
個
人
研
究
発
表

ニ
ー
チ
ェ
の
言
語
論

序
も
し
我
々
が
ニ
ー
チ
ェ
の
主
要
著
作
に
目
を
通
す
な
ら
、

彼
の
言
語
に
対
す
る
見
解
が
極
め
て
懐
疑
的
だ
と
い
う
印

象
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
本
質
的
、
根
源
的
な
事
柄
を
語

る
場
合
に
お
い
て
、
い
か
に
我
々
の
言
語
が
無
力
で
あ
る

か
と
い
う
こ
と
を
ニ
ー
チ
ェ
は
繰
り
返
し
述
べ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
述
べ
て
い
る
の
は
著
作
『偶

像
の
黄
昏
』
の
、
三
言語
を
用
い
る
際
に
、
そ
の
言
語
の
語

り
手
は
既
に
己
を
通
俗
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う

叙
述
で
あ
ろ
う
（の
）
≦
属
、馬
じ
。
だ
が
そ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ

は
言
語
に
関
し
て
全
く
の
懐
疑
主
義
者
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

言
語
に
よ
る
伝
達
の
可
能
性
を
完
全
に
否
定
し
た
の
だ
と

結
論
す
る
の
は
余
り
に
早
計
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ

る
ニ
ー
チ
ェ
の
言
及
に
は
確
か
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
が

非
常
に
多
い
。
し
か
る
に
「永
劫
回
帰
」
な
ど
の
根
本
思

千
葉

一弥

想
を
伝
達
す
る
場
合
、
ニ
ー
チ
ェ
は
言
語
の
問
題
を
ポ
ジ

テ
ィ
ヴ
に
捉
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え

ば
次
の
叙
述
は
、　
一概
に
ニ
ー
チ
ェ
を
言
語
に
関
す
る
懐

疑
主
義
者
と
同
一視
す
る
よ
う
な
主
張
へ
の
、
強
力
な
反

証
と
な
る
だ
ろ
う
。「言
葉
と
響
き
が
現
に
在
る
と
い
う
こ

と
は
何
と
好
ま
し
い
こ
と
か
。
言
葉
と
響
き
は
、
永
遠
の

出
来
事
と
の
間
に
架
け
ら
れ
た
虹
で
あ
り
、
仮
象
の
橋
で

は
な
か
ろ
う
か
？
」
Ｑ
＞
≦
一卜
、Ｎｏｅ
言
語
に
関
す
る
ニ
ー

チ
ェ
の
思
惟
は
単
な
る
懐
疑
主
義
の
枠
組
み
に
は
収
ま
り

切
ら
ず
、
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
最
も
根
源
的
な
思
惟
の
領
域

に
ま
で
迫
っ
て
い
る
。
本
論
文
ま
ず
最
初
に
、
こ
の
問
題

に
関
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
懐
疑
論
を
検
討
し
（第
一章
）、
次

に
ニ
ー
チ
ェ
自
身
が
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
語
る
言
語
に
つ
い
て

述
べ
（第
二
章
）、
更
に
は
、
一言
語
を
創
造
す
る
者
す
な
わ

ち
詩
人
と
は
何
者
か
と
い
う
問
題
、
詩
人
が
言
語
を
用
い
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て
語
る
こ
と
は
、
い
か
な
る
事
柄
を
意
味
す
る
か
と
い
う

問
題
に
つ
い
て
考
究
す
る
（第
二
、
四
章
）。
な
お
原
則
的

に
「言
語
」
と
い
う
訳
語
に
相
当
す
る
ド
イ
ツ
語
は

∽マ
器
Ｆの
で
あ
り
、
ど
面葉
」
は
■
９
０
で
あ
る
が
、
ニ
ー

チ
ェ
自
身
は
こ
の
両
者
の
意
味
を
厳
密
に
区
別
し
て
い
な

い
。
ま
た
、
本
発
表
の
題
は
「
ニ
ー
チ
エ
の
言
語
論
」
で

あ
る
が
、
も
と
よ
リ
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
に
、
そ
の
よ
う
な

問
題
領
域
が
体
系
的
な
形
で
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
以
下
の
論
全
体
は
、
断
片
的
な
ニ
ー
チ
ェ
の

言
及
を
な
る
べ
く
体
系
的
に
ま
と
め
よ
う
と
す
る
一
つ
の

試
み
で
あ
る
。

第
一章
　
ニ
ー
チ
エ
の
言
語
批
判

言
語
に
対
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
批
判
は
、
特
に
近
年
、
多

く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
問
題
で

は
あ
る
が
①
、
そ
れ
ら
の
議
論
の
要
点
は
以
下
の
三
点
に

要
約
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

（Ｉ
）
言
語
に
関
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
懐
疑
論
は
、
ニ
ー

チ
ェ
が
従
来
の
哲
学
（す
な
わ
ち
形
而
上
学
）
を
批
判
す

る
際
に
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
彼
に
よ

れ
ば
プ
ラ
ト
ン
か
ら
シ
ョ
ー
ベ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
至
る
西
洋

の
哲
学
は
「ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
に
終
わ
っ
た
。
従
来
の
哲
学

