
二
0
世
紀
を
代
表
す
る
記
号
学
者
と
し
て
高
名
な
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
、

て
批
判
を
く
わ
え
た
陥
穿
を
巧
妙
に
回
避
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
バ

ル
ト
は

一
九
六

0
年
代
の
後
半
、

三
度
に
わ
た
っ
て
日
本
に
滞
在

し
、
そ
の
と
き
の
経
験
を
も
と
に

『
記
号
の
帝
国
』

L
ご

e
m
p
i
r
e
d
e
s
 signes (
1
9
7
0
)

と
題
さ
れ
た
日
本
論
を
執
筆
し
た
。
そ
の
書
物
は
現
実
の

日
本
を
あ
る
が
ま
ま
に
記
述
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
彼
に
享
受
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
日
本
を
”
記
号
の
帝
国
“
と
命
名
し

む
ろ
ん
そ
の
営
為
は
、

ひ
と
り
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
に
よ
る
東
洋
の
恣
意
的
な
表
象
化
の
実
例
と
し
て
非
難
さ
れ
る
危
険
性
を
卒
む
も
の
と
も

い
え
よ
う
。
た
と
え
ば
ガ
ヤ
ト
リ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は

『ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
理
性
批
判
1

消
え
去
り
ゆ
く
現
在
の
歴
史
の
た
め
に
』

A
ミ
itique

o
f
 p
o
s
tcolonial r
e
a
s
o
n
 :
 t
o
w
a
r
d
 a
 history0if the v
a
n
i
s
h
i
n
g
 p
r
e
s
e
n
t
の
な
か
で
、
前
記
の
日
本
論
に
言
及
し
な
が
ら

「歴
史
の
な
か
で
名
づ

て
表
象
し
た
も
の
と
い
え
る
。

は
じ
め
に

エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
が

”オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
“
と
指
呼
し

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
に
よ
る
記
号
学
的
冒
険
の
軌
跡

イ
メ
ー
ジ

・
神
話
・

日
本

松

本

健

太

郎
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る
。

け
ら
れ
た
場
所
を
『
つ
く
ら
れ
た
ゲ
ー
ム
』
の
競
技
場
と
考
え
る
こ
と
か
ら
く
る
危
険
は
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
ら
れ
ず
に
終
わ
る
」
（
ス
ピ
ヴ
ァ

と
は
い
え
、

ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
が

「
も
う
ひ
と
つ
の
場
所
」
と
し
て
の
日
本
を
記
号
的
に
再
構
築
す
る
と
い
う
空
想
的

そ
も
そ
も
の
前
提
か
ら
し
て

「
記
号
の
帝
国
』
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
文
化
比
較
を
指
向
す
る
も
の
で
は
な
い
。
バ
ル
ト
が
あ

ら
か
じ
め
断
る
よ
う
に
、

「東
洋
と
西
洋
と
は
、
本
書
で
は
、
歴
史
的
、
哲
学
的
、
文
化
的
、
政
治
的
に
接
近
と
対
比
と
を
試
み
ら
れ
る
現
実

(
r
e
a
l
i
t
e
s
)

と
し
て
は
把
握
さ
れ
え
な
い
」
と
い
う
（
B

臼
t
h
e
s
1
9
7
0
 b
,
 I

Iー

7
4
7
)
。
彼
は

『
ミ
ト
ロ

ジ
ー
』
M
y
t
h
o
l
o
g
i
e
s

(
1
9
5
7
)

に
お
い
て

映
画
「
失
わ
れ
た
大
陸
」
C
o
n
t
i
n
e
n
t
p
e
r
d
u

を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
表
象
さ
れ
た
東
洋
的
イ
メ
ー
ジ
の
欺
眺
ー

「

あ
ら
ゆ
る
実
質
を
奪
わ
れ
、

色
彩
の
中
で
拒
絶
さ
れ
、
映
像
の
豪
華
さ
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
現
実
を
超
脱
し
、
東
洋
は
、
映
画
が
付
与
す
る
ご
ま
か
し
の
操
作
の
た
め
に
用

意
さ
れ
る
」
（
B

日
t
h
e
s
1
9
5
7
,
 I

,
6
6
3
)

