が
手
に
負
え

な
い
或
る
不
寛
容
さ
を
身
に
つ
け
て
し
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と

も
フ
ラ
ン
ス
語
に
お
い
て
は
、
そ
し
て
そ
れ
は
言
語
に
関
し
て
の
み
な
の

だ
が
、
私
が
我
慢
し
あ
る
い
は
称
賛
す
る
の
は
、
た
だ
純
粋
な
フ
ラ
ン
ス

語
だ
け
な
の
で
あ
る）
（（
（

。

フ
ラ
ン
ス
語
へ
の
私
の
執
着
は
、
と
き
と
し
て
自
分
で
も
「
神
経
症
的
」

だ
と
思
う
よ
う
な
形
を
と
る）
（（
（

。

　

デ
リ
ダ
の
告
白
す
る
「
言
語
の
純
粋
性
へ
の
こ
の
強
迫
的
要
請）
（（
（

」
は
、
も
ち

ろ
ん
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
の
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
や
フ
ラ
ン
ス
文
化
教
育
の
植
民

政
策
の
効エ
フ
ェ果
（
結
果
・
成
果
）
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
文
化
変
容
」
の
圧
力
の

な
か
で
、
被
植
民
者
が
植
民
者
の
価
値
を
当
の
植
民
者
以
上
に
強
く
内
面
化
す

る
こ
と
は
よ
く
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。「
彼
ら
は
、
生
き
延
び
る
た
め
、
あ
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る
い
は
よ
り
良
く
生
き
る
た
め
に
、
み
ず
か
ら
の
特
有
言
語
を
失
わ
ね
ば
な
ら

な
い
の
だ
。
こ
れ
は
悲
劇
的
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
お
よ
そ
耐
え

が
た
い
忠
告
だ）
（（
（

」。
だ
が
デ
リ
ダ
の
「
内
部
」
に
取
り
憑
い
た
「
純
粋
な
フ
ラ

ン
ス
語
」
へ
の
強
迫
観
念
は
、
植
民
者
た
ち
が
無
意
識
の
う
ち
に
、
あ
る
い
は

形
而
上
学
的
に
想
定
し
て
い
る
、「
フ
ラ
ン
ス
語
」
の
純
粋
性
、
本
来
性
・
固

有
性
を
突
き
崩
す
と
こ
ろ
に
ま
で
徹
底
化
＝
抜
本
化
（radicalisation

）
さ
れ

て
い
く
。

良
き
フ
ラ
ン
ス
語
で
、
純
粋
な
フ
ラ
ン
ス
語
で
話
す
こ
と
、
そ
れ
も
そ
こ

に
結
ば
れ
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
、
そ
し
て
と
き
と
し
て
そ
こ
に
棲
み
つ

い
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
を
無
数
の
仕
方
で
非
難
す
る
と
き
に
す
ら
そ
う

す
る
こ
と
。
こ
の
誇
張
法
（
そ
れ
は
「
フ
ラ
ン
ス
語
よ
り
も
フ
ラ
ン
ス
語

的
に
」、
す
な
わ
ち
、
純
正
語
法
主
義
者
た
ち
の
純
粋
性
が
要
請
し
て
き

た
よ
り
も
も
っ
と
「
純
粋
に
フ
ラ
ン
ス
語
的
に
」
と
い
う
こ
と
だ

〔
…
…
〕）、
こ
の
度
を
越
し
た
強
迫
的
な
過
激
主
義
―
―
私
は
そ
れ
を
た

ぶ
ん
学
校
で
、
そ
う
、
わ
が
人
生
を
過
ご
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
さ
ま
ざ
ま
な

学
校
で
身
に
つ
け
た
の
で
あ
る）
（（
（

。

　
「
言
語
の
純
粋
性
へ
の
こ
の
誇
張
さ
れ
た
嗜
好）
（（
（

」、「
全
般
化
さ
れ
た
誇
張

法
）
（（
（

」
は
、
デ
リ
ダ
の
脱
構
築
の
本
質
的
特
徴
を
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
脱

構
築
は
、
そ
の
対
象
が
哲
学
や
文
学
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
れ
、
政
治
・
経
済
・
法

律
と
い
っ
た
現
実
的
諸
構
造
で
あ
れ
、
お
よ
そ
対
象
が
主
張
す
る
自
己
正
当
化

や
自
己
純
化
の
論
理
を
、
そ
の
当
の
論
理
が
い
か
に
裏
切
る
か
を
抉
り
出
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
論
理
や
概
念
を
過
剰
な
ま
で
に
「
真
面
目
」
に
、「
文
字
通
り
」・

「
額
面
通
り
」（littéral

）
に
引
き
受
け
、
論
理
や
概
念
の
純
粋
な
核
を
根
底
ま

で
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
、
過
激
な
ま
で
に
極
限
ま
で
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
、
徹
底
し
て
突

き
詰
め
て
い
っ
た
果
て
に
、
当
の
概
念
や
論
理
の
限
界
や
ご
都
合
主
義
が
そ
の

内
部
か
ら
自
動
的
に
露
呈
す
る
よ
う
に
導
く
こ
と
、
そ
れ
が
脱
構
築
の
基
本
戦

略
で
あ
り
、
脱
構
築
の
誇
張
法
、
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
は
概
念
や

論
理
の
拡
張
に
し
て
自
己
脱
構
築
で
あ
り
、
た
え
ざ
る
無
限
の
「
競
り
上
げ
」、

「
上
告
（grief

）
（（
（

）」
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
論
理
や
概
念
や
制
度
が
自
身
の

う
ち
に
は
ら
み
な
が
ら
も
抑
圧
し
排
除
す
る
こ
の
特
異
点
を
、
脱
構
築
は
、
そ

れ
ら
自
身
の
言
葉
を
通
し
て
告
白
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
決
し
て
脱
構
築
だ
け
の
戦
略
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
「
ア
イ
ロ
ニ
ー
」、「
無
知
の
知
」
自
体
が
類
似
の
戦
略
で
あ
っ
た

し
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
問
答
法
」
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
弁
証
法
」（
さ
ら
に
は

「
理
性
の
狡
知
」）
も
同
様
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
そ
の
外
見
や
一
般
的

評
価
と
は
違
っ
て
、
脱
構
築
は
き
わ
め
て
「
哲
学
」
的
な
手
法
で
あ
り
、
哲
学

に
お
け
る
伝
統
的
か
つ
王
道
的
な
方
法
で
あ
る
と
言
え
る
（
と
き
に
、
あ
ま
り

に
哲
学
的
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う）
（（
（

）。
し
か
し
デ
リ
ダ
は
、
伝
統
的
な
形

而
上
学
の
よ
う
に
、
純
粋
さ
へ
の
欲
望
に
よ
っ
て
純
粋
さ
の
論
理
を
極
め
て

い
っ
た
先
に
、
ゴ
ー
ル
と
し
て
真
の
純
粋
さ
あ
る
い
は
真
理
と
し
て
の
純
粋
さ

に
到
達
す
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
む
し
ろ
純
粋
さ
の
真
理
と
し
て
、
不
純
な
も

の
の
不
可
避
性
、
不
純
な
も
の
に
よ
る
汚
染
の
必
然
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
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そ
し
て
そ
の
結
果
、
単
一
の
純
粋
性
あ
る
い
は
純
粋
な
単
一
性
を
求
め
る
純
粋

主
義
（
デ
リ
ダ
が
「
現
前
性
の
形
而
上
学
」
と
呼
ぶ
も
の
）
が
、
純
粋
さ
の
不

純
な
本
性
を
否
認
し
忘
却
し
よ
う
と
す
る
暴
力
を
見
え
る
よ
う
に
す
る
の
で
あ

る
。
デ
リ
ダ
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
所
与
の
言
語
の
構
成
や
配
置
を
墨
守
す