は
現
象
の
背
後
に
超
越
的
な
理
念
の
世
界
を
打
ち
立
て
よ

う
と
努
力
し
て
来
た
の
だ
が
、
理
念
の
世
界
の
実
在
性
を

証
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
、
そ
れ
を
「要
請
」
と
し
て

認
め
よ
う
と
す
る
試
み
も
「徒
労
」
に
終
わ
っ
た
の
で
あ

る
。
形
而
上
学
は
、
も
ろ
も
ろ
の
生
成
消
滅
す
る
個
物
の

根
底
に
、
そ
れ
ら
を
支
え
る
原
理
と
し
て
「神
」
「実
体
」

「物
自
体
」
な
ど
の
理
念
を
置
く
。
例
え
ば
、
も
ろ
も
ろ
の

個
別
的
な
善
行
に
対
し
、
そ
れ
ら
を
存
立
せ
し
め
る
「善
」

の
理
念
を
想
定
す
る
（二
世
界
説
）。
だ
が
ニ
ー
チ
ェ
の
見

解
に
従
え
ば
、　
一切
の
個
別
性
を
捨
象
さ
れ
た
「善
」
な

る
も
の
は
、
言
葉
と
い
う
形
に
お
い
て
の
み
実
在
性
を
保

持
さ
れ
た
抽
象
物
で
あ
り
、
内
容
と
し
て
は
空
虚
な
「概

念
の
ミ
イ
ラ
」
に
す
ぎ
な
い
（の
ワ
≦
﹇）空
ｏＯ
。
超
越
的
な

諸
理
念
の
根
源
に
存
す
る
も
の
は
、
「自
我
（日多
ビ
ヘ
の
信

仰
で
あ
る
と
ニ
ー
チ
ェ
は
考
え
る
。
デ
カ
ル
ト
は
「我
思

う
、
ゆ
え
に
我
あ
り
」
と
い
う
命
題
を
最
も
確
実
な
も
の

と
し
て
彼
の
哲
学
の
基
礎
に
据
え
、
「我
」
の
概
念
か
ら

「実
体
」
「神
」
の
実
在
性
を
導
出
し
た
。
形
而
上
学
の
根

源
に
は
、
「我
」
と
い
う
単
一
の
主
語
へ
の
信
仰
が
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
ニ
ー
チ
ェ
は
、
従
来
の
哲
学
は
Ｆ一一一呈
甲
形
而
上

学
つ
胃
営
Ｆ？
〓
ｏＳ
●Ｆ場
寿
と
だ
と
言
う
。
従
来
の
哲
学

が
万
物
の
存
在
根
拠
と
し
て
の
神
を
実
在
と
し
て
立
て
る
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の
は
「依
然
と
し
て
文
法
を
信
仰
し
て
い
る
ゆ
え
に
」
で

あ
る
、
と
ニ
ー
チ
ェ
は
述
べ
る
（〇
）
≦
属
ゴヽ
〜
記
）。
従

来
の
哲
学
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
終
わ
っ
た
の
は
、
西
洋
世
界

独
特
の
言
語
構
造
に
も
由
来
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

２つ。（Ⅱ
）従
来
の
哲
学
に
よ
れ
ば
「自
さ
」と
い
う
概
念
は
、

自
い
個
物
全
般
に
対
し
て
普
遍
的
に
妥
当
し
、
こ
の
概
念

は
「真
理
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
だ
が
ニ
ー
チ
ェ
に
よ

れ
ば
、
こ
の
「白
さ
」
と
い
う
概
念
は
決
し
て
真
理
で
も

な
く
、
超
越
的
な
イ
デ
ア
界
に
実
在
性
の
根
拠
を
持
つ
も

の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
概
念
的
言
語
の
真
理
性
は
、
功
利

的
な
起
源
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間
は
群
れ
を
成
し

て
共
同
体
を
形
成
す
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
人
間
は
共
通

の
価
値
体
系
を
構
築
し
、
そ
の
価
値
体
系
（す
な
わ
ち

「法
し
に
違
反
す
る
者
た
ち
か
ら
身
を
守
る
必
要
が
あ
る
。

共
通
の
価
値
観
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
も
と
に
集
ま
っ
た
人

間
は
、
共
通
の
言
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
迅
速
か
つ
正

確
な
相
互
伝
達
を
可
能
な
も
の
と
す
る
。
ゆ
え
に
概
念
的

言
語
が
真
理
と
し
て
通
用
す
る
の
は
、
人
間
が
「危
険
に

際
し
て
互
い
に
誤
解
し
合
わ
な
い
」
た
め
で
あ
り
、
換
言

す
れ
ば
共
同
体
に
属
す
る
人
間
の
自
己
保
存
の
た
め
な
の

で
あ
る
Ｇ
Ｏ
”
≦
﹇ヽＮ
Ｎ〓
）。
ゅ
え
に
概
念
的
言
語
の
中
に

は
、
普
遍
的
で
絶
対
的
な
も
の
は
何
も
表
現
さ
れ
て
い
な

い
。
極
め
て
個
人
的
か
つ
具
体
的
で
あ
る
筈
の
内
容
は
概

念
的
言
語
の
中
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
の

中
で
一般
化
、
平
均
化
さ
れ
「畜
群
的
遠
近
法
へ
と
翻
訳

さ
れ
る
η
〓
メ̈
唆
ヽ
じ
」。
従
来
の
概
念
的
真
理
は
、
生

き
た
具
体
的
体
験
を
伝
達
す
る
に
は
余
り
に
無
力
で
あ
り
、

大
衆
的
で
通
俗
的
な
価
値
を
表
示
す
る
手
段
で
あ
る
に
留

ま
る
。

（Ⅲ
）
ニ
ー
チ
ェ
が
批
判
す
る
の
は
、
従
来
の
概
念
的
言

語
に
お
け
る
「模
写
」
と
い
う
性
質
で
あ
る
。
『悲
劇
の
誕

生
』
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
悲
劇
詩

人
た
ち
は
世
界
の
本
質
を
象
徴
的
な
仕
方
で
表
現
し
、
言

葉
の
リ
ズ
ム
や
登
場
人
物
の
身
振
り
を
通
し
て
世
界
の
根

源
を
象
徴
的
に
語
り
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
象
徴
的
伝
達

は
、
ご
く
少
数
者
に
よ
っ
て
し
か
理
解
さ
れ
な
い
。
と
こ

ろ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
影
響
以
後
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
か
ら
現

代
に
至
る
芸
術
家
た
ち
が
目
指
し
た
の
は
、
芸
術
作
品
の

内
容
を
多
数
者
へ
と
伝
達
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
多
数
者

へ
の
伝
達
を
可
能
に
す
る
た
め
に
芸
術
家
は
、
極
め
て
一

般
的
な
概
念
を
現
実
の
事
柄
へ
と
押
し
付
け
、
そ
こ
に
見

せ
か
け
の
「模
写
」
と
い
う
対
応
関
係
を
作
ヶ
出
す
。
言

語
が
現
実
の
個
物
を
模
写
す
る
と
い
う
対
応
関
係
に
対
し
、
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ニ
ー
チ
ェ
は
徹
底
し
た
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
最
も
代
表

