
は

じ

め

に

言
語
と
は
何
か
。
言
語
哲
学
者
や
言
語
学
者
の
多
く
が
支
持
し
、
強
化
し
て
き
た

見
方
に
よ
れ
ば
、
個
々
の
言
語
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
個
の
記
号
シ
ス
テ
ム
と
し
て
構

造
化
な
い
し
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
音
声
に
よ
る
発
話
や
文
字
に
よ
る

記
述
の
理
解
は
そ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
だ

け
で
は
ノ
イ
ズ
や
イ
ン
ク
の
染
み
と
い
う

｢

無
垢
の
経
験
的
所
与｣

に
過
ぎ
な
い
音

声
や
文
字
を
、
我
々
は
あ
ら
か
じ
め

(

た
と
え
ば
頭
の
中
に)

所
有
し
て
い
る
シ
ス

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・

テ
ム
に
よ
っ
て
組
織
化
し
、
い
わ
ば
そ
れ
に

｢

意
味｣

を
与
え
、
理
解
し
て
い
る
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
言
語
学
者
は
、
我
々
の
こ
れ
ま
で
の
言
語
実
践
の
履
歴
を
集
成
し
、

一
定
の
語
彙
目
録
お
よ
び
構
文
論
的
・
意
味
論
的
・
語
用
論
的
な
規
則
の
セ
ッ
ト
と

し
て
明
示
的
に
取
り
出
す
こ
と
を
目
指
す
。
そ
れ
は
言
い
方
を
換
え
れ
ば
、
言
語
を

実
体
的
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
物
化
す
る

(
m

a
te

ria
liz

e
,

o
b

je
c
tify
)

試
み

・
・
・
・

だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

本
稿
は
、
主
に
Ｄ
・
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
メ
タ
フ
ァ
ー
論
を
参
照
す
る
こ
と
を
通

し
て
、
こ
う
し
た

｢

言
語
の
物
化｣

に
対
す
る
批
判
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
第
一

節
で
は
、
無
数
の
解
釈
に
開
か
れ
て
い
る
絵
画
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
も
の
と
し
て

メ
タ
フ
ァ
ー
と
い
う
も
の
を
特
徴
付
け
る
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
議
論
を
跡
づ
け
る
。

続
く
第
二
節
で
は
、
こ
う
し
た
メ
タ
フ
ァ
ー
の
特
徴
が
、
使
用
法
の
習
得
と
し
て
の

言
葉
の
理
解
と
、
特
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
実
際
に
使
用
さ
れ
た
言
葉
の
理

解

す
な
わ
ち
、
世
界
に
つ
い
て
実
際
に
何
ご
と
か
を
知
る
こ
と

、
そ
の
間

の
差
異
を
際
立
た
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
最
後
に
第
三
節
で
は
、
以

上
の
論
点
を
Ｌ
・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
議
論
に
接
続
さ
せ
つ
つ
、
常
に
新
た

な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
使
用
さ
れ
常
に
新
た
な
解
釈
へ
と
無
限
に
開
か
れ
て
い

く

｢
絵
画
性｣

と
い
う
特
徴
を
言
葉
が
持
つ
が
ゆ
え
に
、
従
来
の

｢

物
化｣

さ
れ
た

言
語
の
描
像
が
打
ち
崩
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

― 1―
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一

メ
タ
フ
ァ
ー
の
特
徴
と
は
何
か

メ
タ
フ
ァ
ー
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
自
身
の
議
論
を

見
て
い
く
前
に
、
ま
ず
、
彼
が
標
的
と
し
て
い
る
現
代
の
比
喩
表
現
を
め
ぐ
る
議
論

を
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

比
喩
表
現
は
、
メ
タ
フ
ァ
ー

(

隠
喩)

、
直
喩
、
換
喩
、
提
喩
、
活
喩

(

擬
人
法)

な
ど
、
修
辞
学
や
言
語
学
に
お
い
て
細
か
な
分
類
が
為
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｍ
・
ジ
ョ

ン
ソ
ン
が
ま
と
め
て
い
る
よ
う
に

(
J
o

h
n

s
o

n
,1981

:16

�

20)

、
Ｉ
・
Ａ
・
リ
チ
ャ
ー

ズ

(
R

ic
h

a
rd

s
,
1936)

や
Ｍ
・
ブ
ラ
ッ
ク

(
B

la
c
k

,
1981[1954])

を
嚆
矢
と
し

て
、
現
代
で
は
特
に
メ
タ
フ
ァ
ー
を
め
ぐ
っ
て
盛
ん
に
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ブ
ラ
ッ
ク
は
、
た
と
え
ば

｢

男
は
狼
で
あ
る｣
と
い
う
文
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
メ

タ
フ
ァ
ー
と
し
て
働
く
仕
組
み
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。｢

男
は
狼
で
あ
る｣

と
い
う
文
は
文
字
通
り
に
受
け
取
る
と
す
れ
ば
あ
か
ら
さ
ま
に
誤
り
で
あ
る

(

男
は

人
間
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
狼
で
は
な
い)

。
そ
れ
ゆ
え
人
は
こ
こ
か
ら
隠
さ
れ
た
意

味
を
探
り
当
て
よ
う
と
い
う
姿
勢
に
移
る
。
具
体
的
に
は
、｢

男｣
と
い
う
第
一
主

題
と

｢

狼｣

と
い
う
第
二
主
題
の
う
ち
、
後
者
の

｢

狼｣

か
ら
連
想
さ
れ
る

｢

凶
暴｣

や

｢

貪
欲｣

と
い
っ
た
通
念

(

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ)

を
前
者
の

｢

男｣

に
適
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、｢

男｣

の
特
徴
の
特
定
の
部
分
を
強
調
し
、
別
の
特
定
の
部
分
を

抑
制
す
る
の
だ
と
い
う

(
B

la
c
k

,
1981

[1954]
:
73

�5

＼
一
七
〜
九)

。
た
だ
し
ブ

ラ
ッ
ク
は
、｢

男
は
狼
で
あ
る｣

と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
は

｢

男
は
凶
暴
で
あ
る｣

や

｢

男
は
貪
欲
で
あ
る｣

と
い
っ
た
文
字
通
り
の
表
現
を
間
接
的
な
仕
方
で
表
現
し
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
主
張
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
メ
タ
フ
ァ
ー
を

文
字
通
り
の
表
現
に
言
い
換
え
る
と

｢

不
可
避
的
に
言
い
過
ぎ
に
な
り

し
か
も

間
違
っ
た
強
調
を
伴
う｣

(
ib

id
.:

79

＼
二
四)

と
い
う
点
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、｢

男
は
狼
で
あ
る｣

と
い
う
使
い
古
さ
れ
た
陳
腐
な
文

い
わ
ゆ
る

｢

死
ん
だ
メ
タ
フ
ァ
ー｣

で
あ
れ
ば
、｢

男
は
凶
暴
で
あ
る｣

や

｢

男
は
貪
欲
で

あ
る｣

と
い
っ
た
文
に
言
い
換
え
て
も
何
の
支
障
も
な
い
と
感
じ
る
人
が
多
い
か
も

し
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
以
前
に
、｢『

男
は
狼
で
あ
る』

と
い
う
文
は
文
字
通
り
に

は
偽
で
あ
る｣

と
い
う
こ
と
自
体
が
奇
妙
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、

｢

男
は
狼
で
あ
る｣

と
い
う
の
は
ま
さ
に
常
套
句
と
化
し
て
い
る
文
で
あ
り
、
男
が

狼
で
あ
る
の
は
真
だ
と
理
解
す
る
方
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
っ
て
、｢

男
は
人
間
な
の

だ
か
ら
、
当
然
狼
で
は
な
い｣

と
い
う
、
普
段
は
念
頭
に
浮
か
ば
な
い
よ
う
な
解
釈

を
経
由
し
て
偽
だ
と
理
解
す
る
方
が
手
間
が
か
か
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
点

は
、｢

私
は
鼻
が
高
い｣

や

｢

彼
は
怒
り
に
燃
え
て
い
る｣

、｢

胸
が
高
鳴
る｣

、｢

時

間
を
費
や
す｣

と
い
っ
た
、
日
常
会
話
に
無
数
に
溢
れ
て
い
る
文
も
考
え
合
わ
せ
れ

ば
、
よ
り
明
確
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の

｢

死
ん
だ
メ
タ
フ
ァ
ー｣

は
果
た
し
て

文
字
通
り
の
表
現
と
ど
こ
が
違
う
の
か
。
た
と
え
ば

｢

気
分
が
落
ち
込
む｣

や

｢

成

績
が
上
が
る｣

は
メ
タ
フ
ァ
ー
な
の
か
否
か
。
そ
こ
に
明
確
な
線
を
引
く
こ
と
は
困

難
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
生
き
た
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の

｢

旅
す
る
こ
と
は
生

き
る
こ
と
で
あ
る｣

と
い
う
詩
的
な
表
現
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
こ
の

表
現
か
ら
我
々
は
、
様
々
な
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
旅
と
は
一

つ
所
に
留
ま
ら
ず
常
に
移
動
し
続
け
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
、
旅
の
過
程
は
人
生
の
縮

図
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
旅
を
し
て
こ
そ
生
き
て
い
る
実
感
を
得
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
、
等
々
。
子
ど
も
に

｢

旅
す
る
こ
と
は
生
き
る
こ
と
で
あ
る｣

と
は
ど
う
い
う
意

味
か
と
問
わ
れ
た
ら
、
我
々
は
い
ま
挙
げ
た
よ
う
な
文
を
幾
つ
か
言
っ
て
説
明
す
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
文
に

(

あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
文
の
総
体
に)

完
全
に
置
き
換
え
て
し
ま
え
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
い
ま
挙
げ
た
文

は
ど
れ
も
、｢
旅
す
る
こ
と
は
生
き
る
こ
と
で
あ
る｣

と
い
う
文
に
よ
っ
て
喚
起
さ

れ
る
も
の
に
偏
っ
た
強
調
を
与
え
て
肥
大
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
詩
情
を
台
無
し
に
し