る
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
が
た
だ
一
つ
し
か
持
っ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
自
分

の
も
の
で
は
な
い
言
語
を
組
み
替
え
、
未
来
に
向
け
て
解
放
し
て
い
く
作
業
で

あ
る
（
そ
れ
が
翻
っ
て
自
分
の
解
放
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
）。

そ
れ
は
他
者
の
言
語
と
し
て
の
自
分
の
言
語
に
屈
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
し
か
も
、
私
が
自
分
の
言
語
に
屈
す
る
の
は
、
そ
の
言
語
が
立
ち
直

れ
な
い
よ
う
に
し
て
や
る
と
い
う
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
計
画
的
な
意
図
を

こ
め
て
な
の
で
あ
る
―
―
そ
こ
で
は
な
く
こ
こ
で
、
こ
こ
で
は
な
く
そ
こ

で
、
何
一
つ
所
与
の
も
の
に
感
謝
を
捧
げ
る
た
め
で
は
な
し
に
、
た
だ
来

た
る
べ
き
も
の
に
の
み
感
謝
を
捧
げ
る
た
め
に
。
そ
し
て
だ
か
ら
こ
そ
、

私
は
遺
産
相
続
あ
る
い
は
遺
言
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は

し
た
が
っ
て
、
あ
ま
り
純
粋
で
は
な
い
よ
う
な
純
粋
性
を
打
ち
明
け
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
純
正
語
法
主
義
な
ど
で
は

ま
っ
た
く
な
い
。
少
な
く
と
も
そ
れ
は
唯
一
の
不
純
な
る
「
純
粋
性
」
で

あ
り
、
そ
れ
へ
の
嗜
好
を
私
は
敢
え
て
告
白
し
て
い
る
の
だ）
（（
（

。

　

こ
う
し
た
デ
リ
ダ
の
「
純
粋
性
」
の
脱
構
築
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
の
「
純
粋
言
語
」
へ
の
欲
望
を
想
起
さ
せ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
純
粋
言

語
」
は
、「
み
ず
か
ら
は
も
は
や
何
も
志
向
せ
ず
、
何
も
表
現
す
る
こ
と
な
く
、

表
現
を
も
た
な
い
創
造
的
な
語）
（（
（

」
の
こ
と
だ
っ
た
。
わ
か
り
や
す
く
言
い
換
え

れ
ば
、
存
在
そ
の
も
の
と
一
体
と
な
っ
た
よ
う
な
、
主
観
と
客
観
、
シ
ニ
フ
ィ

ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
、
記
号
と
意
味
、
形
式
と
内
容
と
が
一
致
す
る
よ
う
な
理

想
的
あ
る
い
は
神
的
な
言
語
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
は
歴
史
上
・
時
間
上
の
起

源
に
実
在
し
た
こ
と
も
、
未
来
の
あ
る
時
点
や
終
点
に
実
在
す
る
よ
う
に
な
る

こ
と
も
決
し
て
あ
り
え
な
い
言
語
だ
が
、
そ
れ
で
も
「
あ
ら
ゆ
る
言
語
の
も
と

に
志
向
さ
れ
る
も
の）
（（
（

」
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
散
種
し
た
諸
言
語
の
内
部
に
包
み

隠
さ
れ
つ
つ
、
そ
れ
ら
諸
言
語
を
駆
動
さ
せ
る
隠
れ
た
欲
望
的
動
因
で
あ
り
な

が
ら
、
決
し
て
現
実
化
せ
ず
現
前
化
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
「
来
た
る
べ
き
」
も
の

に
と
ど
ま
る
、
来
た
る
べ
き
も
の
と
し
て
残
留
し
残
余
し
、
余
白
に
と
ど
ま
る

も
の
で
あ
っ
た
。
純
粋
言
語
は
、
各
個
別
言
語
が
そ
の
達
成
・
成
就
を
不
可
能

で
あ
る
と
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
そ
の
「
解
放
」
と
「
救
済
」
を
み
ず
か
ら

の
「
課
題
」
と
し
て
引
き
受
け
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
意
味
で
、
言
語
一
般
に

そ
の
有
限
性
と
不
完
全
性
と
を
突
き
つ
け
、
そ
う
し
て
言
語
の
存
在
理
由
と
責

任
と
を
審
問
す
る
「
虚
焦
点
」
で
あ
る
。
極
限
ま
で
純
化
さ
れ
た
純
粋
性
へ
の

欲
望
は
、
純
粋
存
在
の
不
可
能
性
と
不
純
な
も
の
の
不
可
避
性
と
を
結
論
と
し

て
導
き
、
さ
ら
に
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
言
語
が
形
式
と
内
容
の
合
致
と
い
う

効
果
に
（
た
と
え
幻
想
と
は
い
え
）
立
脚
す
る
以
上
、
純
粋
言
語
と
い
う
不
可

能
な
も
の
を
「
課
題
」
と
し
て
引
き
受
け
る
と
い
う
責
任
を
課
す
の
で
あ
る
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
純
粋
言
語
論
（
そ
し
て
翻
訳
論
）
も
、
純
粋
さ
の
誇
張
法
、
純

粋
さ
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
、
根
底
を
ど
こ
ま
で
も
掘
り
下
げ
て
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い
っ
た
果
て
に
根
自
体
を
抜
き
去
っ
て
し
ま
う
と
い
う
「
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
」、

根
底
性
が
無
底
性
へ
と
転
倒
す
る
過
剰
な
、
余
剰
の
「
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
」
だ

と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
地
点
に
お
い
て
は
、
も
は
や
根
拠
と
無
根
拠
、
条
件
づ

け
と
無
条
件
性
、
政
治
と
倫
理
、
合
法
性
と
正
義
、
交
換
と
贈
与
、
計
算
と
計

算
不
可
能
性
と
は
、
単
純
に
分
離
さ
れ
た
り
、
対
立
さ
せ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
デ
リ
ダ
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
は
、
カ
ン
ト
の
「
統

制
的
理
念
」
に
似
た
面
あ
る
い
は
効
果
を
も
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
カ

ン
ト
の
場
合
、
ど
れ
ほ
ど
人
間
理
性
の
有
限
性
と
絶
対
存
在
へ
の
到
達
不
可
能

性
が
強
調
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
有
限
性
と
完
成
不
可
能
性
は
、
叡
智
界
と
い

う
宇
宙
全
体
を
司
る
神
へ
の
信
仰
と
歴
史
の
摂
理
へ
の
信
頼
に
裏
打
ち
さ
れ
て

い
る
。
神
と
叡
智
界
の
絶
対
性
へ
の
信
仰
が
、
対
称
的
あ
る
い
は
相
補
的
に
、

人
間
や
理
性
の
有
限
性
を
要
求
し
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
が
「
純
粋
言
語
」
と
言
い
、
ま
た
デ
リ
ダ
が
「
来
た
る
べ
き
も
の
」
と
言

う
と
し
て
も
、
彼
ら
は
、「
人
間
的
な
も
の
」
の
有
限
性
と
相
対
性
を
要
求
す

る
と
同
時
に
そ
れ
を
救
済
す
る
よ
う
な
超
越
者
や
絶
対
者
を
念
頭
に
お
い
て
い

る
の
で
は
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
言
う
よ
う
に
、「
救
済
」
す
る
の
は
む
し
ろ

有
限
者
の
側
の
使
命
な
の
で
あ
る
。

異
質
な
言
語
の
内
部
に
呪
縛
さ
れ
て
い
る
あ
の
純
粋
言
語
を
み
ず
か
ら

の
言
語
の
な
か
で
救
済
す
る
こ
と
、
作
品
の
な
か
に
囚
わ
れ
て
い
る
も

の
を
言
語
置
換
の
な
か
で
解
放
す
る
こ
と
が
、
翻
訳
者
の
使
命
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
こ
の
使
命
の
た
め
に
翻
訳
者
は
自
身
の
言
語
の
朽
ち
た
柵