的
な
叙
述
は
、
初
期
の
著
作
『道
徳
外
の
意
味
に
お
け
る

真
偽
に
つ
い
て
』
で
あ
る
。
こ
の
著
作
に
よ
れ
ば
、
我
々

は
「諸
事
物
そ
の
も
の
に
つ
い
て
何
か
知
っ
て
い
る
と
信

し
て
い
る
の
だ
が
、我
々
が
実
際
に
所
有
し
て
い
る
の
は
、

根
源
的
な
本
質
性
と
は
徹
頭
徹
尾
一致
し
な
い
よ
う
な
、

諸
事
物
の
メ
タ
フ
ァ
ー
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。」言
葉
は

事
物
の
本
質
を
忠
実
に
そ
の
ま
ま
模
写
し
表
示
す
る
も
の

で
は
な
く
、
事
物
と
人
間
と
の
相
互
関
係
を
「メ
タ

フ
ァ
ー
（隠
喩
と

へ
と
置
き
換
え
た
も
の
に
す
ぎ
な
い

（■
ｒ
Ｈ目
Ｎヽお
「∞〜
∞『卜）。

ニ
ー
チ
ェ
は
従
来
の
概
念
的
言
語
の
価
値
を
頭
か
ら
否

定
す
る
の
で
は
な
い
。
概
念
的
言
語
は
、
人
間
が
知
識
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
自
然
世
界
を
支
配
す
る
た
め
の
道

具
と
し
て
有
用
な
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
言
語
は
、
事
物

と
名
称
と
の
対
応
関
係
を
前
提
と
す
る
ゆ
え
分
析
的
表
現

に
は
長
し
て
い
る
が
、
総
合
的
直
観
に
お
い
て
は
無
力
で

あ
る
。
個
々
の
部
分
を
い
く
ら
列
挙
し
描
写
し
て
も
、
事

物
の
本
質
を
端
的
に
提
示
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。（数

百
枚
の
写
真
よ
り
も
一枚
の
絵
の
方
が
的
確
に
印
象
を
伝

え
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
こ
の
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。）更
に
言
え
ば
個
々
の
経
験
的
デ
ー
タ
を

集
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
我
々
は
事
物
の
第
一原
因

を
突
き
止
め
る
に
は
至
ら
ず
、
そ
こ
で
無
限
遡
行
と
い
う

悪
循
環
に
陥
る
。
分
析
的
な
知
に
は
限
界
が
あ
り
、
そ
の

先
は
総
合
的
な
知
に
座
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ニ
ー
チ
ェ
は
『悲
劇
の
誕
生
』
の
中
で
、
科
学
が
限
界
に

突
き
当
た
っ
て
芸
術
あ
る
い
は
神
話
に
転
化
す
る
の
だ
と

述
べ
る
。
現
代
は
科
学
至
上
主
義
の
時
代
で
あ
り
、　
一切

は
分
析
的
知
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
得
る
と
信
し
ら
れ
て
い

る
。
現
代
人
は
主
知
主
義
者
で
あ
っ
て
、
概
念
に
よ
っ
て

一切
を
窮
め
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
こ
み
、
分
析

的
知
に
よ
っ
て
は
把
握
さ
れ
な
い
よ
う
な
聖
な
る
根
源
が

存
在
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
。
か
く
な
る
主
知
主
義
は
ソ

ク
ラ
テ
ス
と
共
に
世
に
出
現
し
た
「楽
天
主
義
」
で
あ
る
。

こ
の
楽
天
主
義
は
「思
惟
は
存
在
を
単
に
認
識
で
き
る
だ

け
で
な
く
修
正
す
る
こ
と
さ
え
で
き
る
と
い
う
」
信
念
で

あ
る
（〇
↓
由
Ｈ）いヽ
ｏｇ
。
だ
が
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
る
と
、
こ
の

よ
う
な
知
の
あ
り
か
た
は
明
ら
か
に
行
き
過
ぎ
で
あ
る
。

分
析
的
な
概
念
を
い
く
ら
集
積
し
て
見
せ
て
も
、
総
合
的

に
事
物
の
根
源
を
直
観
す
る
よ
う
な
知
が
無
け
れ
ば
、
世

界
の
本
質
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
上
に
述
べ
た

よ
う
な
、
従
来
の
概
念
的
言
語
に
対
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
徹

底
的
な
批
判
は
、
特
に
最
近
に
な
っ
て
研
究
者
た
ち
の
注
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目
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
ニ
ー
チ
ェ
の

行
っ
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
言
語
批
判
は
、
現
代
の
我
々
に

と
っ
て
多
く
の
興
味
深
い
示
唆
を
含
ん
で
い
る
と
言
え
よ

う
。
し
か
し
、
ま
た
一部
の
研
究
者
た
ち
の
意
見
に
よ
れ

ば
②
、
ニ
ー
チ
ェ
の
懐
疑
論
は
か
な
り
伝
統
的
で
あ
り
、

ヘ
ル
ダ
ー
や
Ｗ
・
フ
ン
ポ
ル
ト
以
降
の
言
語
論
の
影
響
下

に
置
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
確
か
に
、
ニ
ー
チ
ェ
に

よ
る
言
語
批
判
の
一切
を
彼
一人
の
独
創
の
み
に
帰
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
ｏ
。

で
は
こ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
の
言
語
論
を
哲
学
史
的
な
観
点

か
ら
把
握
し
、議
論
の
要
点
を
簡
単
に
整
理
し
て
み
た
い
。

西
洋
に
お
け
る
伝
統
的
言
語
論
に
お
い
て
は
、
言
語
の
起

源
を
超
越
的
な
理
念
の
世
界
に
置
い
た
。
言
語
は
事
物
の

本
質
を
「模
倣
」
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
言
語
の

起
源
を
た
ど
れ
ば
、
イ
デ
ア
や
神
に
た
ど
り
つ
く
。
十
八

世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
（ヘ

ル
ダ
ー
、
フ
ン
ポ
ル
ト
）
は
、
か
つ
て
の
「言
語
神
授
説
」

を
批
判
し
、
言
語
の
起
源
は
人
間
の
「理
性
」
の
は
た
ら

き
に
存
す
る
と
主
張
し
た
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
単
な
る
理
性

に
基
づ
く
概
念
的
言
語
な
る
も
の
は
功
利
的
な
も
の
に
す

ぎ
ず
、
そ
れ
に
先
立
つ
根
源
的
言
語
、
芸
術
創
造
的
な
言

語
が
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
ニ
ー
チ
ェ
自
身

の
語
る
根
源
的
言
語
、
芸
術
創
造
的
な
言
語
と
は
、
い
か

な
る
も
の
な
の
か
。

第
二
車
　
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
言
語

ニ
ー
チ
ェ
は
著
作
『こ
の
人
を
見
よ
』
の
中
で
、
ツ
ア

ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
語
る
言
葉
は
他
に
は
決
し
て
類
を
見
な