て
し
ま
っ
て
い
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
こ
の
点
で
は
、｢

メ
タ
フ
ァ
ー
を
文
字
通

― 2―



り
の
表
現
へ
の
言
い
換
え
よ
う
と
す
る
と
不
可
避
的
に
言
い
過
ぎ
に
な
っ
た
り
間
違
っ

た
強
調
を
伴
っ
た
り
す
る｣

と
い
う
ブ
ラ
ッ
ク
が
強
調
す
る
ポ
イ
ン
ト
に
同
意
す
る
。

す
な
わ
ち
、｢

メ
タ
フ
ァ
ー
が
何
を

『

意
味
し
て
い
る』

の
か
を
述
べ
よ
う
と
す
る

と
す
ぐ
に
、
言
及
し
て
お
き
た
い
こ
と
に
は
終
わ
り
が
な
い
の
だ
と
気
づ
く
こ
と
に

な
る｣

(
D

a
v

id
s
o

n
,

2001
[1978]

:
263

＼
二
九
〇)

と
い
う
点
に
、
ま
さ
に
メ

タ
フ
ァ
ー
と
い
う
も
の
の
特
徴
を
み
る
の
で
あ
る
。

メ
タ
フ
ァ
ー
の
言
い
換
え
と
我
々
が
呼
ん
で
い
る
も
の
の
持
つ
、
そ
の

｢

無

限
に
あ
る｣

と
い
う
性
格
は
、
言
い
換
え
と
い
う
も
の
が

｢

メ
タ
フ
ァ
ー
が
気

づ
か
せ
る
も
の
を
す
べ
て
書
き
尽
く
そ
う｣

と
い
う
試
み
で
あ
り
、
こ
れ
に
は

は
っ
き
り
し
た
終
わ
り
と
い
う
も
の
が
無
い
の
だ
と
い
う
事
実
に
由
来
す
る
…
…
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

(
ib

id
.:

n
.17)

[

強
調
は
引
用
者]

問
題
は
、
こ
の
ポ
イ
ン
ト
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
で
あ
る
。
経
験
主
義
や
論

理
実
証
主
義
は
、
メ
タ
フ
ァ
ー
と
い
う
も
の
は
感
動
や
興
奮
と
い
っ
た
気
分
を
呼
び

起
こ
す
情
緒
的

(
e
m

o
tiv

e)

な
機
能
し
か
持
た
ず
、
世
界
の
諸
事
実
に
関
す
る
認

知
的

(
c
o

g
n

itiv
e)

な
機
能
を
果
た
す
も
の
で
は
な
い
と
し
て
き
た
。
ブ
ラ
ッ
ク

は
こ
の
種
の
主
張
に
反
対
し
、
メ
タ
フ
ァ
ー
か
ら
の
言
い
換
え
が
不
可
避
的
に
言
い

過
ぎ
に
な
っ
た
り
間
違
っ
た
強
調
を
伴
っ
た
り
す
る
の
は
、
そ
れ
が
ま
さ
し
く
独
自

の
認
知
的
内
容
を
持
つ
か
ら
だ
と
主
張
す
る
。
た
と
え
ば
、｢

旅
す
る
こ
と
は
生
き

る
こ
と
で
あ
る｣

が

｢

旅
と
は
一
つ
所
に
留
ま
ら
ず
常
に
移
動
し
続
け
る
こ
と
で
あ

る｣

や

｢

旅
は
生
き
て
い
る
実
感
を
与
え
る｣

等
々
に
言
い
換
え
ら
れ
な
い
の
だ
と

し
た
ら
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
文
に

｢

元
の
命
題
と
同
じ
だ
け
の
、
情
報
を
伝
え
た

り
啓
発
し
た
り
す
る
力
が
な
い｣

(
B

la
c
k

,
1981

[1954]
:
79

＼
二
四)

か
ら
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。｢

私
が
最
も
強
調
し
た
い
こ
と
の
一
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に

失
わ
れ
る
も
の
が
、
実
は
認
知
的
内
容
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
字
通
り
の
表
現

へ
の
言
い
換
え
で
問
題
に
な
る
弱
点
は
、
い
や
に
な
る
ほ
ど
冗
長
に
な
っ
た
り
う
ん

ざ
り
す
る
ほ
ど
露
骨
に
な
っ
た
り
し
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
文

の
質
が
劣
化
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
は
翻
訳
と
し
て
失
敗
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
そ
れ
は
、
メ
タ
フ
ァ
ー
が
与
え
た
よ
う
な
物
の
見
方
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る｣

(
ib

id
.)

。

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
こ
の
ブ
ラ
ッ
ク
の
議
論
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

こ
の
説
が
正
し
い
な
ど
と
、
ど
う
し
て
言
え
よ
う
か
。
も
し
メ
タ
フ
ァ
ー
に

独
自
の
認
知
的
内
容
が
あ
る
の
な
ら
、
な
ぜ
そ
れ
を
説
明
す
る
の
が
か
く
も
困

難
だ
っ
た
り
、
不
可
能
だ
っ
た
り
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
…
…
も
し
メ
タ
フ
ァ
ー

が

｢

あ
る
こ
と
を
述
べ
、
別
の
こ
と
を
意
味
す
る｣

の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
的
に
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
結
果
が
あ
ま

り
に
説
得
力
の
な
い
も
の
と
な
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
…
…
な
ぜ
ブ
ラ
ッ

ク
は
、
文
字
通
り
の
表
現
へ
の
言
い
換
え
は

｢

不
可
避
的
に
言
い
過
ぎ
に
な

り

し
か
も
間
違
っ
た
強
調
を
伴
う｣

と
考
え
る
の
か
。
な
ぜ
不
可
避
的
な

の
か
。
我
々
が
十
分
賢
い
と
す
る
な
ら
、
望
む
限
り
の
近
い
表
現
を
考
え
出
せ

る
の
で
は
な
い
の
か
。(

D
a

v
id

s
o

n
,
2001

[1978]
:
260

＼
二
八
六)

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
の
議
論
に
お
い
て
は
二
つ
の
見
解
が
緊
張
状
態

に
あ
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、｢

一
方
で
は
、
メ
タ
フ
ァ
ー
は
平
易
な
散
文
で

は
と
て
も
成
し
え
な
い
よ
う
な
こ
と
を
成
し
遂
げ
て
い
る
の
だ
と
主
張
し
た
が
り
な

が
ら
、
ま
た
他
方
で
は
、
そ
の
見
解
は
、
認
知
的
内
容

ま
さ
に
平
易
な
散
文
を

用
い
て
表
現
す
る
よ
う
目
論
ま
れ
て
い
る
類
の
も
の

に
訴
え
て
、
メ
タ
フ
ァ
ー

が
成
し
遂
げ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
い
と
望
ん
で
い
る｣

(
ib

id
.:

261

＼
二
八
七)

と
い
う
緊
張
状
態
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
緊
張
状
態
を
解
か
な
い
ま

ま
メ
タ
フ
ァ
ー
と
は
何
か
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、｢

メ
タ
フ
ァ
ー

言
葉
の
絵
画
性

― 3―



は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
あ
か
ら
さ
ま
に
偽
で
あ
る
よ
う
な
文
字
通
り
の
意
味
を
持
つ

の
に
加
え
て
、
暗
号
化
さ
れ
隠
さ
れ
た
意
味
を
実
際
に
持
つ｣

と
い
う
観
念
が
生
ま

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

れ
て
し
ま
う

(
ib

id
.)

。
た
と
え
ば

｢

旅
す
る
こ
と
は
生
き
る
こ
と
で
あ
る｣

は
、

あ
か
ら
さ
ま
に
偽
で
あ
る
よ
う
な
文
字
通
り
の
意
味
を
持
ち

(

す
な
わ
ち
、
旅
す
る

と
い
う
の
は
一
つ
の
行
為
で
あ
り
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
で
あ
る
わ
け
が

な
い)

、
か
つ
、
何
ら
か
の
暗
号
化
さ
れ
隠
さ
れ
た
意
味
を
持
つ
、
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
し
か
し
、
も
し
メ
タ
フ
ァ
ー
が
本
当
に
隠
さ
れ
た
意
味
を
持
つ
の
で
あ
れ
ば
、

暗
号
が
解
読
さ
れ
そ
の
意
味
が
露
わ
に
さ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
他
の
文
に
言
い

・
・
・
・

換
え
ら
れ
る
こ
と
が
、
原
理
的
に
は
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、

ブ
ラ
ッ
ク
が
他
方
で
は
正
確
に
掴
ん
で
い
る
メ
タ
フ
ァ
ー
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
、
文

字
通
り
の
表
現
へ
の
言
い
換
え
は
不
可
避
的
に
言
い
過
ぎ
に
な
っ
た
り
間
違
っ
た
強

・
・
・
・
・

調
を
伴
っ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
と
矛
盾
す
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
ま
さ
に
こ
の

点
を
突
く
の
で
あ
る
。

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
メ
タ
フ
ァ
ー
を
文
字
通
り
の
表
現
に
言
い
換
え
よ

う
と
す
る
試
み
に
き
り
が
無
い
の
は
、
そ
れ
が
暗
号
化
さ
れ
隠
さ
れ
た
意
味
を
持
つ

・
・

か
ら
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も

｢

言
い
換
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
は

何
も
な
い
か
ら｣

(
ib

id
.:

246

＼
二
六
四)

に
他
な
ら
な
い
。
隠
さ
れ
た
も
の
が
あ

る
な
ら
、
そ
れ
を
探
り
当
て
よ
う
と
い
う
試
み
は
ど
こ
か
で
終
わ
り
う
る
。
何
も
隠

さ
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、｢

終
わ
り
と
い
う
も
の
が
無
い｣

と
い
う
こ
と
が
あ
り

う
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

｢

旅
す
る
こ
と
は
生
き
る
こ
と
で
あ
る｣

と
い
う
文
は
、

旅
と
は
一
つ
所
に
留
ま
ら
ず
常
に
移
動
し
続
け
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
や
生
き
て
い
る