を
告
発
し
て
い
た
。
こ
の
映
画
に
お
い
て
、
東
洋
と
は
西
洋
の
似
姿
で
あ
り
、

そ
の
イ
メ

ー
ジ
は

「
す
ぺ
て
が
似
た
よ
う
な
も
の
」
《
t
o
u
t
e
s
t
 s
e
m
b
l
a
b
l
e
》
と
い
う
図
式
に
遠
元
さ
れ
る

(
i
b
i
d
.,

Iー

6
6
4
)
。
こ
れ
に
対
し
て

『
記
号
の
帝
国
』

で
は
、
日
本
理
解
に
際
し
て
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
や
文
化
的
イ
メ
ー
ジ
ヘ
の
置
き
換
え
が
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る

(
B
a
r
t
h
e
s
1
9
7
0
b
,
 II

-
8
1
2
)
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
は
、
異
邦
へ
の
旅
に
よ
っ
て

「（
西
洋
の
）
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
密
度
」
を
逆
照
射
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る

(
i
b
i
d
.,

IIー

7
4
7
)
。

つ
ま
り
バ
ル
ト
は
日
本
文
化
に
対
す
る
厳
密
な
分
析
を
試
み
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
彼
自
身
の
身
体
的
な
感
覚
に
も
と
づ
い
て
、

語
と
い
う
コ
ー
ド
を
所
有
し
な
い
が
ゆ
え
に
解
読
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
異
邦
語
の
ざ
わ
め
き

(
b
r
u
i
s
s
e
m
e
n
t
)

に
触
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ

本
論
考
で
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
バ
ル
ト
が
描
出
し
た

『
記
号
の
帝
国
』
、
す
な
わ
ち
記
号
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
空
想
さ
れ
た
日

本
の
組
成
、
あ
る
い
は
そ
の
学
問
的
な
意
味
を
照
射
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
以
下
に
提
示
す
る
二
つ
の
手
続
き
が
必
要
と
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
バ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
に
散
見
さ
れ
る
心
的
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
記
述
を
整
理
す
る
こ
と
。
と
い
う
の
も
、
し
ば
し
ば

な
実
験
を
冷
や
や
か
に
眼
差
し
て
い
る
。

ク

ニ

0
0三
、
四
九
三）

と
語
り
、

日
本
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バ
ル
ト
は
言
語
記
号
と
心
的
イ
メ
ー
ジ
の
共
犯
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
権
力
の
問
題
を
批
判
の
対
象
と
し
て
お
り
、
彼
の
日
本
論
は
そ
の
権
力

作
用
の
外
部
を
演
出
す
る
目
的
で
執
筆
さ
れ
た
、
と
い
う
経
緯
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
比
較
の
視
点
を
提
示
す
る
た
め
に
、

七
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
ミ
ト

ロ
ジ
ー
』
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
で
の
議
論
と
の
対
比
の
な
か
で
『
記
号
の
帝
国
』
の
位
置
を
考
察
す
る
こ
と
。
と

「
神
話
」
le
m
y
t
h
e
が
形
成
す
る

「意
味
の
帝
国
」
が
語
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

に
お
け
る

e
m
p
i
r
e
と
い
う
語
は
「
帝
国
」

と

「
支
配
」
の
意
味
を
あ
わ
せ
も
つ
が
、
バ
ル
ト
が
い
か
に
し
て

フ
ラ
ン
ス
語

”記
号
の
支
配
“
を
演
出
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
を
つ
う
じ
て
、
彼
の
思
想
的
変
遷
に
お
け
る

バ
ル
ト
は
言
語
記
号
と
の
関
係
性
を
前
提
と
し
な
が
ら
映
像
／
イ
メ
ー
ジ

の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
心
的
イ
メ
ー
ジ
の
水
準
を
も
射
程
に
お
さ
め
な
が
ら
考
察
し
て
き
た
。
彼
が
そ
の
思
想
活
動
の
か

な
り
早
い
段
階
、

『記
号
学
の
原
理
』
E
lさ
m
en
t
s
d
e
 semiologie
 (1
9
6
5
)

で
既
に
主
張
し
て
い
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
言
語
記
号
は
非
言
語
的

な
記
号
体
系
を
統
御
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
の
意
味
作
用
も
、