い
ほ
ど
卓
越
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
比
す
れ
ば
「こ

れ
ま
で
在
っ
た
最
強
の
比
喩
力
さ
え
も
貧
弱
で
遊
戯
め
い

た
も
の
」
に
す
ぎ
な
い
と
自
負
し
て
い
る
３
目
く̈
ＨЪ
ヽ

ω卜●
。
こ
の
自
負
の
根
拠
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
語
る
本
来
的

な
言
葉
が
「デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
体
験
」
の
中
か
ら
創
造
さ

れ
た
と
い
う
一点
に
か
か
っ
て
い
る
。
『悲
劇
の
誕
生
』
の

叙
述
に
よ
れ
ば
、
悲
劇
詩
人
は
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
体
験
に

お
い
て
、
自
分
が
一
つ
の
個
体
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
完

全
に
忘
却
し
、
自
分
と
世
界
と
の
根
源
的
一体
性
を
味
わ

い
つ
つ
陶
酔
、
歓
喜
す
る
。
こ
の
体
験
の
瞬
間
に
お
い
て

悲
劇
詩
人
は
、
主
観
と
客
観
と
の
対
立
の
彼
岸
に
立
ち
、

世
界
の
根
源
へ
と
没
入
し
て
し
ま
う
。
『悲
劇
の
誕
生
』
以

降
、
ニ
ー
チ
ェ
は
繰
り
返
し
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
体
験
に
つ

い
て
思
惟
し
叙
述
を
重
ね
て
い
る
。
だ
が
更
に
重
要
な
こ

と
は
、
ニ
ー
チ
ェ
自
身
が
実
際
に
そ
れ
を
体
験
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。　
一
八
八
一年
に
お
け
る
永
劫
回
帰
思
想

ｎ
υ

И
■



の
「到
来
」
こ
そ
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
の
「デ
ィ
オ
ニ
ソ

ス
的
体
験
」
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
永
劫
回
帰
思
想
を

語
る
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
言
葉
が
、
ま
さ
に
「デ
ィ
オ

ニ
ソ
ス
的
言
語
」
な
の
で
あ
る
。
「
永
劫
回
帰
」
と
は
、
こ

の
場
合
、
世
界
の
本
質
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
一種
の
比

喩
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。）

『こ
の
人
を
見
よ
』
の
叙
述
に
よ
れ
ば
、
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス

的
体
験
は
「イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
一種
の
「啓

示
」
の
形
を
と
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
の
身
に
起
こ
っ
た
。
詩
人

が
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
た
瞬
間
に
お
い
て
は
、

も
は
や
自
分
が
何
か
を
語
る
と
い
う
意
識
は
消
失
し
、
自

己
は
世
界
そ
の
も
の
と
完
全
に
一体
と
な
り
、
語
る
主
体

は
世
界
の
「口
舌
」
に
す
ぎ
な
い
つ
軍
≦
∞ヽ、田
ｑ〜
田
ｇ
。

詩
人
ニ
ー
チ
ェ
が
言
葉
を
語
る
と
い
う
よ
り
も
、
世
界
が

ニ
ー
チ
ェ
を
し
て
言
葉
を
語
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
世
界
と
言
葉
と
語
り
手
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
第
三
部
の
章
「帰
郷
（∪
〓

目
Ｏ
Ｂ
ＦｏＦ喘と
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
コ
し
」で
は
一

切
の
諸
事
物
が
愛
撫
し
つ
つ
、お
前
の
語
り
へ
と
来
た
り
、

お
前
に
媚
び
る
。」
「こ
こ
で
は
一切
の
存
在
の
言
葉
お
よ

び
言
葉
の
聖
櫃
が
、
お
前
に
開
か
れ
る
。　
一切
の
存
在
が

こ
こ
で
は
言
葉
に
な
ろ
う
と
し
、　
一切
の
生
成
は
こ
こ
で

私
か
ら
語
る
こ
と
を
学
ぼ
う
と
す
る
。」
０
＞
メ̈♂
い、ＮＮ「〜

ＮＮｅ
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
瞬
間
に
お
い
て
は
、
世
界

が
詩
人
へ
と
接
近
し
、
語
り
手
の
言
葉
へ
と
身
を
寄
せ
て

来
る
。
人
間
の
方
が
世
界
を
観
察
し
語
る
と
い
う
日
常
的

な
関
係
が
、
言
葉
と
い
う
も
の
を
基
軸
と
し
て
、
い
わ
ば

逆
転
す
る
訳
で
あ
る
。

ニ
ー
チ
ェ
は
従
来
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
降
の
言
語
表
現
を

徹
底
的
に
批
判
し
、
そ
れ
に
対
し
自
分
の
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス

的
言
語
の
本
来
性
を
主
張
す
る
。
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
体
験

に
お
い
て
詩
人
は
世
界
の
根
源
と
一体
化
す
る
。
そ
こ
で

語
ら
れ
た
根
源
的
言
語
は
、
世
界
の
根
源
相
を
象
徴
的
に

表
現
す
る
限
り
に
お
い
て
、
対
象
の
「模
写
」
に
基
づ
く

従
来
の
概
念
的
言
語
に
対
し
て
優
越
し
て
い
る
。
次
章
で

は
、
世
界
の
根
源
を
語
る
「詩
人
」
と
は
、
い
か
な
る
者

で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
引
き
続
き
考
究
す
る
。

第
三
章
　
詩
人
と
は
何
者
か

永
劫
回
帰
思
想
は
、
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
体
験
の
中
か
ら

語
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
「考
察
の
絶
頂
」
と
呼
ば
れ

る
。
な
ぜ
な
ら
永
劫
回
帰
思
想
は
、
そ
れ
が
「生
成
の
世

界
の
、
存
在
の
世
界
に
対
す
る
極
限
的
近
接
」
だ
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
遺
稿
断
片
の
意
味
を
確
定
す
る
こ
と
は
難
し

150



い
が
、一削
章
に
述
べ
ら
れ
た
内
容
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
、

お
よ
そ
の
意
味
は
推
測
で
き
る
。
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
体
験