実
感
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
内
容
を
暗
号
化
し
て
隠
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
ま
さ
に
文
字
通
り
、
旅
す
る
こ
と
は
生
き

・
・
・
・

る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

｢

メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
言

葉
が
そ
の
最
も
文
字
通
り
の
解
釈
に
お
い
て
意
味
し
て
い
る
も
の
を
意
味
し
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
何
ご
と
も
意
味
し
て
は
い
な
い｣

(
ib

id
.:

245

＼
二
六

三)

。た
だ
し
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
こ
こ
で
、｢

メ
タ
フ
ァ
ー
は
感
動
や
興
奮
と
い
っ
た

気
分
を
呼
び
起
こ
す
情
緒
的
な
機
能
し
か
果
た
さ
な
い｣

と
い
う
経
験
主
義
や
論
理

実
証
主
義
の
主
張
に
与
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

(

彼
自
身
、
そ
の
こ
と
を
は
っ
き

り
と
明
言
し
て
い
る

(
ib

id
.:

246

＼
二
六
四))

。
メ
タ
フ
ァ
ー
が
日
本
語
で
は

｢

隠
喩｣

と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
メ
タ
フ
ァ
ー
の
作
者
が

・読
者
に
対
し
て
特
定
の
内
容
を
ほ
の
め
か
し
た
い
と
い
う
目
的
が
あ
り
う
る
こ
と
、

そ
の
こ
と
自
体
を
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
否
定
し
な
い
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

も
ち
ろ
ん
、
メ
タ
フ
ァ
ー
を
解
釈
し
た
り
解
明
し
た
り
す
る
こ
と
は
適
切
で

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
メ
タ
フ
ァ
ー
の
作
者
が
我
々
に
理
解
し
て
も

ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
や
、
よ
り
繊
細
で
よ
り
教
養
の
あ
る
読
者
な
ら

捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
、
我
々
が
理
解
す
べ
き
だ
と
す
る
な
ら
、
我
々
に
は
多
く

の
助
け
が
必
要
と
な
る
。
い
わ
ゆ
る
言
い
換
え
の
適
切
な
機
能
と
い
う
の
は
、

怠
惰
な
、
あ
る
い
は
無
知
な
読
者
に
、
老
練
な
批
評
家
の
描
く
心
象
に
似
た
も

の
を
持
た
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
批
評
家
と
い
う
の
は
、
メ
タ

フ
ァ
ー
の
作
者
と
穏
や
か
な
競
争
を
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
批
評
家

は
自
分
自
身
の
芸
術
を
、
原
作
よ
り
も
幾
つ
か
の
点
で
よ
り
分
か
り
や
す
い
、

あ
る
い
は
よ
り
明
快
な
も
の
に
し
よ
う
と
努
め
る
。
だ
が
同
時
に
、
元
の
作
品

が
彼
に
与
え
た
効
果
の
幾
つ
か
を
他
の
人
た
ち
の
な
か
に
再
現
し
よ
う
と
も
努

め
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
お
い
て
批
評
家
は
ま
た
、
メ
タ
フ
ァ
ー
そ

れ
自
身
の
持
つ
美
し
さ
と
か
適
切
さ
、
そ
の
隠
さ
れ
た
力
と
い
っ
た
も
の
へ
と

注
意
を
呼
び
起
こ
す
の
で
あ
る
。(

ib
id

.:
264

＼
二
九
一
〜
二)

常
套
句
と
化
し
た
メ
タ
フ
ァ
ー

(

死
ん
だ
メ
タ
フ
ァ
ー)

や
平
易
な
散
文
と
異
な
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り
、
生
き
た
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
我
々
に
と
っ
て
一
種
の
謎
と
し
て
現
れ
る
が
、
全
く

支
離
滅
裂
で
意
味
不
明
な
文
と
は
異
な
り
、
何
ら
か
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
と

し
か
も
無
数
の
仕
方
で
可
能
で
あ
る
と

我
々
に
感
じ
さ
せ
る
。
老
練
な
批

評
家
で
あ
れ
ば
、
豊
富
な
知
識
と
明
快
な
叙
述
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
解
釈
に
強
い
説

得
力
を
与
え
た
り
、
あ
る
い
は
、
解
釈
に
拡
が
り
を
も
た
ら
す
源
泉
そ
の
も
の
に
迫
っ

た
り
も
す
る
だ
ろ
う
。
下
手
な
批
評
家
は
、
冗
談
を
解
説
す
る
こ
と
で
そ
の
可
笑
し

さ
を
殺
し
て
し
ま
う
よ
う
に
、
メ
タ
フ
ァ
ー
を
言
い
換
え
る
こ
と
で
そ
の
美
し
さ
や

啓
発
性
を
損
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
真
に
力
の
あ
る
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、

ど
の
よ
う
な
解
釈
に
晒
さ
れ
よ
う
と
も
生
き
続
け
る
。
良
質
な
批
評
家
は
、
む
し
ろ

そ
れ
に
繊
細
さ
や
深
み
を
与
え
、
我
々
の
鑑
賞
を
助
け
て
く
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
言
い
た
い
の
は
、｢

メ
タ
フ
ァ
ー
と
は
、
一
種
の
、

そ
し
て
あ
る
程
度
の
芸
術
上
の
成
功
を
含
む｣

(
ib

id
.:

245

＼
二
六
二)

と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
意
味
で
メ
タ
フ
ァ
ー
を
、
音
楽
に
お
け
る
成
功
し
た
効
果
に

な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、｢

メ
タ
フ
ァ
ー
に
お
け
る
新
奇
さ
や
意
外
さ
の
要

素
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
ハ
イ
ド
ン
の
交
響
曲
第
九
十
四
番
に
お
け
る
驚
愕
や
、

よ
く
知
ら
れ
た
偽
終
止
に
お
け
る
意
外
さ
の
よ
う
に
、
我
々
が
何
度
も
繰
り
返
し
体

験
で
き
る
、
組
み
込
み
済
み
の
美
的
な
特
徴
な
の
で
あ
る｣

(
ib

id
.:

253
＼
二
七
三

〜
四)

。
ま
た
彼
は
、
メ
タ
フ
ァ
ー
を
絵
画
や
写
真
と
い
っ
た
も
の
に
な
ぞ
ら
え
て

も
い
る

(
ib

id
.:

263

＼
二
九
〇)

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ポ
イ
ン
ト
は
、
メ
タ
フ
ァ
ー

と
は
音
楽
の
一
節
や
絵
画
、
あ
る
い
は
写
真
の
よ
う
な
成
功
し
た
芸
術
作
品
に
類
す

る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
成
功
し
た
芸
術
作
品
の
特
徴
は
、
そ
れ

を
鑑
賞
す
る
人
間
を
特
定
の
気
分
に
さ
せ
る
こ
と
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
く

(

そ
う

し
た
こ
と
で
あ
れ
ば
、
お
世
辞
や
罵
倒
な
ど
に
よ
っ
て
も
達
成
さ
れ
る)

、
我
々
の

想
像
力
を
か
き
立
て
、
そ
の
作
品
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
湛

え
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
無
数
の
解
釈
に
目
を
開
か
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
メ
タ
フ
ァ
ー

・
・

を
言
い
換
え
る
試
み
に
き
り
が
無
い
の
は
、
幾
千
の
命
題
を
並
べ
て
も
、
そ
れ
ら
を

・
・

音
楽
や
絵
画
や
写
真
と
い
っ
た
芸
術
作
品
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
で
き
な

い
か
ら
な
の
で
あ
る
。

一
枚
の
写
真
に
よ
っ
て
、
ど
れ
く
ら
い
多
く
の
事
実
や
命
題
が
伝
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
か
。
全
く
な
い
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
無
限
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る

い
は
、
一
つ
の
語
り
え
な
い
大
い
な
る
事
実
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

拙
い
問
い
で
あ
る
。
一
枚
の
画
像
は
、
幾
千
の
言
葉
と
も
等
価
で
は
な
い
。

言
葉
は
画
像
と
交
換
す
る
に
は
適
さ
な
い
通
貨
な
の
で
あ
る
。(

ib
id

.)

も
ち
ろ
ん
、
メ
タ
フ
ァ
ー
も
ま
た
言
葉
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば

｢

旅
す

る
こ
と
は
生
き
る
こ
と
で
あ
る｣

と
い
う
言
葉
の
意
味
が
問
題
と
な
り
、
無
数
の
解

釈
に
開
か
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
言
葉
は

｢

言
い
換
え｣

と
い
う
言
語
実
践
の
主
題
・
・

と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
解
釈
を
待
つ
絵
画

(

写
真
、
音
楽
、
等
々)

の
よ

う
な
位
置
に
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

二

言
葉
の
使
用
法
の
理
解
と
、

使
用
さ
れ
た
言
葉
の
理
解
と
の
違
い

あ
る
文
を
別
の
文
に
言
い
換
え
よ
う
と
す
る
試
み
に
終
わ
り
と
い
う
も
の
が
来
な

い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
文
が
絵
画
や
音
楽
等
の
芸
術
作
品
の
よ
う
な
仕
方
で
主

題
と
な
る
こ
と

言
葉
が
と
き
に
こ
う
し
た
性
質
を
持
つ
こ
と
は
、
こ
こ
ま
で
見

て
き
た
通
り
、
生
き
た
メ
タ
フ
ァ
ー
と
い
う
も
の
に
お
い
て
顕
著
に
浮
き
彫
り
に
な

る
。
し
か
し
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
同
時
に
、｢

私
は
い
か
な
る
言
語
の
使
用
に
関

し
て
も
同
じ
こ
と
を
主
張
す
る
つ
も
り
で
あ
る｣

(
ib

id
.:

n
.17)