言
語
的
な
意
味
作
用
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

「
言
語
」

と
「
イ
メ
ー
ジ」

と
の
支
配
関
係
を
認
め
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。

だ
が
言
語
に
よ
る
映
像
支
配
は
、
そ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
人
々
の
記
号
活
動
を
粘
着
的
な
心
的
イ
メ
ー
ジ

レ
オ
タ
イ
プ
、
ド
ク
サ
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
が
席
巻
す
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
心
的
イ
メ
ー
ジ
の
ふ
る
ま
い
を、

バ
ル
ト

は
言
語
権
力
と
共
犯
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
た
。
彼
に
と
っ
て
言
語
権
力
が
異
議
申
し
立
て
の
対
象
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
と

き
、
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
バ
ル
ト
が
言
及
す
る

「形
容
詞
」
「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
」

一
、
言
語
と
心
的
イ
メ
ー
ジ
の
力
学

上
記
の
日
本
論
の
位
置
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

日
本
と
い
う
異
邦
の
地
で

い
う
の
も
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
今
日
の

(i
m
a
g
e
)
 
の
記
号
的
様
態
を
、

（
ス
テ

そ
の
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
の
水
準

”
意
味
の
支
配
“

か
ら
逃
れ
、

一
九
五
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主
人
公
バ
ル
ト
は

「彼
」
II
に
よ
っ
て
し
め
さ
れ
て
い
る
。

「自
然
ら
し
さ
」
「
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
」
と
い
っ
た
概
念
群
を
議
論
の
俎
上
に
載
せ
な
が
ら
、
言
語
と
心
的
イ
メ
ー
ジ
と
の
関
係
性
あ
る
い
は
、

そ

バ
ル
ト
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
心
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
言
語
に
よ
っ
て
再
生
産
さ
れ
る
。
そ
し
て
彼
は
言
語
的
な
属
性
付
与
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
、

「
形
容
詞
」
a
dje
c
t
if
と
い
う
術
語
の
な
か
に
結
晶
化
さ
せ
て
い
る

の
で
あ
る
。
バ

ル
ト
に
と
っ
て
形
容
詞
と
は
、

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
も
の

(l'i
d
e
o
l
o
g
i
q
u
e
)

や
想
像
的
な
も
の

(
l'i
m
a
g
i
n
a
i
r
e
)

が
多
量
に
侵
入
す
る
言
語
活
動
の
門
」
に
ほ
か
な
ら
な
い

(B
a
r
t
h
e
s
1
9
7
3
a
,
 IIー

1
5
0
1
)
。

つ
ま
り
心
的
表
象
の
領
野
に
お
い
て
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
が
構
築
さ
れ
、
意
味
の
凝
固
作
用
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
反
復
的
な
言
語
化
に
よ
る

心
的
イ
メ
ー
ジ
の
再
生
産
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
『
彼
自
身
に
よ
る
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
』
R
o
lミ
ミ

d
B
a
r
t
h
e
s
 p
a
r
 R
o
l
a
n
d
 B
a
r
t
h
e
s
 
(
1
9
7
5
)
 

に
お
い
て
、
バ
ル
ト
は
心
的
な

「
イ
メ
ー
ジ
」
に
対
す
る
抵
抗
感
を
次
の
よ
う
に
表
明
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
左
記
の
引
用
文
で
は
、
自
伝
の

彼
に
は
、
自
身
の
あ
ら
ゆ
る
イ
メ
ー
ジ
が
耐
え
難
く
、
命
名
さ
れ
る
こ
と
に
苦
し
む
。
完
璧
な
人
間
関
係
は
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
不
在

に
依
存
す
る
、
と
彼
は
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
お
互
い
に
形
容
詞
を
廃
止
す
る
こ
と
。
形
容
詞
を
与
え
あ
う
関
係
は
イ
メ
ー
ジ
の
側
に
、

支
配
と
死
の
側
に
属
す
る

(
B
a
r
t
h
e
s
1
9
7
5
,
 III

'
1
2
7
)
。

バ
ル
ト
に
と
っ
て
命
令
さ
れ
る
こ
と
が
苦
痛
で
あ
っ
た
の
は
、

言
語
的
な
秩
序
化
が
心
的
イ
メ
ー
ジ
を
固
定
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼

は
形
容
詞
に
よ
る
心
的
イ
メ
ー
ジ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
を
問
題
視
し
た
の
で
あ
る
。