に
お
い
て
は
、
世
界
が
語
り
手
の
言
葉
へ
と
接
近
し
て
来

る
の
で
あ
っ
た
。し
た
が
っ
て
上
の
遺
稿
断
片
に
お
い
て
、

「生
成
の
世
界
」
と
は
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
「存
在
す
る

世
界
」
と
は
言
葉
の
こ
と
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
の
場

合
「存
在
」
と
い
う
語
を
、
言
葉
の
中
に
仮
に
固
定
化
さ

れ
た
も
の
と
い
う
意
味
に
用
い
て
い
る
。
語
り
手
す
な
わ

ち
詩
人
を
媒
介
と
し
て
世
界
は
言
葉
へ
と
接
近
す
る
。
ゆ

え
に
詩
人
と
は
世
界
を
言
葉
へ
と
接
近
せ
し
め
る
者
、
世

界
を
言
葉
へ
と
も
た
ら
す
者
、「生
成
に
存
在
の
性
格
を
刻

印
す
る
」
者
で
あ
る
。
そ
し
て
世
界
を
言
葉
へ
と
も
た
ら

す
と
い
う
行
為
こ
そ
、
最
高
の
「力
へ
の
意
志
」
で
あ
る

と
ニ
ー
チ
ェ
は
述
べ
る
貧
﹇いヽ
〓
コ
Ｆ
い、出
ｅ
。

ニ
ー
チ
ェ
は
本
来
的
な
詩
人
ま
た
は
哲
学
者
の
こ
と
を

「新
し
い
価
値
の
創
造
者
」と
い
う
言
葉
で
表
す
こ
と
が
多

い
。
だ
が
ニ
ー
チ
ェ
が
「創
造
」
の
意
味
に
つ
い
て
言
及

す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
た
め
、
我
々
が
そ
の
意
味
を
把
握

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
「新
し
い
価
値
」
と
は
具
体
的

に
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「新
し
い
」
と
い
う
こ

と
の
意
味
は
「こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
新
奇

な
」
と
い
う
意
味
と
同
義
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら

ば
、
詩
人
が
新
し
い
創
造
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が

全
く
新
し
い
人
工
言
語
を
作
り
出
し
た
り
、
い
か
に
も
珍

妙
な
配
列
の
言
語
世
界
を
構
築
す
る
と
い
う
意
味
に
な
ろ

う
。
と
こ
ろ
が
実
際
『ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
に
お
い
て

は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
何
か
新
し
い
人
工
言
語
を
作
り
出
し
た

形
跡
は
一
つ
も
見
当
た
ら
な
い
。
ゆ
え
に
ニ
ー
チ
ェ
が

「新
し
い
価
値
の
創
造
」
と
言
う
と
き
「新
し
い
」
と
い
う

言
葉
を
「新
奇
な
」
と
い
う
意
味
に
取
り
違
え
て
は
な
ら

な
い
。む
し
ろ
新
た
な
価
値
を
創
造
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

事
物
に
対
し
て
、
よ
り
一層
根
源
的
な
解
釈
を
施
す
と
い

う
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
言
葉
そ
の
も
の
が
古

く
か
ら
語
り
継
が
れ
て
来
た
言
葉
で
あ
る
に
せ
よ
、
詩
人

は
そ
の
言
葉
に
対
し
て
新
た
な
根
源
的
解
釈
を
与
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
価
値
を
創
造
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
大
い
に
問
題
に
な
る
の
は
ニ
ー
チ
ェ
の
本
来
的
言

語
と
従
来
の
言
語
と
の
間
の
差
異
で
あ
る
。
用
い
ら
れ
る

一
つ
一
つ
の
言
葉
に
差
異
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、

本
来
的
言
語
と
従
来
の
言
語
と
の
間
に
外
面
的
な
メ
ル
ク

マ
ー
ル
は
存
在
し
な
い
。
そ
う
な
る
と
ニ
ー
チ
ェ
の
言
う

「新
し
い
価
値
」を
創
造
す
る
よ
う
な
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
言

語
の
存
立
性
は
危
う
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
使
用
さ
れ

る
言
葉
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
従
来
の
言
語
を
批
判
す
る
側



の
ニ
ー
チ
ェ
の
言
語
も
ま
た
、
従
来
の
言
語
体
系
か
ら
大

き
く
逸
脱
し
た
も
の
と
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
ニ
ー
チ
ェ
の
主
張
す
る
新
し
い
言
語
と
い
う
の
は
、
新

し
い
単
語
を
用
い
た
言
語
と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
一言

葉
を
一
つ
の
媒
体
と
し
た
新
た
な
解
釈
シ
ス
テ
ム
で
あ
る

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
解
釈
シ
ス
テ
ム
は
、
生

の
本
質
を
直
観
的
に
表
現
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い

う
限
り
に
お
い
て
従
来
の
言
語
の
地
平
を
越
え
行
く
も
の

で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
の
み
「新
し
い
」
と
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

次
章
に
お
い
て
は
、
新
し
い
言
葉
を
創
造
す
る
と
い
う

こ
と
、
す
な
わ
ち
本
来
的
詩
人
が
語
る
と
い
う
行
為
を

ニ
ー
チ
ェ
が
い
か
に
把
握
し
て
い
た
か
、
と
い
う
問
題
に

つ
い
て
考
え
た
い
。

第
四
車
　
一一一曰葉
を
語
る
こ
と

ニ
ー
チ
ェ
の
思
惟
に
お
い
て
は
、
言
葉
を
語
る
と
い
う

こ
と
は
狭
い
意
味
で
の
言
語
活
動
に
必
ず
し
も
限
定
さ
れ

な
い
。
音
で
あ
れ
、
色
彩
で
あ
れ
、
象
徴
的
な
も
の
は
す

べ
て
何
か
の
意
味
を
伝
達
し
得
る
。『悲
劇
の
誕
生
』お
よ

び
『道
徳
外
の
意
味
に
お
け
る
真
偽
に
つ
い
て
』
執
筆
期

に
お
い
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
一般
的
な
概
念
的
言
語
の
先
行

形
態
と
し
て
「音
言
語
」
と
「身
振
り
言
語
」
を
考
え
て

い
た
。
中
で
も
音
言
語
は
最
も
根
源
的
な
も
の
だ
と
さ
れ

て
い
る
０
ヽ
■
目
日ヽ
∞ヽ
雪
「〜
∞∞Ｊ
。
ニ
ー
チ
ェ
は
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
芸
術
哲
学
を
継
承
し
つ
つ
、
音
楽
の
言