と
述
べ
る
。
つ

ま
り
、｢

旅
す
る
こ
と
は
生
き
る
こ
と
で
あ
る｣

と
い
う
、
普
段
ま
ず
使
用
さ
れ
な

い
よ
う
な
詩
的
な
文
だ
け
で
な
く
、
日
常
で
頻
出
す
る
散
文
に
お
い
て
も
、
同
様
の

言
葉
の
絵
画
性
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こ
と
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、｢

石
を
拾
う｣

と
い
う
文
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
文
は
、
そ
れ
が
置

か
れ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
応
じ
て
無
数
の
意
味
で
使
用
さ
れ
う
る
。
た
と
え
ば
、
近

所
の
河
原
で
石
を
単
に
拾
う
こ
と
、
石
を
拾
っ
て
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
、｢

石｣

と
い
う
名
字
の
人
間
を
車
で
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
、｢

石｣

と
名
付
け
た
捨
て

猫
を
保
護
し
て
自
宅
に
連
れ
帰
る
こ
と
、
等
々
。
逆
に
言
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
コ
ン
テ

・
・
・
・
・
・
・

ク
ス
ト
か
ら
独
立
に

｢
石
を
拾
う｣

と
い
う
文
が
そ
れ
自
体
と
し
て

｢

意
味｣

を
持

・
・
・
・
・
・
・
・

つ
と
い
う
こ
と
は
な
い
し
、
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
独
立
的
な

｢

意
味｣

な
る
も
の
が
、

個
別
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
そ
の
文
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
る
か
を
あ
ら
か
じ
め
決

定
す
る
、
な
ど
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
た
と
え
ば
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
は
、
こ

の
文
は
ま
さ
し
く
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う

(

会
話
の

中
で
、
非
常
に
面
倒
な
仕
事
が

｢

石｣

に
見
立
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
仕
事
を
誰
が

引
き
受
け
る
の
か
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
場
合
な
ど)
。

Ｊ
・
デ
リ
ダ
は
同
様
の
ポ
イ
ン
ト
を
、｢

私
は
雨
傘
を
忘
れ
た｣

と
い
う
文
を
め

ぐ
っ
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
文
自
体
は
極
め
て
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
容
易
に

理
解
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
文
が
表
現
す
る
典
型
的
な
事
態
が
ど
の
よ
う

な
も
の
か
、
我
々
は
様
々
に
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
る

(
D

e
rrid

a
,
1979

:
128)

。

し
か
し
、
こ
の
文
は
ニ
ー
チ
ェ
が
ノ
ー
ト
に
特
に
引
用
符
で
囲
ん
で
書
き
付
け
た
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
が
付
加
さ
れ
る
と
、
ニ
ー
チ
ェ
の
他
の
様
々
な
警
句
と
同

様
、
そ
れ
は
我
々
に
一
個
の
謎
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
デ

リ
ダ
が
強
調
す
る
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
の
言
葉
で
最
初
か
ら
何
も
ほ
の
め
か
そ
う

と
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。

書
か
れ
た
も
の
と
し
て
は
理
解
可
能
な
こ
の
未
刊
の
句
は
、
常
に
秘
密
の
ま

ま
に
と
ど
ま
り
う
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
未
刊
の
句
が
秘
密
を
保
持
し
て
い
る
か

ら
で
は
な
く
、
常
に
秘
密
を
欠
き
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
句
は
、
そ
の
折
り

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

目
の
中
に
真
理
が
隠
れ
て
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
ゆ
え
に
、

秘
密
の
ま
ま
に
と
ど
ま
り
う
る
の
で
あ
る
。(

ib
id

.:
132)

[

強
調
は
引
用
者]

こ
の
デ
リ
ダ
の
論
点
は
、
先
に
取
り
上
げ
た
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
論
点
、
す
な
わ

ち
、
隠
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
な
ら
そ
れ
を
探
り
当
て
よ
う
と
い
う
試
み
は
ど
こ
か
で

終
わ
り
う
る
の
で
あ
り
、
何
も
隠
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ

｢

終
わ
り
と
い
う
も
の

が
無
い｣

こ
と
が
あ
り
う
る
、
と
い
う
論
点
と
ま
さ
に
共
通
す
る
も
の
だ
と
言
え
る

だ
ろ
う

(

１)

。

｢

石
を
拾
う｣

に
し
ろ

｢

私
は
雨
傘
を
忘
れ
た｣

に
し
ろ
、
我
々
は
、
前
後
の
コ

ン
テ
ク
ス
ト
な
し
に
そ
れ
ら
の
文
だ
け
を
聞
い
た
り
読
ん
だ
り
し
た
場
合
で
も
、
そ

れ
ら
が
使
用
さ
れ
る
無
数
の
典
型
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
す
ぐ
さ
ま
思
い
浮
か
べ
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
文
の
意
味
を
聞
か
れ
た
場
合
に
も
、
同
様
に
、

そ
れ
ら
が
使
用
さ
れ
る
典
型
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
様
々
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
我
々
は
そ
れ
ら
の
文
の
意
味
を
理
解

し
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
実
際
に
特
定
の
会
話
の
場
面
で
使

用
さ
れ
る

｢

石
を
拾
う｣

の
意
味
や
、
ニ
ー
チ
ェ
が
書
き
付
け
た

｢

私
は
雨
傘
を
忘

れ
た｣

の
意
味
を
ど
う
理
解
す
る
か
は
、
そ
れ
と
は
別
問
題
な
の
で
あ
る
。
デ
イ
ヴ
ィ

ド
ソ
ン
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
、｢

言
葉
の
意
味
を
学
ぶ
と
い
う
作
業
と
、
一
度
そ
の

意
味
を
学
ん
だ
後
で
、
そ
の
言
葉
を
使
用
す
る
と
い
う
作
業
と
を
区
別
す
る｣

(
D

a
v

id
s
o

n
,
2001

[1978]
:
251

＼
二
七
一)

こ
と
の
重
要
性
を
引
き
出
す
。
我
々

は
た
と
え
ば
、｢

石｣

や

｢

拾
う｣

と
い
う
語
、
あ
る
い
は

｢

石
を
拾
う｣

と
い
う

文
の
意
味
を
学
ぶ
と
い
う
作
業
を
終
え
て
い
る
。
そ
の
基
準
は
ま
さ
に
、
我
々
が
こ

れ
ら
の
語
や
文
が
使
用
さ
れ
る
典
型
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
無
数
に
考
え
出
す
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る

(

２)

。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
語

や
文
が
特
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
実
際
に
使
用
さ
れ
た
際
に
そ
れ
を
理
解
で

き
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
保
証
し
て
は
く
れ
な
い
の
で
あ
る

(

も
ち
ろ
ん
、
理
解

― 6―



の
大
き
な
助
け
と
は
な
り
う
る
だ
ろ
う
が)

。

・
・

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
彼
が
こ
こ
で
際
立
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
区
別
の
内
実
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
い
る
。

い
ま
、
土
星
か
ら
の
訪
問
者
を
迎
え
て
、
我
々
が
そ
の
人
に

｢

床｣

と
い
う

言
葉
の
使
用
法
を
教
え
て
い
る
と
し
よ
う
。
…
…
も
し
そ
の
土
星
人
が

｢

床｣

と
い
う
言
葉
の
使
い
方
を
学
び
終
え
た
な
ら
、
我
々
は
何
か
新
し
い
こ
と
、
例

え
ば
、
こ
こ
は
床
だ
と
い
う
こ
と
を
そ
の
人
に
言
っ
て
み
る
だ
ろ
う
。
も
し
彼

・
・

が
そ
の
言
葉
の
特
徴
に
習
熟
し
て
い
る
な
ら
ば
、
我
々
は
世
界
に
つ
い
て
何
ご

と
か
を
語
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。(

ib
id

.)

彼
が

｢

床｣

と
い
う
言
葉
の
使
用
法
を
学
び
終
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
言
葉

が
含
ま
れ
た
無
数
の
文
を
考
え
出
す
こ
と
が
で
き
、
そ
の
文
が
使
用
さ
れ
る
無
数
の

コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
考
え
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
が
床
で
あ
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
彼
は
ま
だ
学
ん
で
い

・
・

な
い
。
言
葉
の
使
用
法
を
理
解
す
る
こ
と
と
、
実
際
に
使
用
さ
れ
た
言
葉
を
理
解
す

る
こ
と
と
の
違
い
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
。
後
者
は
、
世
界
に
つ
い
て
何
ご
と

・
・
・
・
・
・
・
・
・

か
を
知
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
繰
り
返
す
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め

｢

床｣

・
・
・
・
・
・

と
い
う
言
葉
の
使
用
法
を
学
ん
で
お
く
こ
と
は
、
実
際
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

場
面
で

｢

こ
こ
は
床
だ｣

と
言
わ
れ
た
際
に
そ
の
言
葉
を
理
解
す
る
大
き
な
助
け
に

は
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
理
解
で
き
る
こ
と
を
保
証
し
て
く
れ
る
わ
け
で

も
理
解
の
内
容
を
確
定
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
不
可
欠
で
あ
る
わ

・
・
・

け
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
原
理
的
に
は
、｢

床｣

と
い
う
言
葉
の
使
用
法
に
つ
い

て
事
前
に
何
も
学
ば
ず
と
も
、｢

こ
こ
は
床
だ｣

と
い
う
実
地
の
使
用
を
聞
い
て
こ

の
言
葉
の
使
用
法
を
知
り
、
か
つ
、
こ
こ
が
床
で
あ
る
と
い
う
世
界
の
事
実
を
知
る

こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
、
子
ど
も
が
第
一
言
語

(

母
国
語)

を

学
ぶ
際
に
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
二
種
類
の
学
習
を
同
時
に
成
し
遂
げ
て
い
る
の
で