を
打
ち
破
る）
（（
（

。

　

デ
リ
ダ
の
「
来
た
る
べ
き
」
と
い
う
考
え
方
も
、
前
も
っ
て
目
標
と
し
て
設

定
さ
れ
た
な
ん
ら
か
の
理
念
が
到
来
す
る
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
い
（
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
も
「
来
た
る
べ
き
」
の
様
相
の
一
つ
、
可
能
性
の
一
つ
で
は
あ
る

が
）。
そ
れ
は
「
統
制
的
理
念
」
の
そ
れ
を
も
含
め
て
、
お
よ
そ
一
切
の
到
来

の
可
能
性
を
開
く
よ
う
な
、
到
来
を
到
来
さ
せ
る
「
い
ま
こ
こ
」
に
お
け
る
単

独
的
決
定
で
あ
り
「
構
造
上
の
開
け）
（（
（

」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
も
は
や
再
固
有
化

＝
再
本
来
化
さ
れ
る
が
ま
ま
に
な
ら
な
い
ほ
ど
十
分
に
他
な
る
言
語
を
発
明
す

る
こ
と）
（（
（

」
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
の
「
新
た
な
る
特
有
言
語
は
到
来
さ
せ
る
。
こ

の
署
名
は
到
来
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
与
え
ら
れ
た
所
与
の
言
語

の
な
か
に
出
来
事
の
数
々
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
〔
…
…
〕。
与
え
ら
れ
る
よ

り
も
つ
ね
に
約
束
さ
れ
る
出
来
事
の
数
）々
（（
（

」。

　

こ
の
数
々
の
出
来
事
を
約
束
す
る
言
語
、
出
来
事
の
到
来
に
開
か
れ
た
、
到

来
を
到
来
さ
せ
る
言
語
は
、
そ
れ
自
体
が
必
然
的
に
複
数
的
で
あ
る
。
そ
れ
は

様
々
な
複
数
的
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
出
来
事
と
い
う
他

者
に
み
ず
か
ら
を
開
く
か
ぎ
り
に
お
い
て
、「
自
身
の
言
語
の
朽
ち
た
柵
を
打

ち
破
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ね
に
す
で
に
複
数
的
な
も
の
へ
と
生
成
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。「
一
つ
の

4

4

4

言
語
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い）
（（
（

」。
言
語
は

体
系
で
あ
り
、
一
見
統
一
性
を
も
つ
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
言

語
の
外
見
上
の
統
一
性
は
特
異
な
統
一
性
で
あ
っ
て
、「
お
よ
そ
も
っ
と
も
ラ

デ
ィ
カ
ル
な
接
ぎ
木
に
よ
っ
て
、
歪
形
、
変
形
、
接
収
、
或
る
種
の
非
‐
規
範
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性
に
よ
っ
て
、
異
例
性
、
非
‐
準
則
化
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
…
…
〕
こ
の
〔
言
語
の
〕
身
振
り
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
複
数
的
で
あ
り
、

分
割
さ
れ
、
重
層
決
定
さ
れ
て
い
る）
（（
（

」。

　

デ
リ
ダ
が
赴
く
の
は
、
こ
う
し
た
言
語
の
統
一
性
の
外
観
の
下
に
埋
も
れ
て

い
る
複
数
の
潜
勢
力
の
交
雑
と
し
て
の
言
語
、
錯
綜
し
た
潜
勢
体
と
し
て
の
言

語
へ
な
の
で
あ
る
。

つ
ね
に
す
で
に
翻
訳
と
し
て
の
言
語

　

以
上
の
よ
う
な
錯
綜
潜
勢
体
と
し
て
の
デ
リ
ダ
の
言
語
観
か
ら
は
、
ど
の
よ

う
な
翻
訳
論
が
導
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
錯
綜
潜
勢
体
と
し
て
の
言
語
は
す
で

に
し
て
一
種
の
翻
訳
存
在
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
が
、
そ
の
議
論
に
入
る
前
に
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
翻
訳
論
を
論
じ
た
「
バ
ベ
ル
の
塔
」
に
お
い
て
彼
が
一
般
的
な

翻
訳
論
に
対
し
て
お
こ
な
っ
て
い
る
批
判
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

デ
リ
ダ
は
「
翻
訳
に
関
す
る
諸
理
論
の
限
界
」
の
一
つ
を
次
の
よ
う
に
指
摘

す
る
。そ

れ
ら
の
理
論
は
あ
ま
り
に
も
し
ば
し
ば
一
つ
の
言
語
か
ら
他
の
言
語
へ

の
移
行
を
論
じ
て
、
い
く
つ
か
の
言
語
が
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
へ
二4

つ
よ
り
以
上
の
仕
方
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

巻
き
込
ま
れ
る
可
能
性
を
十
分
に
考
察
し
な
い
。

同
時
に
数
個
の
言
語
で
書
か
れ
た
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
ど
の
よ
う
に
翻
訳

し
た
ら
よ
い
の
か
。
複
数
性
の
効
果
を
ど
の
よ
う
に
「
翻
訳
」
し
た
ら
よ

い
の
か
。
そ
し
て
、
同
時
に
数
個
の
言
語
で
翻
訳
し
た
と
し
た
ら
、
人
々

は
そ
れ
を
翻
訳
と
呼
ぶ
だ
ろ
う
か）
（（
（

。

　

す
な
わ
ち
、
伝
統
的
か
つ
一
般
的
な
翻
訳
論
は
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
分
類
に

従
っ
て
言
え
ば
「
言
語
間
翻
訳
」
に
議
論
が
集
中
し
て
お
り
、
こ
の
種
類
の
翻

訳
を
翻
訳
そ
の
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
言
語
間
翻
訳
は
、

個
別
に
複
数
存
在
す
る
言
語
シ
ス
テ
ム
の
統
一
性
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の

前
提
は
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
よ
う
な
鋭
敏
か
つ
周
到
な
言
語
学
者
の
翻
訳
論
で
も
疑

わ
れ
て
い
な
い
と
デ
リ
ダ
は
指
摘
す
る
。
デ
リ
ダ
は
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
『
翻
訳
に

つ
い
て
』（
一
九
五
九
年
）
と
い
う
論
文
を
取
り
上
げ
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
に
よ
る

翻
訳
の
三
類
型
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
、
翻
訳
に
は

「
言
語
内
翻
訳
」、「
言
語
間
翻
訳
」、「
記
号
法
間
翻
訳
」
の
三
種
類
が
あ
る
と

す
る
。「
言
語
内
翻
訳
」
と
は
、
同
一
言
語
内
に
あ
る
い
く
つ
か
の
言
語
記
号

を
、
そ
の
同
じ
言
語
内
に
あ
る
別
の
言
語
記
号
で
も
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
で
あ

る
。
例
え
ば
、
辞
書
の
定
義
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
本
」
と
い
う
言
語
記
号

を
「
書
物
」
や
「
書
籍
」
と
い
っ
た
別
の
言
語
記
号
で
「
言
い
換
え
」
た
り

（
実
際
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
、「
言
語
内
翻
訳
」
の
こ
と
を
「
言
い
換
え
」
と
言
い

換
え
て
い
る
）、「
本
の
本
質
」
と
い
う
言
語
記
号
を
、「
あ
る
程
度
以
上
の
分

量
の
あ
る
、
装
丁
さ
れ
た
紙
媒
体
」
と
か
、「
著
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
物
語
が

記
さ
れ
た
紙
媒
体
」
と
か
解
釈
す
る
際
の
記
号
操
作
の
こ
と
で
あ
る
。
デ
リ
ダ

は
こ
の
「
言
語
内
翻
訳
」
は
次
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
と
言
う
。「
す
な