語
に
対
す
る
優
越
性
を
終
始
一貫
し
て
主
張
し
て
い
る
。

概
念
的
言
語
は
世
界
の
本
質
に
対
す
る
不
完
全
な
模
写
で

あ
る
に
留
ま
る
が
、
音
楽
は
、
世
界
の
本
質
を
極
め
て
直

接
的
に
表
現
し
得
る
。
そ
れ
ゆ
え
音
楽
的
な
要
素
を
多
分

に
含
ん
だ
翌
三
百語
」、
例
え
ば
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
台
詞
な

ど
は
、
説
明
的
、
散
文
的
言
語
よ
り
も
根
源
的
で
あ
る
。

ニ
ー
チ
ェ
は
『ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
に
お
い
て
永
劫
回

帰
思
想
を
韻
文
の
形
式
で
も
っ
て
伝
達
す
る
０
。
世
界
の

根
本
真
理
を
伝
達
す
る
の
に
最
も
有
効
な
方
法
は
、
概
念

的
な
説
明
に
よ
る
伝
達
で
は
な
く
、
韻
文
の
リ
ズ
ム
に
よ

る
伝
達
で
あ
る
。
本
来
的
詩
人
は
、
世
界
の
本
質
が
何
で

あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
直
接
的
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

世
界
の
本
質
は
概
念
的
言
語
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
詩
人
は
自
分
が
世
界
の
本
質
を

直
観
し
た
際
に
、
い
か
な
る
事
が
出
来
す
る
か
を
比
喩
的

に
語
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
直
観
の
内
容
を
伝

達
し
よ
う
と
す
る
。

『ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』に
お
い
て
主
人
公
が
永
劫
回
帰
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思
想
を
語
る
際
、
彼
は
そ
の
思
想
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
比
喩
的
に
し
か
語
ら
な
い
。
そ
の
う
え
万
物
が

永
劫
に
繰
り
返
さ
れ
る
と
語
る
の
は
、
主
人
公
で
は
な
く

蛇
と
鷲
な
の
で
あ
る
食
＞
ξ
Ｈヽ
一ヽ
Ｎｏ∞〜
Ｘ
ｅ
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
永
劫
回
帰
思
想
を
担
っ
て
い
る
の
は
、
ま
ぎ
れ
も

な
く
主
人
公
で
あ
る
。
主
人
公
は
、
こ
の
思
想
が
一体
何

（■
”←
で
あ
る
か
と
い
う
内
容
に
つ
い
て
は
極
め
て
消
極
的

に
し
か
語
っ
て
い
な
い
。
彼
は
む
し
ろ
、
そ
れ
を
彼
が
い

か
に
含
こヽ
担
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
を
独
特
な
言
動
で

も
っ
て
表
現
し
て
い
る
。
『ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
重
要

な
問
題
は
、
永
劫
回
帰
思
想
の
内
容
い
か
ん
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
そ
の
思
想
と
主
人
公
と
の
間
の
相
互
関
係
だ
と

思
わ
れ
る
。

永
劫
回
帰
思
想
に
対
す
る
主
人
公
の
関
係
は
、
大
き
く

前
半
と
後
半
と
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
前

半
、
す
な
わ
ち
『
快
癒
し
つ
つ
あ
る
者
（
∪
ｏ
】

Ｏ
ｏ●８
Φ”計
ビ
第
一節
ま
で
の
部
分
に
お
い
て
、
永
劫
回

帰
思
想
が
主
人
公
に
及
ぼ
す
影
響
は
極
め
て
否
定
的
か
つ

破
壊
的
で
あ
る
。
主
人
公
は
永
劫
回
帰
思
想
を
非
常
に
恐

れ
て
お
り
、
そ
れ
の
見
え
な
い
力
に
よ
っ
て
圧
倒
さ
れ
て

い
る
。
『快
癒
し
つ
つ
あ
る
者
』
第
一節
の
最
後
に
お
い

て
、
主
人
公
は
「嘔
吐
、
嘔
吐
、
嘔
吐
」
と
叫
ぶ
代
＞
≦
一】く

Ｎの『）。
後
半
、
す
な
わ
ち
『快
癒
し
つ
つ
あ
る
者
』
の
第
二
節

に
お
い
て
、
動
物
た
ち
は
主
人
公
の
「運
命
（ｒ
ｒ討
″
”じ」

に
つ
い
て
語
る
。
「お
前
は
永
劫
回
帰
の
教
師
で
あ
る

こ
れ
が
今
や
お
前
の
運
命
な
の
だ
！
」
永
劫
回
帰
思
想
を

語
る
と
い
う
行
為
は
主
人
公
の
「運
命
」
と
な
っ
た
。
そ

の
行
為
に
よ
っ
て
彼
と
彼
の
運
命
と
は
一体
に
な
る
。
動

物
た
ち
は
更
に
彼
の
運
命
を
予
告
す
る
。「私
は
私
の
言
葉

を
語
っ
た
。
私
は
私
の
言
葉
に
当
た
っ
て
砕
け
る
。
そ
う

な
る
こ
と
を
私
の
永
遠
の
運
命
つ
８
←
が
欲
す
る
―
―
―

告
知
者
と
し
て
私
は
没
落
す
る
の
だ
！
」
毬
＞
く̈
Ｈ
卜
ヽ

Ｎ「い〜
Ｎ「じ
フし
」で
主
人
公
は
、
自
己
の
運
命
に
つ
い
て

の
深
い
自
覚
に
到
達
し
た
。
こ
の
場
合
に
言
わ
れ
る
運
命

と
は
、
個
々
人
の
行
為
を
決
定
す
る
外
的
な
力
の
こ
と
で

は
な
く
、
ま
た
、
客
体
と
し
て
観
察
で
き
る
も
の
で
も
な

い
。
自
己
と
運
命
と
は
、
も
は
や
主
観
と
客
観
と
い
う
対

立
関
係
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
運
命
に
つ
い
て
の
意

見
も
ま
た
運
命
で
あ
り
、
運
命
に
つ
い
て
語
る
こ
と
も
ま

た
運
命
で
あ
る
。
「自
己
即
運
命
つ
のデ
げ諄
『
詳
“日
と
で

あ
り
、
自
己
の
決
意
は
同
時
に
運
命
の
側
の
意
欲
で
も
あ

る
ヽ
二
ｏ〓
コ
Ｈヽ
日あ
∞ｅ
。
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
永
劫
回
帰
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を
語
る
と
い
う
行
為
は
、
自
己
の
大
い
な
る
運
命
の
自
覚