あ
る
。

ま
た
、
第
一
言
語
を
学
ぶ
子
ど
も
で
な
く
と
も
、
我
々
は
と
き
に
、
全
く
未
知
の

言
葉
の
意
味
を
そ
の
場
で
解
釈
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
と
き
が
あ
る
。
デ
イ
ヴ
ィ

ド
ソ
ン
は
そ
う
し
た
種
類
の
解
釈
を
、
他
の
箇
所
で

｢

根
元
的
解
釈

(
ra

d
ic

a
l

in
-

te
rp

re
ta

tio
n
)
｣

と
呼
ん
で
い
る
が

(
D

a
v

id
s
o

n
,

2001
[1973])

、
同
時
に
彼

は
、｢

ど
ん
な
場
合
で
あ
れ
他
人
の
話
を
理
解
す
る
こ
と
は
根
元
的
解
釈
を
含
む｣

(
D

a
v

id
s
o

n
,

2001
[1973]

:
125

＼
一
二
三)

と
指
摘
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と

え
既
知
の
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
使
用
さ
れ
る
の
は
必
然
的
に
常
に
新
た
な
状

況
、
新
た
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
で
あ
る
以
上
、
そ
の
言
葉
の
過
去
の
使
用
例

を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
特
定
の
言
葉
の

様
々
な
使
い
方
を
事
前
に
学
習
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
言
葉
が
実
際
に
使

用
さ
れ
た
言
葉
を
解
釈
す
る
上
で
非
常
に
有
用
な
出
発
点
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
が
、
そ
れ
以
上
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三

絵
画
性
の
謂
い
と
し
て
の

｢

意
味｣

こ
う
し
た
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
議
論
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
菅
野
盾
樹
は
、｢

意

味
と
使
用
の
区
別
を
絶
対
化
す
る｣

(

菅
野
、
二
〇
〇
三：

二
九
五)

と
い
う
誤
り

を
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
こ
こ
で
犯
し
て
い
る
と
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、｢[

デ
イ
ヴ
ィ

ド
ソ
ン
の
見
方
で
は]

語
句
と
い
う
も
の
は
ど
う
使
用
さ
れ
よ
う
が
、
そ
れ
に
は
影

響
さ
れ
な
い
一
貫
し
た
意
味
を
持
つ｣

(

同
、
二
九
四)

こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で

あ
る
。

確
か
に
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
メ
タ
フ
ァ
ー
に
つ
い
て
の
自
分
の
説
明
は

｢

言
葉

が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
言
葉
が
何
を
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
か
と

い
う
こ
と
と
の
区
別
に
依
拠
し
て
い
る｣

(
D

a
v

id
s
o

n
,

2001
[1978]

:
247

＼
二

言
葉
の
絵
画
性

― 7―



六
五)

と
述
べ
、｢

メ
タ
フ
ァ
ー
は
専
ら
使
用
の
領
域
に
属
す
る｣

(
ib

id
.)

と
続

け
て
い
る
。
ま
た
、
彼
は
後
年
、
論
文

｢

文
学
的
言
語
の
居
所
を
突
き
と
め
る｣

(
D

a
v

id
s
o

n
,

2005
[1993])

に
お
い
て
、｢

言
葉
の
文
字
通
り
の
意
味｣

と
い
う

・
・
・
・
・

言
い
回
し
が
持
つ
伝
統
的
な
意
味
合
い
に
、
論
文

｢

隠
喩
の
意
味
す
る
も
の｣

(
D

a
v

id
s
o

n
,
2001

[1978])

を
書
い
た
時
期
の
自
分
は
ま
だ
引
き
ず
ら
れ
て
い
た

と
回
顧
し
て
い
る

(
D

a
v

id
s
o

n
,
2005

[1993]
:
173

＼
二
七
三
〜
四
、n

.7)

。
つ

ま
り
、
一
九
七
〇
年
代
当
時
の
彼
が
、｢

あ
ら
ゆ
る
特
定
の
使
用
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

と
は
独
立
に
存
在
す
る
意
味｣
と
い
う
も
の
を
想
定
す
る
フ
レ
ー
ゲ
以
来
の
言
語
哲

学
の
伝
統
に
未
だ
引
き
ず
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
と
り
わ
け
論
文

｢

墓
碑
銘
の
す
て
き
な
乱
れ｣

(
D

a
v

id
s
o

n
,2005

[1986])

に
お
い
て
彼
が
、
そ
う
し
た
伝
統
と
完
全
に
手
を
切
っ

た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
彼
が
そ
こ
で
鮮
明
に
打
ち
出
す
こ
と
に
な
る
ラ
デ
ィ
カ
ル

な
言
語
論
が
、
突
如
彼
の
中
で
生
ま
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
、
一
九
八
〇
年
代
以
前
と
以
後
の
彼
の
議
論
が
完
全
に
断
絶
し
て
い
る
と
考

・
・
・

え
る
こ
と
に
も
無
理
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
、
前
節
ま
で
で
確
認
し

て
き
た
よ
う
に
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
論
文

｢

隠
喩
の
意
味
す
る
も
の｣

に
お
い
て

｢

意
味｣

と

｢

使
用｣

と
を
区
別
す
る
ポ
イ
ン
ト
は
、｢

旧
来
の
言
葉
の
新
し
い
使
用

法
を
学
ぶ
こ
と
と
、
す
で
に
理
解
し
て
い
る
言
葉
を
使
用
す
る
こ
と
と
を
対
比
す
る

こ
と｣

(
D

a
v

id
s
o

n
,
2001

[1978]
:
252

＼
二
七
三)

に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
論
文
で
際
立
た
せ
ら
れ
て
い
る
区
別
は
、
実
質
的
に
は
、｢

前
後
の
コ
ン
テ
ク

ス
ト
な
し
に
あ
る
言
葉
だ
け
を
聞
い
た
と
き
に
我
々
が
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
の
で
き

る
典
型
的
な
使
用
法｣

と

｢

そ
の
言
葉
が
実
際
に
特
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て

持
つ
使
用
法｣

の
違
い
で
あ
っ
て
、｢

い
か
な
る
使
用
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
も
完

全
に
独
立
し
た

『

意
味』

そ
れ
自
体｣

と

｢

使
用｣

と
の
違
い
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
議
論
に
関
し
て
一
九
八
〇
年
代
以
前
と
以
降
と

で
ど
こ
ま
で
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
、
精
確
に
は
ど
の
時
点
で
断
絶
が

生
じ
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
、
こ
れ
以
上
検
討
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
本
稿
の
目

的
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
メ
タ
フ
ァ
ー
論
か
ら
取
り
出
さ
れ
る
エ
ッ
セ
ン
ス
そ
れ

自
体
の
積
極
的
な
意
義
に
目
を
向
け
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
広
が
り
を
持
ち
、
言
語

論
一
般
に
対
し
て
い
か
な
る
帰
結
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
の
か
を
見
定
め
る
こ
と

で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
こ
こ
で
参
照
し
た
い
の
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
議
論
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
自
身
の
メ
タ
フ
ァ
ー
論
に
お
い
て
強
調

す
る

｢

使
用
法
の
習
得
と
し
て
の
言
葉
の
理
解｣

と

｢

特
定
の
場
面
で
特
定
の
内
容

に
つ
い
て
語
ら
れ
た
言
葉
の
理
解｣

と
の
区
別
は
、
後
期
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
が
そ
の
思
索
を
紡
ぎ
始
め
た
際
に
、
す
で
に
視
野
に
入
れ
て
い
た
事
柄
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は

『

哲
学
的
文
法』

に
お
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

私
が
あ
る
物
語
の
本
の
な
か
ほ
ど
を
開
い
て
、
次
の
文
を
読
ん
だ
と
し
よ
う
。

｢

彼
は
そ
う
言
っ
て
か
ら
、
昨
日
と
同
じ
よ
う
に
彼
女
を
残
し
て
立
ち
去
っ
た｣

。

私
は
こ
の
文
を
理
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
は
そ
れ
ほ
ど

簡
単
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
文
は
母
国
語
の
文
で
あ
り
、
そ
の
限

り
で
は
私
は
理
解
し
て
い
る
。
私
は
、
そ
の
文
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
る
も

の
か
知
っ
て
い
る
し
、
そ
の
文
の
前
後
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
考
え
出
す
こ
と
も

で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
私
は
、
そ
の
物
語
を
始
め
か
ら
読
ん
で

い
っ
た
場
合
に
理
解
す
る
よ
う
な
意
味
で
は
、
そ
の
文
を
理
解
し
て
は
い
な
い

の
で
あ
る

(
P

G
:§

5 (

３))

。

私
が
本
を
ぱ
っ
と
開
い
て
、
目
に
つ
い
た
文
を
読
む
。｢

彼
は
そ
う
言
っ
て
か
ら
、

昨
日
と
同
じ
よ
う
に
彼
女
を
残
し
て
立
ち
去
っ
た｣

と
書
い
て
あ
る
。
私
は
こ
の
文

が
使
用
さ
れ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
様
々
に
考
え
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
大
谷
弘
が
こ
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の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
一
節
を
挙
げ
つ
つ
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
レ
ベ
ル

で
の
言
葉
の
理
解
は
画
像
の
把
握
に
似
て
い
る
。｢

例
え
ば
風
景
画
が
、
そ
の
絵
が

現
実
の
風
景
を
写
生
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
知
ら
な
く
と
も
、
我
々
に
対
し

そ
の
絵
に
描
か
れ
て
い
る
風
景
の
存
在
を
示
唆
す
る
よ
う
に
、
言
葉
を
聞
く
と
、
そ

れ
が
実
際
に
特
定
の
言
語
ゲ
ー
ム
の
中
で
発
せ
ら
れ
た
の
か
ど
う
か
を
知
ら
な
く
と

も
、
我
々
に
は
そ
の
言
葉
の
典
型
的
な
使
用
の
場
面
が
い
く
つ
か
示
唆
さ
れ
る
の
で

あ
る｣

(

大
谷
、
二
〇
〇
九：

二)