わ
ち
、
或
る
言
語
の
統
一
性
な
ら
び
に
同
一
性
が
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
の
言
語



一
九
〇

の
諸
境
界
の
決
定
可
能
な
形
態
が
、
厳
密
に
は
ど
う
規
定
さ
れ
る
べ
き
か
、
こ

れ
が
究
極
的
に
は
わ
か
っ
て
い
る）
（（
（

」
と
。
次
に
「
言
語
間
翻
訳
」（
普
通
「
翻

訳
」
と
言
っ
た
と
き
に
考
え
ら
れ
て
い
る
「
い
わ
ゆ
る
翻
訳
」）
も
、「
言
語
内

翻
訳
」
と
同
じ
前
提
、
す
な
わ
ち
、
言
語
は
究
極
的
に
は
そ
の
輪
郭
が
明
確
な

統
一
体
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
頼
り
に
し
て
い
る
と
デ
リ
ダ
は
指
摘
す
る
。
そ

し
て
最
後
に
、「
記
号
法
間
翻
訳
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
言
語
記
号
を
非
言
語

記
号
で
も
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
り
、
わ
か
り
や
す
い
例
で
言
え
ば
、
日
常

言
語
を
論
理
記
号
に
「
移
し
換
え
る
」（「
移
し
換
え
」
と
い
う
言
葉
も
ヤ
コ
ブ

ソ
ン
に
よ
る
「
記
号
法
間
翻
訳
」
の
定
義
で
あ
る
）
論
理
学
的
操
作
な
ど
が
そ

れ
に
当
た
る
。
当
然
こ
の
場
合
も
、
記
号
の
質
が
異
な
る
と
は
い
え
、
言
語
間

翻
訳
と
同
様
の
前
提
が
働
い
て
い
る
。

　

要
す
る
に
、
デ
リ
ダ
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
が
精
緻
に
抽
出
し

た
三
つ
の
翻
訳
類
型
の
い
ず
れ
も
が
、
言
語
シ
ス
テ
ム
の
、
あ
る
い
は
も
っ
と

一
般
的
に
言
え
ば
、
記
号
シ
ス
テ
ム
の
統
一
性
を
前
提
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。「
バ
ベ
ル
の
塔
」
の
伝
説
に
つ
い
て
、
多
数
の
言
語
が
地
上
に
分
散

さ
れ
普
遍
性
を
も
つ
「
大
き
な
」
統
一
言
語
が
失
わ
れ
た
と
す
る
解
釈
（
バ
ベ

ル
の
一
般
的
な
解
釈
で
あ
る
が
）
は
、
分
散
し
た
個
別
言
語
の
「
小
さ
な
」
統

一
性
ま
で
は
疑
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
デ
リ
ダ
は
そ
う
考
え
る
。

言
語
と
は
何
か
。
或
る
言
語
と
他
の
言
語
と
の
関
係
と
は
ど
ん
な
こ
と
か
、

と
り
わ
け
言
語
と
い
う
も
の
に
お
い
て
同
一
性
も
し
く
は
差
異
性
と
は
ど

ん
な
こ
と
か
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
誰
も
が
知
っ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て

い
る
。
バ
ベ
ル
に
よ
っ
て
打
撃
を
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
透
明
性
が

も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
こ
れ
、
す
な
わ
ち
諸
言
語
の
多
数

性
の
経
験
お
よ
び
、「
翻
訳
」
と
い
う
語
の
「
い
わ
ゆ
る
」
意
味
で
あ
る）
（（
（

。

　

こ
れ
は
、「
大
き
な
物
語
」
が
権
威
を
失
墜
し
て
「
小
さ
な
物
語
」
の
群
れ

（「
島
宇
宙
」
の
乱
立
）
の
み
が
残
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」

状
況
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
姿
に
も
似
て
い
る
。
上
述
し
た
錯
綜
潜
勢
体
と
し
て

の
言
語
と
い
う
デ
リ
ダ
の
考
え
は
、
巨
大
な
統
一
言
語
す
な
わ
ち
「
絶
対
的
メ

タ
言
語
」
の
「
不
可
能
性）
（（
（

」
を
主
張
す
る
の
は
当
然
だ
が
、
さ
ら
に
は
「
小
さ

な
」
個
別
言
語
の
統
一
性
、
す
な
わ
ち
他
と
通
約
可
能
性
を
も
た
な
い
閉
じ
た

「
島
宇
宙
」
の
言
語
ゲ
ー
ム
の
囲
い
と
い
う
考
え
方
を
も
批
判
す
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

　

す
る
と
、
デ
リ
ダ
の
翻
訳
論
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
か
。
そ
れ
は
す

で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
錯
綜
潜
勢
体
と
し
て
の
言
語
自
体
が
、
す
で
に
し
て

翻
訳
効
果
か
ら
織
り
成
さ
れ
た
運
動
体
で
あ
る
と
い
う
も
の
だ
。
デ
リ
ダ
に

と
っ
て
根
源
的
な
翻
訳
現
象
や
翻
訳
行
為
と
は
、
同
一
言
語
内
に
お
け
る
言
葉

の
言
い
換
え
で
も
、
複
数
の
言
語
統
一
体
間
の
や
り
取
り
で
も
、
異
質
な
記
号

間
に
お
け
る
移
し
換
え
で
も
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
が
前
提
す
る
統
一
体
を
構

成
し
つ
つ
も
は
み
出
し
て
い
く
、
統
一
化
さ
れ
え
な
い
下
部
‐
統
一
的
か
つ
超

‐
統
一
的
な
、
他
生
的
な
作
用
で
あ
る
。
複
数
の
他
発
的
な
出
来
事
は
、
そ
の

接
触
の
契
機
・
瞬
間
に
お
い
て
、
つ
ね
に
す
で
に
翻
訳
作
用
を
発
生
さ
せ
て
い

る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
翻
訳
作
用
が
他
発
性
＝
多
発
性
の
交
錯
運
動
そ
の
も
の



翻
訳
の
倫
理
学

一
九
一

だ
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
統
一
性
や
自
己
性
（
そ
れ
自
体
・
そ
れ
自
身
で
あ

る
こ
と
）
を
構
成
す
る
、
こ
の
同
時
的
で
あ
り
な
が
ら
錯
時
的
な
運
動
に
お
い

て
は
、
も
は
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
翻
訳
の
区
別
が
意
味
を
な
さ
な
い
。
な
ん
ら
か

の
輪
郭
や
、
さ
ら
に
は
単
ユ

ニ

ッ

ト

位
＝
統
一
性
（
す
な
わ
ち
自
己
性
ま
た
は
原
文
性
）

を
保
有
す
る
と
見
え
る
テ
ク
ス
ト
は
、
す
で
に
し
て
翻
訳
の
一
効
果
な
の
で
あ

る
。
根
源
的
な
翻
訳
は
、
言
語
同
士
の
翻
訳
以
前
に
、
ま
た
は
言
語
内
に
お
け

る
翻
訳
以
前
に
、
通
常
の
翻
訳
概
念
が
前
提
と
す
る
な
ん
ら
か
の

単ユ

ニ

ッ

ト

位
＝
統
一
性
以
前
に
生
じ
る
翻
訳
作
用
で
あ
る
。

翻
訳
の
倫
理
学
と
政
治
学

　

デ
リ
ダ
の
翻
訳
概
念
は
、
彼
が
初
期
か
ら
探
求
し
て
き
た
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

や
差
延
や
代
補
と
い
っ
た
構
造
を
新
た
に
書
き
換
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
構