と
い
う
重
要
な
主
題
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
フ」の
語
り
は
、

通
常
の
会
話
と
は
異
な
る
よ
う
な
根
源
的
意
味
を
担
う
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
『ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
に
お
い

て
ニ
ー
チ
ェ
は
、
永
劫
回
帰
思
想
の
内
容
を
概
念
的
に
説

明
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
永
劫
回
帰
思
想
は
生
の
根

源
そ
の
も
の
を
象
徴
す
る
思
想
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
概
念

的
言
語
に
よ
っ
て
は
把
握
さ
れ
得
な
い
。
む
し
ろ
ニ
ー

チ
ェ
は
永
劫
回
帰
思
想
と
主
人
公
と
の
間
の
関
係
、
ま
た

は
主
人
公
の
態
度
決
定
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
思
想
の
本
質
を
読
者
に
伝
達
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

２つ。
結
論ニ

ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
言
語
の
本
質
は
超
越
的
な
理
念

の
世
界
に
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
単
な
る
理
性
的

思
考
に
存
す
る
の
で
も
な
い
。
概
念
的
言
語
の
根
底
に
は

芸
術
創
造
的
な
言
語
の
領
域
が
存
し
、
そ
の
よ
う
な
領
域

に
お
い
て
根
源
的
言
語
は
詩
人
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
詩
人
は
「デ
イ
オ
ニ
ソ
ス
的
体
験
」
の
中
に

お
い
て
世
界
の
根
源
と
一体
と
な
り
、
象
徴
的
な
仕
方
で

自
己
の
体
験
に
つ
い
て
語
る
。
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
言
語
の

中
で
は
、
世
界
の
根
源
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
直
接
的
な

定
義
づ
け
は
な
さ
れ
ず
、
世
界
の
根
源
と
詩
人
と
の
関
係

が
比
喩
的
に
表
明
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
ニ
ー
チ
ェ
の

言
語
に
つ
い
て
の
思
索
に
関
し
て
、
問
題
点
と
思
わ
れ
る

事
柄
を
以
下
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

第
一
に
ニ
ー
チ
ェ
の
言
語
に
つ
い
て
の
論
は
、
常
に
語

る
人
間
と
、
語
ら
れ
る
言
葉
と
の
間
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て

展
開
さ
れ
て
い
る
。
人
間
は
本
質
を
概
念
的
に
語
ろ
う
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
「模
写
」
と
い
う
形
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
単
に
模
写
さ
れ
た
だ
け
の
言
語
は
、
決
し
て
根
源

的
な
意
味
を
提
示
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
ニ
ー

チ
ェ
の
論
の
展
開
は
、
語
る
側
と
語
ら
れ
る
側
、
主
観
と

客
観
と
を
分
離
し
て
考
え
る
よ
う
な
伝
統
的
な
認
識
論
の

図
式
に
よ
っ
て
、
或
る
程
度
ま
で
制
約
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
言
う
根
源
的
、
本
来
的
言
語
の

性
格
が
、
非
常
に
詩
的
か
つ
ロ
マ
ン
的
で
あ
り
、
言
わ
ば

一種
の
神
秘
主
義
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

事
物
の
真
な
る
本
質
は
人
間
の
理
性
あ
る
い
は
悟
性
の
う

ち
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
合
理
主
義
の
主
張
に
反
発

し
た
哲
学
は
、
世
界
の
本
質
が
開
示
さ
れ
る
場
を
詩
的
な

領
域
に
求
め
、
と
り
わ
け
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
芸
術
作
品
に
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思
索
の
対
象
を
求
め
た
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
世
界
の

最
も
根
源
的
な
本
質
を
我
々
は
語
り
得
ず
、
ま
た
象
徴
的

に
し
か
表
現
し
得
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
の
論
は
、
こ
の
よ
う

な
言
表
不
可
能
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
極
め
て
詩
的
で

抽
象
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

第
二
の
問
題
は
、
言
語
の
創
造
者
す
な
わ
ち
詩
人
に
関

す
る
こ
と
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
詩

人
こ
そ
が
世
界
に
お
け
る
意
味
お
よ
び
価
値
の
創
造
者
で

あ
る
と
す
る
。
彼
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
本
来
的
詩
人

（ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
）の
み
が
世
界
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら

救
済
し
、
万
物
に
対
し
て
肯
定
的
意
味
を
付
与
す
る
の
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
に
特
有
の
、
知
的
エ

リ
ー
ト
主
義
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
誰
が
言
語
を
創
造
す
る

の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
た
め
ら
い
な

く
本
来
的
詩
人
で
あ
る
と
答
え
た
。
だ
が
今
日
の
我
々
の

日
か
ら
す
れ
ば
、
言
語
の
起
源
を
知
的
エ
リ
ー
ト
の
創
造

行
為
の
み
に
求
め
る
よ
う
な
論
は
、
決
し
て
妥
当
と
は
思

わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。（単
に
知
的
エ
リ
ー
ト
が
言
語
を
創

造
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
新
し
い
言
語
の
地
平
は
開
け
な

い
。
そ
の
新
し
い
言
語
を
受
け
取
る
多
数
の
人
々
の
間
に

何
ら
か
の
積
極
的
作
用
が
生
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、

我
々
の
言
語
活
動
は
、
よ
り
豊
か
な
可
能
性
へ
と
開
か
れ

て
行
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。）

ニ
ー
チ
ェ
の
言
語
論
は
、
以
上
の
よ
う
な
多
く
の
問
題

点
を
は
ら
ん
で
い
る
。
と
は
言
え
概
念
的
言
語
に
対
す
る

彼
の
徹
底
し
た
批
判
は
、
今
日
な
お
も
有
効
な
側
面
を
持

つ
。
ま
た
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
詩
人
の
創
造
行
為
に
つ
い

て
の
彼
の
ユ
ニ
ー
ク
な
論
は
、
言
語
の
本
質
を
め
ぐ
る
間

題
に
対
す
る
可
能
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
と
し
て
何
ら
か

の
意
義
を
今
後
も
持
ち
続
け
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

凡
例

ニ
ー
チ
ェ
か
ら
の
引
用
は
全
て
Ｋ
Ｇ
Ｗ
→３
一ヽ
さ
いヽ
い
ヽ

ぶヽ選
Ｆ
ｔ
い
壺
ざ
いｏ
６
鑽巡
ミ
゛
黎
ヽ
多
ｐ
ｒ８
”“め”①”ｏげΦ”