。
こ
う
し
た
理
解
の
あ
り
方
を
、
大
谷
は

｢

像

(
B

ild
)

の
理
解｣

と
呼
ぶ
。
重
要
な
こ
と
は
、｢

像
と
し
て
の
言
葉
の
理
解
は
、
特

定
の
言
語
ゲ
ー
ム
の
中
で
そ
の
言
葉
が
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
や
、
そ
の
言
葉
が

発
話
さ
れ
た
言
語
ゲ
ー
ム
を
適
切
に
把
握
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
保
証
す
る
わ
け

で
は
な
い｣

(

同
、
三)

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。｢

彼
は
そ
う
言
っ
て
か
ら
、
昨
日
と

同
じ
よ
う
に
彼
女
を
残
し
て
立
ち
去
っ
た｣
と
い
う
文
は
、
も
し
か
し
た
ら
、
物
語

の
中
で
は
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
ナ

ン
セ
ン
ス
文
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
平
易
な
散
文
と
し

て
使
わ
れ
て
い
て
も
、
私
に
は
そ
の
意
味
が
理
解
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
文
が
実
際
に
物
語
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
そ
の
意
味

を
私
は
理
解
で
き
る
の
か
、
そ
れ
は
、
そ
の
物
語
を
実
際
に
読
ん
で
い
き
、
こ
の
文

に
行
き
当
た
っ
た
と
き
に
は
じ
め
て
判
明
す
る
事
柄
な
の
で
あ
る
。

Ｇ
・
Ｅ
・
Ｍ
・
ア
ン
ス
コ
ム
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
な
ぜ
体
系
的
な
意

味
の
理
論
を
構
築
し
よ
う
と
し
な
い
の
か
を
論
じ
る
中
で
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
や
大

谷
が
画
像
に
な
ぞ
ら
え
て
表
現
す
る
言
葉
の
側
面
を
、｢

絵
画
性

(
p

ic
to

ria
lity
)｣

(
A

n
s
c
o

m
b

e
,
1981

:
158)

と
呼
ん
で
い
る
。
彼
女
は
、｢

我
々
の
言
語
使
用
の
絵

画
性
、
す
な
わ
ち
、
メ
タ
フ
ァ
ー
や
言
葉
の
独
創
的
な
適
用
の
無
限
の
可
能
性
と
い

う
も
の
を
考
慮
す
れ
ば
、
形
式
文
法
学
者
た
ち
の
企
て
は
失
敗
を
運
命
付
け
ら
れ
て

い
る｣

(
ib

id
.)

と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
自
然
言
語
に
つ
い
て
の
形
式
的
な
構
文

規
則

(

文
法)

を
構
築
し
よ
う
と
い
う
論
者
、
あ
る
い
は
、
形
式
的
な
意
味
の
理
論

を
構
築
し
よ
う
と
い
う
論
者
は
、
こ
れ
ま
で
の
言
葉
の
使
わ
れ
方
を
分
析
し
て
再
帰

・
・
・
・
・

的
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
明
示
化
し
よ
う
と
試
み
る
。
そ
の
成
果
は
た
と
え
ば
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。｢

床｣

と
い
う
語
を
入

力
す
れ
ば
、
こ
の
語
が
使
用
さ
れ
る
様
々
な
文
や
、
そ
の
各
文
が
使
用
さ
れ
る
大
量

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
表
示
す
る
、
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
自
体
は
、
膨

大
な
デ
ー
タ
・
ベ
ー
ス

(

語
彙
の
集
積)

と
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム

(

語
彙
を
結
合
・
分
解

す
る
構
文
論
的
規
則)

に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
こ
れ
か
ら
の
言
語
実
践
に
お
い
て
使

・
・
・
・
・

用
さ
れ
る
言
葉
が
ど
う
理
解
さ
れ
る
か
を
あ
ら
か
じ
め
確
定
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、

こ
れ
か
ら
の
言
語
実
践
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
と
す
ら
言
え
な
い
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
が

｢

規
則
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス｣

と
い
う
か
た
ち
で
提
示
す
る
よ
う
に

(
W

ittg
e
n

s
te

in
,
1953

:§
143

�201)

、
こ
れ
ま
で
の
言
語
実
践
か
ら
帰
納
的
に
導

き
出
さ
れ
た
規
則
を
、
こ
れ
か
ら
の
言
語
実
践
に
対
し
て
演
繹
的
に
適
用
し
よ
う
と

し
て
も
、
言
葉
が
常
に
新
た
な
状
況
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
は
、

規
則
か
ら
の
逸
脱
の
可
能
性
は
必
然
的
に
存
在
し
続
け
る
。
し
か
し
、
世
界
に
つ
い

て
何
ご
と
か
を
語
る
た
め
に
言
葉
が
実
際
に
使
用
さ
れ
る
と
い
う
契
機
を
抜
き
に
し

て
は
、
我
々
の
言
語
実
践
に
つ
い
て
、
そ
こ
で
使
用
さ
れ
る
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
、

・
・

何
も
描
い
て
い
な
い
に
等
し
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
言
葉
の
意
味
と
は
、
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
な
の
か
。
も
ち
ろ

・
・

ん
、
言
葉
が
使
用
さ
れ
る
無
数
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い

う
限
り
で
は
、
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
、｢

意
味｣

な
る
も
の
は
言
葉

の
使
用
法
を
将
来
に
わ
た
っ
て
規
定
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
実
体
的
に
存
在
す
る

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、｢『

雨
傘』

と
い
う
言

葉
の
意
味
と
は
何
か｣

と
訊
か
れ
て
、
こ
の
言
葉
の
様
々
な
使
用
法
を
例
示
す
る
こ

・
・

と
、
あ
る
い
は
、｢

私
は
雨
傘
を
忘
れ
た｣

と
い
う
発
話
に
対
し
て

｢

そ
れ
は
ど
う

い
う
意
味
な
の
か｣
と
問
い
、｢

そ
れ
は
し
か
じ
か
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る｣

と

・
・

・
・

答
え
る
こ
と

そ
う
し
た
言
語
実
践
に
お
い
て
、
ま
さ
に

｢

意
味｣

と
い
う
言
葉

言
葉
の
絵
画
性
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は
使
用
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
言
葉
が
意
味
を
持
つ
と
は
、
言
葉
が
何
ら
か
の
抽
象
的

存
在
者
を
持
つ
と
い
う
こ
と
な
ど
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
あ
ら
か

じ
め
無
数
の
使
用
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
想
定
で
き
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
実
際
に
特

・
・
・

定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
使
用
さ
れ
た
言
葉
に
対
し
て
無
数
の
解
釈
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
、

・
・
・

そ
う
し
た
、
言
葉
の
絵
画
性
の
謂
い
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る

(

４)

。
意
味
と
い
う
概
念

に
ま
つ
わ
る
こ
の
よ
う
な
消
息
を
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
講
義
の
中
で
次

の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

｢

文
の
意
味｣

は
、｢

芸
術
鑑
賞｣

の
営
み
に
極
め
て
類
似
し
て
い
る

(
W

itt-

g
e
n

s
s
te

in
,
1966

:
29

＼
一
八
六)
。

美
術
館
と
い
う
会
場
、
展
覧
会
と
い
う
提
示
の
仕
方
の
中
で
、
あ
る
特
定
の
絵
画

や
彫
刻
と
い
っ
た
同
一
の
も
の
が
様
々
な
意
味
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ

が
芸
術
鑑
賞
と
い
う
営
み
を
特
徴
付
け
る
。
あ
り
き
た
り
の
風
景
画
や
静
物
画
は
そ

の
意
味
が
問
わ
れ
る
こ
と
自
体
が
ま
ず
な
い
が
、
特
定
の
作
品
は
、
様
々
な
解
釈
の

仕
方
を
喚
起
し
な
が
ら
、
し
か
も
、
作
者
が
あ
る
適
切
な
見
方
を
示
唆
し
て
い
る
よ

う
に
も
見
え
る
。
我
々
は
作
者
の
意
図
を
想
像
し
な
が
ら
、
ま
た
、
鑑
賞
者
同
士
で

と
き
に
話
を
交
わ
し
な
が
ら
、
自
ら
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
る
よ
う
な
見

方
も
模
索
す
る
。
そ
の
錯
綜
し
た
呼
応
の
中
で
、
作
品
の
一
定
の
解
釈
が
語
ら
れ
る

よ
う
に
も
な
る
が
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
曖
昧
な
も
の
で
あ
り
、
時
と
と
も
に
移
り

ゆ
く
気
ま
ぐ
れ
な
も
の
で
あ
る
。
逆
に
、
完
全
に
一
定
の
解
釈
に
収
ま
っ
た
作
品
は
、

芸
術
作
品
と
し
て
は
価
値
を
失
っ
た
に
等
し
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
か
つ
て
あ
っ
た
不

穏
さ
を
失
い
、
応
接
間
や
ト
イ
レ
に
ひ
っ
そ
り
と
飾
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

(

同
様
の
こ
と
は
、
詩
や
小
説
、
音
楽
、
映
像
な
ど
、
他
の
芸
術
作
品
に
関
し
て
も

言
え
る
だ
ろ
う)

。

こ
の
絵
画
性
と
い
う
特
徴
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
メ
タ
フ
ァ
ー
と
い
う
も
の

に
お
い
て
顕
著
に
浮
き
彫
り
に
な
る
。
し
か
し
、｢

時
間
を
費
や
す｣

や

｢

石
を
拾

う｣

と
い
っ
た
日
常
で
頻
出
す
る
文
で
あ
っ
て
も
、
特
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
こ
と

細
か
に
用
意
し
て
や
れ
ば
、
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
機
能
し
う
る
。
逆
に
言
え
ば
、
生

き
た
メ
タ
フ
ァ
ー
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
特
徴
は
、｢

旅
す
る
こ
と
は
生
き
る
こ
と
で

あ
る｣

と
い
う
文
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
詳
細
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
用
意