造
は
、
統
一
性
・
単
一
性
（
そ
し
て
そ
れ
と
相
補
関
係
に
あ
る
、
単
位
を
前
提

と
し
た
複
数
性
）、
透
明
性
、
同
時
性
・
瞬
時
性
、
起
源
、
合
致
と
し
て
の
真

理
、
自
然
、
叡
智
的
な
も
の
、
合
目
的
性
・
合
法
性
・
合
法
則
性
と
い
っ
た
西

洋
形
而
上
学
の
基
本
的
諸
概
念
を
内
破
（
自
己
脱
構
築
）
さ
せ
、
そ
う
し
た
概

念
体
制
お
よ
び
そ
れ
に
結
び
つ
い
た
政
治
・
社
会
・
文
化
の
諸
体
制
が
、
ど
の

よ
う
な
抑
圧
と
排
除
の
暴
力
構
造
を
も
つ
か
を
告
白
さ
せ
て
き
た
。
こ
の
脱
構

築
作
業
の
根
底
に
は
、
そ
う
し
た
諸
体
制
下
で
抑
圧
さ
れ
排
除
さ
れ
る
「
他

者
」（
他
発
的
な
も
の
）
た
ち
へ
の
倫
理
的
応
答
と
い
う
動
機
が
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、「
他
者
」（
他
発
的
な
も
の
）
と
表
裏

一
体
の
関
係
に
あ
る
「
自
己
」（
自
発
的
な
も
の
）
へ
の
倫
理
的
応
答
で
も
あ

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
デ
リ
ダ
が
引
き
受
け
る
「
翻
訳
者
の
使
命
」
に
お
け
る

他
者
の
到
来
へ
の
呼
び
か
け
は
、「
自
己
に
対
す
る

4

4

4

4

差
異
の
う
ち
と
い
う
よ
り

も
、
む
し
ろ
自
己
と
と
も
に
あ
る

4

4

4

4

4

4

差
異
の
う
ち
に
、
言
語
を
迎
え
入
れ
、
言
語

を
寄
せ
集
め
る）
（（
（

」。
そ
れ
は
自
分
に
与
え
ら
れ
た
（
あ
る
い
は
獲
得
し
た
）
既

存
の
「
言
語
」（
概
念
、
発
想
、
行
動
パ
タ
ー
ン
、
感
受
性
）
に
幽
閉
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
自
己
を
生
成
変
化
さ
せ
て
い
く
可
能
性
を
与
え
て
く
れ
る
。
言
語

は
そ
の
資
本
に
お
い
て
、
初
期
設
定
に
お
い
て
、
自
己
を
特
定
の
枠
に
は
め
る

が
、
同
時
に
他
方
で
、
異
質
な
者
た
ち
の
群
集
か
ら
な
る
錯
綜
体
と
い
う
そ
の

本
質
に
お
い
て
、
た
え
ず
他
者
と
自
己
の
他
の
関
係
の
可
能
性
を
も
与
え
る
。

他
の
事
物
に
つ
い
て
語
り
、
他
者
へ
と
語
り
か
け
る
こ
と
を
み
ず
か
ら
に

可
能
に
し
て
く
れ
る
よ
う
な
異
質
論
理
的
な
開
か
れ
を
呼
び
寄
せ
る
力
が
、

一
つ
の
言
語
に
は
つ
ね
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ）
（（
（

。

　

現
在
所
有
し
そ
こ
に
安
住
し
て
い
る
言
語
的
布
置
を
他
者
（
他
性
・
他
発
的

な
も
の
）
と
の
接
触
に
よ
っ
て
組
み
替
え
、
現
在
の
言
語
的
布
置
の
下
に
抑
圧

さ
れ
埋
も
れ
て
い
る
潜
勢
力
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
は
、
場
合
に
よ
っ
て

は
、
不
安
や
恐
怖
を
惹
起
し
、
呆
然
と
し
た
「
失
語
症
」
の
う
ち
に
人
々
を
置

く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
詩
人
や
哲
学
者
た
ち
の
場
合
と
同
様
に
、
既
存

の
言
語
か
ら
逸
脱
す
る
「
異
質
論
理
的
な
開
か
れ
」
の
「
言
語
使
用
」（「
他
者

の
単
一
言
語
使
用
」）
こ
そ
が
、
自
己
の
新
た
な
可
能
性
の
発
掘
に
つ
な
が
る
。
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新
た
な
言
語
的
布
置
の
発
明
は
、
新
た
な
自
己
や
世
界
の
発
明
で
も
あ
る
だ
ろ

う
。

こ
の
単
一
言
語
使
用
者
は
い
わ
ば
失
語
症

4

4

4

で
あ
る
が
ゆ
え
に
（
お
そ
ら
く

失
語
症
で
あ
る
か
ら
こ
そ
彼
は
も
の
を
書
く
の
だ
）、
彼
は
絶
対
的
な
翻

訳
の
中
に
、
準
拠
の
極
な
き
、
起
源
の
言
語
な
き
、
出
発
の
言
語
な
き
翻

訳
の
中
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
存
在
す
る
の
は

た
だ
、
こ
う
言
っ
た
ほ
う
が
よ
け
れ
ば
、
到
来
の
様
々
な
言
語
だ
け
な
の

だ
〔
…
…）
（（
（

〕。

　

こ
の
「
到
来
の
言
語
」、
あ
る
い
は
到
来
へ
と
開
か
れ
た
言
語
使
用
こ
そ

「
絶
対
的
な
翻
訳
」
で
あ
り
、
他
者
の
み
な
ら
ず
、
他
の
世
界
の
可
能
性
を
、

み
ず
か
ら
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
交
錯
潜
勢
力
に
も
と
づ
い
て
開
く
構
造
的
可
能
性

で
あ
る
。
こ
の
「
特
異
な
翻
訳
現
象）
（（
（

」
は
、
来
た
る
べ
き
他
者
と
来
た
る
べ
き

言
語
（
さ
ら
に
は
来
た
る
べ
き
「
自
己
」）
を
召
喚
し
開
く
も
の
と
し
て
、
特

異
な
「
メ
シ
ア
性
」
と
呼
ば
れ
る
。
デ
リ
ダ
が
『
マ
ル
ク
ス
の
亡
霊
た
ち
』

（
一
九
九
三
年
）
の
な
か
で
、「
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
な
き
〈
メ
シ
ア
的
な
も
の
〉」

と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
「
形
式
的
」・「
構
造
的
」
メ
シ
ア
ニ

ズ
ム
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
な
救
済
の
内
容
や
実
現
を
と
も

な
う
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
で
は
な
く
（
こ
れ
は
伝
統
的
な
宗
教
的
あ
る
い
は
政
治
的

メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
で
あ
る
）、
救
済
や
解
放
の
実
現
内
容
よ
り
も
そ
の
「
約
束
」

に
の
み
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
「
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
」
で
あ
る
（
そ
ん
な
も
の
が
ま

だ
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
呼
び
う
る
な
ら
ば
だ
が
）。

そ
れ
は
不
可
能
な
も
の
を
、
の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
言
葉
の
可
能
性
を
約

束
し
て
い
る
と
今
や
私
が
主
張
す
る
約
束
〔
わ
れ
わ
れ
の
文
脈
に
翻
訳
す

れ
ば
、
こ
れ
は
他
者
と
他
の
可
能
性
に
忠
実
を
誓
う
、
開
け
た
翻
訳
の
こ

と
で
あ
る
〕、
こ
の
特
異
な
る
約
束
は
、
こ
こ
で
は
い
か
な
る
メ
シ
ア
的

あ
る
い
は
終
末
論
的
な
内
容
4

4

を
も
打
ち
明
け
ず
、
引
き
渡
し
も
し
な
い
。

こ
こ
に
は
救
い
を
救
済
し
あ
る
い
は
約
束
す
る
よ
う
な
い
か
な
る
救
済
も

な
い
の
だ
。
あ
ら
ゆ
る
救
済
論
の
彼
方
あ
る
い
は
手
前
に
あ
る
こ
の
約
束

〔
…
…
〕。
こ
の
他
者
の
約
束
の
う
ち
に
は
、
そ
し
て
他
者
の
言
語
の
中
に

は
、
い
か
な
る
必
然
的
に
限
定
可
能
な
内
容
4

4

も
な
い
と
い
う
こ
と

〔
…
…
〕。
こ
れ
は
構
造
的
な
開
け
、
メ
シ
ア
性4

で
あ
っ
て
、
そ
れ
な
し
に

は
、
狭
義
の
あ
る
い
は
字
義
ど
お
り
の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
も
可
能
で
な
い
だ

ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
し
く
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム

4

4

4

4

4

4

―
―
す
な
わ

ち
あ
の
起
源
的
で
固
有
の
内
容
を
欠
い
た
約
束
―
―
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お

い
て
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
が
あ
の
厳
格
で
砂
漠
の
よ
う

な
過
酷
さ
を
、
す
べ
て
を
剥
ぎ
取
ら
れ
た
あ
の
メ
シ
ア
性
を
み
ず
か
ら
の

た
め
に
要
求
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て）
（（
（

。

　

デ
リ
ダ
は
通
常
の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
が
普
遍
的
に
も
っ
て
い
る
「
約
束
」
と
い

う
構
造
を
形
式
的
（
あ
る
い
は
形
相
的
）
に
抽
出
し
、
そ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
メ
シ

ア
ニ
ズ
ム
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
の
「
メ
シ
ア
性4

」（
原
文
強
調
デ
リ
ダ
）
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と
し
て
積
極
的
に
取
り
出
す
。
こ
れ
は
救
済
の
内
実
や
そ
の
実
現
そ
の
も
の
よ

り
も
、
救
済
の
約
束
の
場
（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
）
を
つ
ね
に
開
い
て
お
こ
う

と
す
る
、
到
来
の
可
能
性
を
開
い
た
ま
ま
に
し
て
お
こ
う
と
す
る
「
メ
シ
ア
ニ

ズ
ム
」
で
あ
る
。
焦
点
と
な
る
の
は
、
一
切
の
到
来
に
対
し
て
閉
じ
な
い
と
い

う
、
開
け
へ
の
約
束
で
あ
り
、
開
け
へ
の
開
け
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
デ
リ
ダ

一
流
の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
の
「
脱
構
築
」（
誇
張
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
）
で
あ
る

が
、
や
や
も
す
れ
ば
自
己
言
及
性
の
形
式
化
＝
形
相
化
と
も
思
わ
れ
か
ね
な
い

こ
の
デ
リ
ダ
に
よ
る
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
の
「
翻
訳
＝
翻
案
」
は
、
な
る
ほ
ど
他
者

と
他
性
へ
の
倫
理
的
歓
待
に
満
ち
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
い
か
な
る
政
治

性
を
も
つ
の
か
。
絶
対
的
に
他
性
に
開
か
れ
て
あ
れ
と
い
う
倫
理
的
命
法
は
、

そ
れ
が
具
体
的
な
状
況
と
関
わ
っ
た
場
合
、
政
治
的
な
も
の
と
衝
突
し
、
政
治

的
な
も
の
に
支
障
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
す
べ
て
の
移
民
を

受
け
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
移
民
制
限
問
題
の
場
合
の
よ
う
に
。

　

し
か
し
お
そ
ら
く
デ
リ
ダ
は
、
こ
の
「
衝
突
」・「
支
障
」
あ
る
い
は
「
不

和
」
こ
そ
が
、
新
た
な
政
治
の
可
能
性
だ
と
考
え
て
い
る
。
他
者
と
他
性
へ
の

極
度
の
「
倫
理
」
性
は
、
そ
れ
が
政
治
や
政
治
的
な
る
も
の
と
相
容
れ
な
い
部

分
を
も
つ
か
ら
こ
そ
、
さ
ら
に
は
政
治
と
衝
突
し
、
そ
れ
に
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
、

場
合
に
よ
っ
て
は
政
治
を
不
可
能
に
す
る
か
ら
こ
そ
、「
政
治
性
」
を
、
特
異

な
政
治
的
効
果
を
も
つ
の
だ
。
政
治
は
自
己
性
と
他
者
性
と
の
関
係
を
そ
の
根

本
局
面
と
す
る
営
み
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
他
者
性
の
問
い
は
、
政
治
に
本

質
的
に
内
在
す
る
急
所
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
無
条
件
な
他
者
へ

の
倫
理
は
、
政
治
に
内
在
し
つ
つ
、
し
か
し
政
治
の
限
界
＝
境
界
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
る
臨
界
点
を
抉
り
出
す
。
こ
の
臨
界
点
か
ら
政
治
を
議
論
し
、
具
体
的

な
介
入
を
行
う
こ
と
は
、
政
治
や
政
治
的
な
も
の
（
国
家
、
主
権
、
ポ
リ
ス
、

法
権
利
、
国
民
・
市
民
性
、
プ
ロ
政
治
、
官
僚
制
、
等
々
―
―
一
言
で
言
え
ば
、

政
治
の
囲
い
込
み
、
政
治
の
一
者
化
）
に
限
定
さ
れ
な
い
別
の
政
治
を
発
明
す

る
こ
と
で
あ
る
。
他
性
へ
の
開
け
の
約
束
が
約
束
で
あ
る
た
め
に
は
、
約
束
の

言
語
行
為
（
狭
義
のperform

ativity

）
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
当
然
現

実
介
入
と
具
体
的
実
践
が
必
要
と
さ
れ
る
。
倫
理
は
倫
理
的
な
も
の
に
だ
け
閉

じ
こ
も
っ
て
い
て
は
倫
理
的
で
は
な
い
。
他
者
へ
の
開
け
を
約
束
す
る
だ
け
で

事
を
済
ま
し
て
は
、
み
ず
か
ら
の
「
美
し
き
魂
」
に
拍
手
を
送
る
自
己
満
足
に

す
ぎ
ず
、
そ
れ
は
真
に
倫
理
的
な
姿
勢
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
倫
理
は
み
ず

か
ら
が
立
て
た
格
律
（
約
束
・
命
法
）
に
し
た
が
う
具
体
的
な
実
践
が
と
も

な
っ
て
初
め
て
倫
理
と
な
る
。
倫
理
は
そ
れ
が
真
正
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

必
然
的
に
政
治
に
介
入
し
、
政
治
に
巻
き
込
ま
れ
ざ
る
を
え
な
い
（
サ
ル
ト
ル

の
言
う
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
で
あ
る
）。
だ
が
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
実
践
が

あ
く
ま
で
も
倫
理
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
政
治
の
論
理
や
諸
制
度
（
い
わ
ゆ
る

「
現
実
主
義
」）
に
視
野
が
限
定
さ
れ
て
も
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
必
然
的
に
政

治
と
倫
理
と
の
強
い
緊
張
関
係
が
生
じ
る
。

　

こ
の
緊
張
関
係
は
場
合
に
よ
っ
て
は
両
者
の
排
他
的
関
係
に
終
わ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
緊
張
関
係
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
現
存
の
政
治
と
は
他
の
、

別
の
政
治
の
可
能
性
が
、
さ
ら
に
は
主
権
や
治
安
維
持
（
い
わ
ゆ
る
ポ
リ
ス
政

治
）
と
い
っ
た
政
治
的
な
も
の
に
限
定
さ
れ
な
い
、
政
治
的
な
も
の
と
は
異
質

の
政
治
の
可
能
性
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
政
治
と
倫
理
と
い



一
九
四

う
異
質
な
言
語
の
あ
い
だ
の
翻
訳
を
粘
り
強
く
持
続
し
、
相
互
交
渉
と
感
染
の

な
か
で
両
者
の
言
説
を
鍛
え
上
げ
る
こ
と
が
、「
来
た
る
べ
き
」
政
治
、「
来
た

る
べ
き
」
倫
理
に
は
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
も
、
政
治
や
倫
理
が

ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
内
容
を
も
と
う
と
も
、
根
本
的
な
の
は
他
性
（
他
発

性
）
に
開
け
る
翻
訳
行
為
な
の
だ
。
そ
れ
は
内
容
な
き
内
容
を
指
示
す
る
と
い

う
意
味
で
、
き
わ
め
て
脆
弱
な
、
ミ
ニ
マ
ム
な
も
の
だ
が
（
そ
れ
ゆ
え
に
観
念

論
や
理
想
主
義
に
見
え
る
）、
そ
れ
な
し
に
は
具
体
的
な
政
治
や
倫
理
の
中
身

も
正
当
化
さ
れ
え
な
い
、
そ
う
し
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
だ
ろ
う
。

　

デ
リ
ダ
は
翻
訳
空
間
を
こ
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
一
つ
と
し
て
提
示
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
一
個
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
と
言
う
。
彼
の

翻
訳
論
は
、
歴
史
や
社
会
や
政
治
や
文
化
に
お
け
る
狭
い
意
味
で
の
翻
訳
の
問

題
ば
か
り
で
な
く
、
超
越
論
的
主
観
性
や
存
在
論
の
基
礎
構
造
の
内
部
に
ま
で

翻
訳
の
問
題
を
拡
張
し
て
（
誇
張
法
に
よ
っ
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
化
し
て
）、
他
性

と
交
錯
す
る
潜
勢
体
の
あ
り
方
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。
こ
の
一
見
あ
ま
り
に
抽

象
的
と
、
あ
ま
り
に
哲
学
的
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
あ
ま
り
に
倫
理
的
と
見

え
る
彼
の
「
論
証
」（
仏
語
のdém

onstration

）
は
、
し
か
し
一
種
の
政
治
力

を
も
つ
「
デ
モ
」（
英
語
のdem

onstration

）
と
し
て
意
図
さ
れ
て
い
る
。
半

ば
言
葉
遊
び
で
あ
り
な
が
ら
本
気
の
思
考
で
あ
る
こ
の
パ
サ
ー
ジ
ュ
（
移
行
・

通
過
・
通
路
・
一
節
）
は
、
既
存
の
政
治
や
倫
理
や
哲
学
や
芸
術
と
い
っ
た
線

引
き
を
動
揺
さ
せ
る
演
劇
的
な
政
治
効
果
を
も
つ
。
政
治
原
理
の
一
つ
に
諸
力

の
配
分
（
役
割
分
配
＝
分
担
）
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
政
治
の
本
質
に
は
力
の
演

劇
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
デ
リ
ダ
の
思
考
や
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
演
劇
的
要

素
が
あ
り
、
ま
た
演
劇
的
で
あ
る
こ
と
を
デ
リ
ダ
が
強
く
意
識
し
て
い
る
と
し

て
も
、
そ
れ
は
政
治
や
社
会
に
お
け
る
「
現
実
的
」
と
言
わ
れ
る
も
の
か
ら
逃

避
す
る
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
、
そ
の
本
質
に
鋭
く
切
り
込
ん
で
い

く
た
め
で
あ
る
。

私
は
お
そ
ら
く
今
し
も
一
つ
の
《dem

onstration

》
を
し
た
〔
…
…
〕。

け
れ
ど
も
、
私
に
は
も
は
や
い
っ
た
い
ど
の
言
語
で
こ
の
単
語
を
聞
き
取

れ
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
ア
ク
サ
ン
記
号
な
し
の
場
合

dem
onstration

は
一
つ
の
結
論
を
強
い
る
論
理
的
な
論
証
で
は
な
く
、

そ
れ
は
何
よ
り
も
、
一
つ
の
政
治
的
な
出
来
事
、
街
路
で
の
一
つ
の
意
志

表
明
の
こ
と
で
あ
り
（
先
ほ
ど
私
は
、
毎
朝
自
分
が
ど
う
や
っ
て
街
路
へ

降
り
て
い
く
か
を
語
っ
た
―
―
決
し
て
街
道
へ
で
は
な
く
街
路
へ
だ
）、

行
進
、
行
為
、
呼
び
か
け
、
要
求
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
は
一
つ
の
舞

台
だ
。
私
は
今
し
も
一
つ
の
舞
台
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
に

お
い
て
も
ま
た
、
ア
ク
サ
ン
記
号
の
つ
い
たdém

onstration

は
、
何
よ

り
も
ま
ず
一
つ
の
身
ぶ
り
、
身
体
の
運
動
、
す
な
わ
ち
「
意
志
表
明
＝
デ

モ
」
の
行
為
で
あ
る
。
そ
う
、
そ
れ
は
舞
台
な
の
だ
。
劇
場
な
し
の
、
し

か
し
一
つ
の
舞
台
、
街
路
の
舞
台
だ）
（（
（

。

　

二
つ
の
―
―
あ
る
い
は
二
重
の
―
―de(dé)m

onstration

の
不
可
能
な
翻

訳
の
効
果
は
、
言
語
の
内
と
外
が
襞
の
よ
う
に
互
い
に
絡
み
合
っ
た
交
錯
潜
勢

体
を
形
成
し
、
そ
れ
が
既
存
の
言
語
的
布
置
や
意
味
分
配
を
揺
さ
ぶ
る
。
そ
れ



翻
訳
の
倫
理
学

一
九
五

が
デ
リ
ダ
の
考
え
る
第
一
の
政
治
力
、
お
そ
ら
く
は
脱
政
治
的
な
政
治
力
で
あ

る
）
（（
（

。
翻
訳
錯
綜
体
は
他
性
か
ら
の
触
発
に
よ
っ
て
た
え
ず
言
語
や
世
界
観
の
境

界
線
を
書
き
換
え
て
位
置
ず
ら
し
し
、
日
々
新
た
な
多
数
多
様
な
諸
言
語
を
発

明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
の
「
来
た
る
べ
き

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
で
あ
り
、「
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
な
き
メ
シ
ア
的
な
も
の
」
で
あ

る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
さ
ら
に
は
「
新
た
な
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」（『
マ
ル
ク

ス
の
亡
霊
た
ち
』）
―
―
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
な
も
の
の
隙
間
―
―
で
さ
え
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。

も
し
き
み
が
私
の
言
語
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
あ
る
い
は
き
み
が
そ

う
す
る
こ
と
を
望
む
な
ら
、
き
み
の

4

4

4

言
語
の
中
で
発
明
し
た
ま
え
。
す
な

わ
ち
、
も
し
き
み
が
そ
れ
を
理
解
す
る
べ
く
差
し
出
す
こ
と
が
で
き
、
あ

る
い
は
そ
う
す
る
こ
と
を
望
む
な
ら
、
私
の
言
語
を
、
き
み
の
言
語
と
同

様
に
発
明
し
た
ま
え
。
そ
の
言
語
の
韻
律
法
と
い
う
出
来
事
が
た
だ
一
度

だ
け
そ
の
言
語
の
も
と
で
起
き
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
「
言
語
の
も
と
＝
家

で
（chez

）」
と
い
う
こ
と
が
同
居
者
た
ち
や
同
じ
市
民
た
ち
や
同
郷
者

た
ち
の
秩
序
を
か
き
乱
す
ま
さ
に
そ
の
と
こ
ろ
で
。
万
国
の
同
郷
者
た
ち
、

詩
人
‐
翻
訳
者
た
ち
よ
、
愛
国
主
義
に
反
抗
せ
よ
！　

何
か
或
る
単
語
を
、

私
が
愛
し
て
お
り
書
く
の
が
好
き
な
な
に
か
或
る
単
語
を
私
が
書
き
と
め

る
た
び
に
、
こ
の
単
語
の
時
間
に
、
た
っ
た
一
つ
の
シ
ラ
ブ
ル
の
瞬
間
に
、

こ
の
新
た
な
る
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
歌
が
私
の
中
に
湧
き
上
が
る
の