くｏ日
の
ざ
】性
ｏ
ＯｏＦ
“目鮨
〓
”ＮＮＦ
ｏ
〓
ｏユ
計
”■
〓
”】一ｏ】

計
ｏ
〓
ゝ
①，
８
許
８
ｏＪ
に
拠
っ
た
。
著
作
の
略
号
は
、

以
下
の
通
り
。
略
号
表
示
の
無
い
も
の
は
遺
稿
。

の
り
悲
劇
の
誕
生

要
ｒ
道
徳
外
の
意
味
に
お
け
る
真
偽
に
つ
い
て

『ヨ
よ̈
ろ
こ
ば
し
き
知
識

Ｎ＞
ツ̈
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
語
っ
た

』の
∪
善̈
悪
の
彼
岸

の
）
偶
像
の
黄
昏

国
目
ｔ
」の
人
を
見
よ

ｒ
υ

Ｅ
Ｕ



註（１
）
国
内
の
論
文
と
し
て
は
、
渡
辺
二
郎
『
ニ
ー
チ
エ
の

言
語
的
世
界
』
η
現
代
思
想
』
臨
時
増
刊
　
総
特
集

ニ
ー
チ
エ　
青
山
社
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
国
外
の
論

文
で
翻
訳
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
サ
ラ
・コ
フ
マ

ン
『
ニ
ー
チ
エ
と
メ
タ
フ
ァ
ー
』
（宇
田
川
博
訳

朝
日
出
版
社
）
が
あ
る
。

（２
）
以
下
の
三
つ
の
論
文
に
よ
る
。

（
Ｉ
）
”
・↓
Ｆ
“
】
目
Ｆ
ｏ
】
）∽
鬱
】
”
●
Ｆ
Φ　
“
●
一
≦
「①
﹈̈

げ
①
い

ソ
〓
①
一Ｎのｏｒ
Ｏ
・一
●
”
い
ｏ
ヽヽ
いヽ
卜
ヽ
たりヽ
ミ
Ｌ
もヽヽ

”
”
い
０
・⑭
・

こく
”
】け①『
ら
Φ
（り
『Ｃ
ヽ
一Φ『・い０
∞
〇
・

（Ｈ
）
「
摯
ヨ
ｏＦ
の
こ
日
日
詳
寿
“●ヽ
ヨ
”デ『Ｆ２
Ｆ
〓

”
受
ヽ
いヽ
い
ヽ
い
ｏ
いヽ
ヽヽ
ヽ
Ｑ
ヽ
ω
”
●
ｏ
ｒ
　
≦
「”
】一ｏ
】
ｏ
Φ

の
Ｔ
Ｃ
ヽ
一ｏ】
・一〇
ヾ
Ｎ
・

（
Ⅲ
）
ヽ
・＞
夢
】①
ｏＦ
Ｆ
『
二
Φ
Ｑ
二
ｏ
ｒ
Ｚ
３
Ｓ
∽ｏＦ
ｏ
“
目
鮎
ヽ
”
の

∽
０
】
”
の
Ｆ
】ぃの
Ｆ
Φ
　
蜀
一①
﹈”
一いく
い一
μ
一∽
鬱
『
ぃい
Ｎ
ぃｏ
・　
いヽう

Ｓゝ
げ
ヽヽ
い
ヽ
い
ｏ
たつ
ミヽ
ヽ
き
ヽ
∪
”
う
聾
∞
Ｌ
≧
”
〓
Φ
『
ヽ
ｏ

Ｏ
【“
ヽ
一ｏ『
・一Φ
↓
Φ
・

（３
）例
え
ば
言
語
の
本
質
に
つ
い
て
多
く
を
述
べ
た
著
作

『道
徳
外
の
意
味
に
お
け
る
真
偽
に
つ
い
て
』
は
グ

ス
タ
フ
。
グ
ル
バ
ー
の
著
作
に
影
響
を
受
け
て
い

る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ヤ
ー
の
論
文

→
Ｐ
蜜
Ｆ
こ
の
】
Ｐ
の
“
鼻
”
く
の
ｏ
『げ
①
『
ｒ
目
●
『
目
．Φ
ヽ
目
．ｏデ

ソ
〓
①一Ｎ∽ＯＦ
Ｏ
‥
・Ｎ
Ｃ
目
】
デ
い璧
Ｆ
肖
いのｏデ
ｏ目
﹈川
貯
】一Φ『”
『“
目
０

一
①
】
のＵ
】”
Ｏｒ
Ｕ
ｒ
二
ｏ
∽ｏも
Ｆ
いのｏｒ
Ｏ
目
＞
“
腋
”̈
∽∽“
口
”
Φ
”

鮨
〇
の
いＩ
ＦＦ
Ｏ
目
】イ
いΦ
一Ｎのｏｒ
Ｏ
・一
●
５
融
げ
き
課
も
い
ヽ
い
゛
ヽ
ヽ
曜ば
ヽ

ω
”
●
ヽ
・ミ
螢

”ヽ
﹈一Ｒ

ｏ
ｏ
Ｏ
〓
■
８
し
に
詳
し
い
。

（４
）
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
言
語
伝
達
に
関
し
て
述
べ
た

論
文
と
し
て
は
、
以
下
の
二
つ
を
挙
げ
て
お
く
ｏ

（
Ｉ
）
「
『いｏ
ヽ
『
いｏＦ
一【
”
“
】σ
”
ｏｒ
∽ヽ
も
】”
ｏＦ
Ｏ
●
一
Φ
】

①ヨ
い”
ｏ●
ダ
≧
Φ鮨
ｏ『Ｆ
〓
”
神
‥
‐∪
い①
∪
Φ●
Ｆ
∽〓
“
”↑ざ
５
①目

ヽ
ｏ
め
「
ｒ
一日ｏ
∽
ｏ
づ
ｒ
の
目
　
一Ｚ
いΦ
一Ｎ
∽の
デ
Φ
Ｃ
●
Ｏ
いＦ
『
〇

∽
「
『”
ｏＦ
の虫
』の
こ貯
】
ゝ
壷
げ
き
ぶ
も
い
ｏ
」目
」ば
ヽ
』
Ｖ
Ｆ
や
民
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