せ
ず
と
も
そ
れ
だ
け
で
多
く
の
人
に
対
し
て
言
葉
の
絵
画
性
そ
れ
自
体
に
目
を
開
か

・
・
・
・
・
・
・
・

せ
る
点
に
あ
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
し
、
詩
人
の
才
能
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
ひ
と
つ

は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
文
を
生
み
出
せ
る
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

(

た
だ
し
こ
の
文
が
、
誰
に
と
っ
て
も
、
ま
た
、
い
か
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
メ

タ
フ
ァ
ー
と
し
て
機
能
す
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。｢

旅
す
る｣

や

｢

生
き
る｣

と
い
っ
た
言
葉
の
使
用
法
に
あ
ら
か
じ
め
通
暁
し
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
の
文
を
メ
タ

フ
ァ
ー
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
し
、
た
と
え
通
暁
し
て

い
て
も
、
何
を
芸
術
作
品
と
見
な
す
か
に
つ
い
て
人
々
の
意
見
が
割
れ
る
の
が
常
で

あ
る
の
と
同
様
に
、
人
に
よ
っ
て
は

そ
れ
こ
そ
、
旅
と
い
う
も
の
に
全
く
思
い

入
れ
が
な
い
よ
う
な
人
で
あ
れ
ば

こ
の
文
を
ま
っ
た
く
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
受

け
と
め
な
い
と
い
う
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
た
と
え
ば
流
浪
生
活
な
ど
、
旅

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
生
存
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
特
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に

お
い
て
は
、
こ
の
文
は
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。)

生
き
た
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
言
葉
の
創
造
的
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
使
用
法
の

習
得
と
し
て
の
言
葉
の
理
解
と
、
特
定
の
場
面
で
特
定
の
内
容
に
つ
い
て
語
ら
れ
た

言
葉
の
理
解
と
の
差
異
を
際
立
た
せ
る
も
の
で
あ
る
。
語
彙
と
規
則
の
セ
ッ
ト
と
い

う
か
た
ち
で
集
成
さ
れ
明
示
化
さ
れ
う
る
よ
う
な
我
々
の
こ
れ
ま
で
の
言
語
実
践
の

履
歴
を
、
我
々
は
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
し
、
実
際
に
学
ん
で
き
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、

繰
り
返
す
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
の
言
語
実
践
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
言
葉
が
ど
う
理

解
さ
れ
る
か
を
あ
ら
か
じ
め
確
定
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ

ン
は
こ
の
点
を
、｢
メ
タ
フ
ァ
ー
の
意
味
す
る
も
の｣

発
表
の
五
年
後
に
著
し
た
論
文

― 10―



｢

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
規
約｣

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。

…
…
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
規
則
に
支
配
さ
れ
た
反
復
を
、
極
め

て
頻
繁
に
利
用
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
要
求
は
し
な
い
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、

規
約

(
c
o

n
v

e
n

tio
n
)

が
通
常
の

し
か
し
偶
有
的
な

特
性
を
記
述

し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、
規
約
は
、
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
と
っ
て
何
が
基
本
と
な
る
か
を
説
明
す
る
助
け
に
は
な
ら
な
い

(
D

a
v

id
s
o

n
,
2001

[1983]
:
279

�80

＼
三
一
八)

。

以
上
の
よ
う
に
、
言
葉
の
持
つ

｢
絵
画
性｣

と
い
う
特
徴
に
よ
っ
て
、｢

言
語
と

は
、
実
際
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
為
さ
れ
る
の
に
先
だ
っ
て
、
語
彙
と
規
則
の

セ
ッ
ト
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
明
示
化
し
う
る
存
在
者
で
あ
る｣

と
い
う
、
従

来
の

｢

物
化｣

さ
れ
た
言
語
の
描
像
は
打
ち
崩
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
従
来
の
言
語

観
に
置
き
換
え
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
描
像
が
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
論
文

｢

墓
碑
銘
の
す
て
き
な
乱
れ｣

(
D

a
v

id
s
o

n
,

2005
[1986])

お
よ
び
そ
の
後
記
と
言
え
る｢

言
語
の
社
会
的
側
面｣

(
D

a
v

id
s
o

n
,

2005
[1993])

に
お
い
て
、｢

も
し
言
語
が
、
多
く
の
哲
学
者
や
言
語
学
者
が
考
え

て
き
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
も
の
な
ど
存
在
し
な
い｣

と
い
う
標
語
と
共
に
、｢

他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
世
界
に
通
暁

し
て
い
く
こ
と｣

と
し
て
言
語
的
能
力
の
獲
得
を
特
徴
付
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
紙
幅
は
も
は
や
尽
き
て
い
る
。
こ
の
彼
の
議
論
に
関
し
て
は
、
稿
を
改
め

て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

(

1)

デ
リ
ダ
と
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
議
論
の
親
近
性
に
つ
い
て
は
、
Ｓ
・
Ｃ
・
ウ
ィ
ー
ラ
ー

(
W

h
e
e
le

r
III,

1986)

や
森
本
浩
一

(

森
本
、
一
九
八
七；

二
〇
〇
四：

九
九
〜
一

一
〇)

な
ど
、
幾
人
か
の
論
者
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(

2)

あ
る
い
は
そ
の
基
準
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
よ
う
に
真
理
条
件
意
味
論
を
採
用
す

る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
語
や
文
に
対
し
て

｢

特
定
の
使
用
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
独
立

に
、
文
字
通
り
の
意
味
と
文
字
通
り
の
真
理
条
件
を
割
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
る｣

(
D

a
v

id
s
o

n
,

2001
[1978]

:
247

＼
二
六
五)

と
い
う
も
の
と
し
て
定
式
化
す
る
こ

と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、｢

石
を
拾
う｣

と
い
う
文
が
真
と
な
る
典
型
的
な

条
件
を
様
々
に
挙
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
文
の
意
味
を
知
っ
て
い
る

(

意
味

を
学
び
終
え
て
い
る)

こ
と
の
基
準
と
な
る
、
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
、

真
理
条
件
意
味
論
で
あ
れ
、
他
の
意
味
の
理
論
で
あ
れ
、｢

理
論｣

と
い
う
か
た
ち
で

表
す
こ
と
が
で
き
る
事
前
の
知
識
体
系
は
、
特
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
実
際
に

使
用
さ
れ
る
文
の
理
解
を
あ
ら
か
じ
め
保
証
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

(

3)

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は

『

探
究』

第
五
二
五
節
に
お
い
て
も
再
び
こ
の
問
題
を

取
り
上
げ
て
い
る
。

｢

彼
は
そ
う
言
っ
て
か
ら
、
昨
日
と
同
じ
よ
う
に
彼
女
を
残
し
て
立
ち
去
っ
た｣

私
は
こ
の
文
を
理
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
こ
れ
を
、
一
つ
の
報
告

の
経
過
の
中
で
聞
く
と
き
と
同
じ
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
文
が
そ
こ

で
孤
立
し
て
い
る
の
な
ら
、
私
は
そ
れ
が
何
を
扱
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
、

と
言
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
私
は
、
人
が
こ
の
文
章
を
ど
の
よ
う
に
使
用
で
き
る
か

は
分
か
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
私
は
自
分
で
こ
の
文
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
発
明
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

(

た
く
さ
ん
の
よ
く
知
ら
れ
た
小
径
が
、
こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
あ
ら
ゆ
る
方
向
に

向
か
っ
て
通
じ
て
い
る
。)

(
W

ittg
e
n

s
te

in
,
1953

:§
525)

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
続
く
第
五
二
六
節
で
は
画
像
の
理
解
と
文
の
理
解
と
を

類
比
さ
せ
、
第
五
二
七
節
で
は
、｢

言
語
の
命
題
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
人
の
考
え
る

以
上
に
、
音
楽
に
お
け
る
主
題
の
理
解
に
類
似
し
て
い
る｣

(
ib

id
.:§

527)

と
述
べ

て
い
る
。

(
4)

意
味
の

｢

物
化｣

に
抗
し
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て

い
る
。｢

意
味
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
語
に
付
随
し
て
起
こ
る
出
来
事
な
の
で
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
い
か
な
る
出
来
事
も
、
意
味
す
る
こ
と
の
諸
々
の
帰
結
を
引
き
出

・
・
・

す
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら｣

(
W

ittg
e
n

s
te

in
,

1953
:

p
.218

＼
四
三
五)

。

言
葉
の
絵
画
性

― 11―
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A
n

s
c
o

m
b

e
,
G

.
E

.
M

.,[1981]
:
“A

T
h

e
o

ry
o

f
L

a
n

g
u

a
g

e
?
”

in
P

e
rs

p
e
c
tiv

e
s

o
n

th
e

P
h

ilo
s
o
p

h
y

o
f

W
ittg

e
n

s
te

in
,

e
d

ite
d

b
y

I.
B

lo
c
k

,
T

h
e

M
IT

P
re

s
s
,

p
p

.148

�

58
.

B
la

c
k

,
M

.,[1981
(1954)]

:
“M

e
ta

p
h

o
r”

in
P

h
ilo

s
o
p

h
ic

a
l

P
e
rs

p
e
c
tiv

e
s

o
n

M
e
ta

-

p
h

o
r,

e
d

ite
d

b
y

M
.
J
o

h
n

s
o

n
,

U
n

iv
e
rs

ity
o

f
M

in
n

e
s
o

ta
P

re
s
s
,

p
p

.63

�82
.

(
F

irs
t

p
u

b
lis

h
e
d

in
P

ro
c
e
e
d

in
g

s
o
f

th
e

A
ris

to
te

lia
n

S
o
c
ie

ty
,

55
,

1954
.)