だ
。
私
は
そ
の
歌
に
決
し
て
抗
わ
な
い
。
そ
の
呼
び
か
け
に
応
え
て
私
は

街
路
に
い
る
―
―
た
と
え
外
見
上
は
、
朝
早
く
か
ら
静
か
に
机
に
向
か
っ

て
仕
事
を
し
て
い
る
と
し
て
も）
（（
（

。

　

こ
の
「
街
路
」
こ
そ
―
―
ホ
ー
ム
レ
ス
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
た
ち
の
い
る
―
―

こ
の
路
上
と
路
傍
の
舞
台
こ
そ
、
デ
リ
ダ
が
考
え
る
多
数
多
様
体
の
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
、
来
た
る
べ
き
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
翻
訳
空
間
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
ま
た
思
考
（
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
）
と
現
実
の
交
錯
す
る
翻
訳
空
間
で
も

あ
る
。「
私
は
街
路
に
い
る
―
―
た
と
え
外
見
上
は
、
朝
早
く
か
ら
静
か
に
机

に
向
か
っ
て
仕
事
を
し
て
い
る
と
し
て
も
」。

　
　
注

（
１
） 

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
た
っ
た
一
つ
の
、
私
の
も
の
で
は
な
い
言
葉
―
―
他
者
の
単

一
言
語
使
用
』
守
中
高
明
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
四
六
頁
。
以
下
、
同
書
か

ら
の
引
用
は
こ
の
邦
訳
書
に
依
拠
す
る
が
、
論
旨
の
展
開
上
で
必
要
と
思
わ
れ
る
場
合

に
は
、
適
時
変
更
を
加
え
る
。

（
２
） 

同
書
、
四
七
頁
。

（
３
） 

同
書
、
一
一
〇
頁
。

（
４
） 

同
書
、
六
四
頁
。

（
５
） 

同
書
、
七
六
頁
。

（
６
） 

同
書
、
七
五
頁
。

（
７
） 

同
書
、
七
四
頁
。

（
８
） 
同
書
、
同
頁
。

（
９
） 
同
書
、
七
五
頁
。

（
（0
） 

同
書
、
四
四
頁
。

（
（（
） 

同
書
、
八
〇
頁
。



一
九
六

（
（（
） 

同
書
、
八
二
頁
。

（
（（
） 

こ
こ
で
、
初
期
デ
リ
ダ
に
お
け
る
意
味
論
の
脱
構
築
、
さ
ら
に
は
も
っ
と
も
根
源
的

な
理
論
基
盤
で
あ
る
時
間
論
の
脱
構
築
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
紙
幅
の

都
合
上
、
そ
の
議
論
は
省
略
す
る
。

（
（（
） 

同
書
、
八
八
頁
。

（
（（
） 

同
書
、
同
頁
。

（
（（
） 

同
書
、
八
七
頁
。

（
（（
） 

同
書
、
同
頁
。

（
（（
） 

同
書
、
一
〇
五
頁
。

（
（（
） 

同
書
、
八
七
頁
。

（
（0
） 

同
書
、
五
八
頁
。

（
（（
） 

同
書
、
九
二
頁
。

（
（（
） 

同
書
、
九
一
頁
。

（
（（
） 

同
書
、
九
一
︲
九
三
頁
。

（
（（
） 

「
競
り
上
げ
」（surenchère

）
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
『
友
愛
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス

１
』（
鵜
飼
哲
・
大
西
雅
一
郎
・
松
葉
祥
一
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
の
七

三
頁
、「
上
告
」（grief

）
に
つ
い
て
は
、
同
書
一
一
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
（（
） 

ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
『
差
異
と
反
復
』
の
な
か
で
指
摘
し
た
二
つ
の
笑
い
の
戦
略
、
イ
ロ

ニ
ー
と
ユ
ー
モ
ア
で
言
え
ば
、
デ
リ
ダ
の
脱
構
築
の
戦
略
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
原

理
の
名
に
お
い
て
原
理
の
原
理
を
追
究
し
、
そ
の
根
源
的
無
根
拠
性
を
明
ら
か
に
す
る

イ
ロ
ニ
ー
の
戦
略
に
分
類
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
イ
ロ
ニ
ー
の
戦
略
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
以

来
の
哲
学
の
伝
統
的
手
法
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
イ
ロ
ニ
ー
と
ユ
ー
モ
ア
の
戦
略
が
截

然
と
切
り
離
さ
れ
た
り
、
対
立
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
と
了
解
し
た
う
え
で
の
話

で
は
あ
る
が
。

（
（（
） 

前
掲
『
他
者
の
単
一
言
語
使
用
』、
八
九
︲
九
〇
頁
。

（
（（
） 

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
翻
訳
者
の
使
命
」『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

２
』
浅
井
健
二
郎
編
訳
、
三
宅
晶
子
・
久
保
哲
司
・
内
村
博
信
・
西
村
龍
一
訳
、
ち
く

ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
六
年
、
四
〇
七
頁
。

（
（（
） 

同
書
、
同
頁
。

（
（（
） 

同
書
、
四
〇
七
︲
四
〇
八
頁
。

（
（0
） 

前
掲
『
他
者
の
単
一
言
語
使
用
』
一
三
〇
頁
。

（
（（
） 

同
書
、
一
二
六
頁
。

（
（（
） 

同
書
、
一
二
六
︲
一
二
七
頁
。

（
（（
） 

同
書
、
一
二
四
頁
。
強
調
デ
リ
ダ
。

（
（（
） 

同
書
、
一
二
四
︲
一
二
五
頁
。

（
（（
） 

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
「
バ
ベ
ル
の
塔
」、
高
橋
允
昭
編
訳
『
他
者
の
言
語
』
所
収
、

八
頁
。
強
調
デ
リ
ダ
。

（
（（
） 

同
書
、
一
二
頁
。

（
（（
） 

同
書
、
一
二
︲
一
三
頁
。

（
（（
） 

前
掲
『
他
者
の
単
一
言
語
使
用
』
四
一
頁
。

（
（（
） 

同
書
、
一
二
九
頁
。
強
調
デ
リ
ダ
。

（
（0
） 

同
書
、
一
三
二
頁
。

（
（（
） 

同
書
、
一
一
六
頁
。
強
調
デ
リ
ダ
。

（
（（
） 

同
書
、
一
二
四
頁
。

（
（（
） 

同
書
、
一
三
〇
頁
。
強
調
デ
リ
ダ
。

（
（（
） 

同
書
、
一
三
七
頁
。

（
（（
） 

前
掲
『
友
愛
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
１
』
一
七
〇
︲
一
七
三
頁
を
参
照
の
こ
と
。「
こ

の
脱
‐
政
治
化
は
〔
…
…
〕
政
治
的
な
も
の
の
（
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
で
の
民
主
制
的

な
も
の
の
）
系
譜
学
的
脱
構
築
を
通
し
て
、
別
の
政
治
、
別
の
民
主
制
を
思
考
す
る
こ

と
、
解
釈
す
る
こ
と
、
実
際
に
働
か
せ
る
こ
と
を
求
め
る
。〔
…
…
〕
言
う
こ
と
、
主

題
化
す
る
こ
と
、
形
式
化
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
事
後
的
に
上
か
ら
見
下
ろ
す
よ
う
に

や
っ
て
来
る
中
立
的
な
い
し
非
政
治
的
挙
措
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
挙
措
は
、
あ
る
過

程
に
お
い
て
立
場
を
鮮
明
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」（
同
書
、
一
七
一
頁
）。

（
（（
） 

前
掲
『
他
者
の
単
一
言
語
使
用
』、
一
〇
八
頁
。