(｢

隠
喩｣

尼
ヶ
崎
彬
訳
、『

創
造
の
レ
ト
リ
ッ
ク』

佐
々
木
健
一
編
、
勁
草
書
房
、
二

〜
二
九
頁
。)

D
e
rrid

a
,

J
.,
[1979]

:
S

p
u

rs
:

N
ie

tz
s
c
h

e
’s

S
ty

le
s

:
� E

p
e
ro

n
s

:
le

s
S

ty
le

s
d

e

N
ie

tz
s
c
h

e
,

tra
n

s
la

te
d

b
y

B
.
H

a
rlo

w
,

U
n

iv
e
rs

ity
o

f
C

h
ic

a
g

o
P

re
s
s
.

D
a

v
id

s
o

n
,

D
.,
[2001

(1973)]
:

“R
a

d
ic

a
l

In
te

rp
re

ta
tio

n
”

in
h

is
In

q
u

irie
s

in
to

T
ru

th
a

n
d

In
te

rp
re

ta
tio

n
2
n

d
.

e
d

.,
C

la
re

n
d

o
n

P
re

s
s
,

p
p

.125

�40
.
(
F

irs
t

p
u

b
lis

h
e
d

in
D

ia
le

c
tic

a
,

27
,

1973
.)
(｢

根
元
的
解
釈｣
『

真
理
と
解
釈』

野
本
和

幸
・
植
木
哲
也
・
金
子
洋
之
・
高
橋
要
訳
、
勁
草
書
房
、
一
九
九
一
年
、
一
二
二
〜
四

三
頁
。)

D
a

v
id

s
o

n
,

D
.,
[2001

(1978)]
:

“W
h

a
t

M
e
ta

p
h

o
rs

M
e
a

n
”

in
h

is
In

q
u

irie
s

in
to

T
ru

th
a

n
d

In
te

rp
re

ta
tio

n
2
n

d
.

e
d

.,
p

p
.245

�64
.(

F
irs

t
p

u
b

lis
h

e
d

in
C

ritic
a

l

In
q

u
iry

,
5
,
1978

.)
(｢

隠
喩
の
意
味
す
る
も
の｣

『

真
理
と
解
釈』
二
六
二
〜
九
六
頁
。)

D
a

v
id

s
o

n
,

D
.,
[2001

(1983)]
:

“C
o

m
m

u
n

ic
a

tio
n

a
n

d
C

o
n

v
e
n

tio
n

”
in

h
is

In
-

q
u

irie
s

in
to

T
ru

th
a

n
d

In
te

rp
re

ta
tio

n
2
n

d
.

e
d

.,
p

p
.265

�80
.
(
F

irs
t

p
u

b
-

lis
h

e
d

in
T

h
e

Jo
u

rn
a

l
o
f

th
e

In
d

ia
n

C
o
u

n
c
il

o
f

P
h

ilo
s
o
p

h
ic

a
l

R
e
s
e
a

rc
h

,
1
,

1983
.)
(｢

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
規
約｣

『

真
理
と
解
釈』

二
九
七
〜
三
二
〇
頁
。)

D
a

v
id

s
o

n
,

D
.,
[2005

(1986)]
:

“A
N

ic
e

D
e
ra

n
g

e
m

e
n

t
o

f
E

p
ita

p
h

s
”

in
h

is

T
ru

th
,

L
a

n
g

u
a

g
e
,

a
n

d
H

is
to

ry
,

C
la

re
n

d
o

n
P

re
s
s
,

p
p

.89

�107
.
(
F

irs
t

p
u

b
-

lis
h

e
d

in
T

ru
th

a
n

d
In

te
rp

re
ta

tio
n

:
P

e
rs

p
e
c
tiv

e
s

o
n

th
e

P
h

ilo
s
o
p

h
y

o
f

D
o
n

a
ld

D
a

v
id

s
o
n

,
e
d

ite
d

b
y

E
.
L

e
p

o
re

,
B

la
c
k

w
e
ll,

1986
.)
(｢

墓
碑
銘
の
す

て
き
な
乱
れ｣

『

真
理
・
言
語
・
歴
史』

柏
端
達
也
・
立
花
幸
司
・
荒
磯
敏
文
・
尾
形

ま
り
花
・
成
瀬
尚
志
訳
、
春
秋
社
、
二
〇
一
〇
年
、
一
四
二
〜
七
四
頁
。)

D
a

v
id

s
o

n
,

D
.,
[2005

(1993)]
:

“L
o

c
a

tin
g

L
ite

ra
ry

L
a

n
g

u
a

g
e
”

in
h

is
T

ru
th

,

L
a

n
g

u
a

g
e
,

a
n

d
H

is
to

ry
,

p
p

.167

�81
.
(
F

irs
t

p
u

b
lis

h
e
d

in
L

ite
ra

ry
T

h
e
o
ry

a
fte

r
D

a
v
id

s
o
n

,
e
d

ite
d

b
y

R
.
W

.
D

a
s
e
n

b
ro

c
k

,
P

e
n

n
s
y

lv
a

n
ia

S
ta

te

U
n

iv
e
rs

ity
P

re
s
s
,

1993
.)
(｢

文
学
的
言
語
の
居
所
を
突
き
と
め
る｣

『

真
理
・
言

語
・
歴
史』

二
六
四
〜
八
八
頁
。)

D
a

v
id

s
o

n
,
D

.,[2005
(1994)]

:
“T

h
e

S
o

c
ia

l
A

s
p

e
c
t

o
f

L
a

n
g

u
a

g
e
”

in
h

is
T

ru
th

,

L
a

n
g

u
a

g
e
,

a
n

d
H

is
to

ry
,

p
p

.110

�25
.
(
F

irs
t

p
u

b
lis

h
e
d

in
T

h
e

P
h

ilo
s
o
p

h
y

o
f

M
ic

h
a

e
l

D
u

m
m

e
tt,

e
d

ite
d

b
y

B
.
M

c
G

u
in

n
e
s
s
,

K
lu

w
e
r,

1994
.)
(｢

言
語

の
社
会
的
側
面｣

『

真
理
・
言
語
・
歴
史』

一
七
五
〜
二
〇
一
頁
。)

J
o

h
n

s
o

n
,

M
.,
[1981]

:
“In

tro
d

u
c
tio

n
:

M
e
ta

p
h

o
r

in
th

e
P

h
ilo

s
o

p
h

ic
a

l
T

ra
d

i-

tio
n

”
in

P
h

ilo
s
o
p

h
ic

a
l

P
e
rs

p
e
c
tiv

e
s

o
n

M
e
ta

p
h

o
r,

e
d

ite
d

b
y

M
.
J
o

h
n

s
o

n
,

U
n

iv
e
rs

ity
o

f
M

in
n

e
s
o

ta
P

re
s
s
,

p
p

.3

�47
.

森
本
浩
一

[

一
九
八
七]：

｢

隠
喩
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

デ
リ
ダ
と
デ
イ
ビ
ッ
ド
ソ

ン
の
場
合｣

『

現
代
思
想』

一
五(

六)

、
青
土
社
、
九
〇
〜
一
〇
四
頁
。

森
本
浩
一

[

二
〇
〇
四]：

『

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン

｢

言
語｣

な
ん
て
存
在
す
る
の
だ
ろ
う

か』

、
日
本
放
送
出
版
協
会
。

大
谷
弘

[

二
〇
〇
九]：

｢

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
的
方
法｣

、
哲
学
会
第
四
十
七

回
研
究
発
表
大
会
発
表
原
稿
。

R
ic

h
a

rd
s
,

I.
A

.,
[1936]

：
T

h
e

P
h

ilo
s
o
p

h
y

o
f

R
h

e
to

ric
,

O
x

fo
rd

U
n

iv
e
rs

ity

P
re

s
s
.

菅
野
盾
樹

[

二
〇
〇
三]：

『

新
修
辞
学

�反
哲
学
的
〉
考
察』

、
世
織
書
房
。

W
h

e
e
le

r
III,

S
.
C

.,[1986]
:
“In

d
e
te

rm
in

a
c
y

o
f

F
re

n
c
h

in
te

rp
re

ta
tio

n
:
D

e
rrid

a

a
n

d
D

a
v

id
s
o

n
”

in
T

ru
th

a
n

d
In

te
rp

re
ta

tio
n

:
P

e
rs

p
e
c
tiv

e
s

o
n

th
e

P
h

ilo
s
o
-

p
h

y
o
f

D
o
n

a
ld

D
a

v
id

s
o
n

,
e
d

ite
d

b
y

E
.
L

e
P

o
re

,
B

a
s
il

B
la

c
k

w
e
ll,

p
p

.477

�

94
.

W
ittg

e
n

s
te

in
,

L
.,
[1953]

:
P

h
ilo

s
o
p

h
ic

a
l

In
v
e
s
tig

a
tio

n
s
,

B
a

s
il

B
la

c
k

w
e
ll.

(『

哲
学
探
究』

�ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
全
集
八
〉
藤
本
隆
志
訳
、
大
修
館
書
店
、

一
九
七
六
年
。)

W
ittg

e
n

s
te

in
,

L
.,
[1966]

:
L

e
c
tu

re
a

n
d

C
o
n

v
e
rs

a
tio

n
s

o
n

A
e
s
th

e
tic

s
,

P
s
y
c
h

o
l-

o
g

y
a

n
d

R
e
lig

io
u

s
B

e
lie

f,
B

a
s
il

B
la

c
k

w
e
ll.
(｢

美
学
、
心
理
学
お
よ
び
宗
教
的

信
念
に
つ
い
て
の
講
義
と
会
話｣

『

講
義
集』

〈
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
全
集
一
〇
〉

藤
本
隆
志
訳
、
大
修
館
書
店
、
一
九
七
七
年
、
一
二
三
〜
二
五
九
頁
。)

W
ittg

e
n

s
te

in
,

L
.,
[1969]

:
P

h
ilo

s
o
p

h
is

c
h

e
G

ra
m

m
a

tik
,

S
u

h
rk

a
m

p
.
(
『

哲
学
的

文
法』
〈
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
全
集
三
、
四
〉
山
本
信
・
坂
井
秀
寿
訳
、
大
修
館

書
店
、
一
九
七
五
年
。)
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