形
容
詞

J

に
作
動
す
る
力
学
を
探
っ
て
み
た
い
。
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心
的
イ
メ
ー
ジ
の
固
着
は
、
そ
も
そ
も
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
作
用
に
由
来
し
て
い
る
。
バ
ル
ト
は
自
伝
に
お
い
て
、

避
の
対
象
が
記
号
の

〈
恣
意
性
〉
l9
日
b
i
t
r
a
i
r
e

で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
自
身
に
と
っ
て
の
そ
れ
は

〈
ア
ナ
ロ
ジ
ー
〉
a
n
a
l
o
g
i
e

で
あ
っ
た
と

告
白
し
て
い
る

(B
日
t
h
e
s
1
9
7
5
,
 III

-
1
2
8
)
。
バ
ル
ト
は
こ
こ
で
も
ソ
シ
ュ

ー
ル
と

の
対
立
に
お
い
て
自
己
規
定
を
試
み
て
い
る
の
だ
が
、
ソ

シ
ュ

ー
ル

は
バ
ル
ト
と
異
な
り
、

「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
力
を
、
効
果
を
、
知
恵
を
称
揚
し
て
い
た
」
と
い
う

(
B
臼
t
h
e
s
1
9
7
3
b
,
 I

I
'
1
5
8
4
)
。
す
な

わ
ち
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、

あ
る

(
i
b
i
d
.
)

。

ソ
シ
ュ
ー
ル
に
と
っ
て
の
忌

ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
作
用
を

「言
語
の
基
本
的
な
原
動
力
」
と
し
て
、
ま
た

「言
語
の
本
質
」
と
し
て
評
価
し
て
い
た
の
で

ソ
シ
ュ
ー
ル
の

『一

般
言
語
学
講
義
』
C
o
u
r
s
d
e
 l
i
n
g
u
i
s
t
i
q
u
e
 g
e
n
e
r
i
恙
を
紐
解
く
な
ら
、

「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
、
モ
デ
ル
と
そ

の
規
則
的
模
倣
を
前
提
と
す
る
」
も
の
で
あ
り
、

「
ア
ナ

ロ
ジ
ッ
ク
な
形
式
は
、
ひ
と
つ
、
な
い
し
は
複
数
の
イ
メ
ー
ジ
を
明
確
な
規
範
に
も

と
づ
い
て
構
成
す
る
形
式
」
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る

(
S
a
u
s
s
u
r
e
1
9
9
6
,
 2

2
1
)
。
だ
が
、
バ
ル
ト
が
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
叛
旗
を
ひ
る
が
え
す
と

き
、
彼
が
抵
抗
す
る
の
は
「
想
像
的
な
も
の
」
で
あ
り
、

「記
号
の
癒
着
性
」
で
あ
り
、

「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
類
似
性
」
で
あ
り
、

「
イ
メ
ー
ジ
の
同
型
性
」

で
あ
り
、
「
鏡
」

ナ
ロ
ジ
ー
は

「
あ
る
形
式
が
見
ら
れ
る
や
い
な
や
、

で
あ
り
、

「
心
を
奪
う
幻
想
」
な
の
で
あ
る

(
B
臼
t
h
e
s
1
9
7
5
,
 III -

1
2
8
)
。
バ
ル
ト
に
よ
る
と
、
ア

．
．
．
 

そ
れ
が
何
物
か
に
類
似
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
知
覚
的
拘
束
を
人
々
に
強

制
す
る

(
i
b
i
d
.
)
。
こ
の
よ
う
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
作
用
に
よ
っ
て
、
人
間
を
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
シ
ニ
フ
ィ
エ
ヘ
と
誘
引
す
る
プ
ロ
セ

ス
こ
そ
、

言
語
権
力
に
と
っ
て
不
可
欠
な
過
程
な
の
で
あ
る
。

自
然
ら
し
さ

ア
ナ
ロ
ジ
ー
は

「真
理
の
源
泉
と
し
て
『
自
然
ら
し
さ
』
を
構
築
す
る
」
と
い
う

(
B
日
t
h
e
s
1
9
7
5
,
 I

I
Iー

1
2
8
)
。
こ
の

〈自
然
ら
し
さ
〉
l
e

ア
ナ
ロ
ジ
ー

- 78 -



し

イ

マ

ジ

ネ

想
像
的
な
も
の
／
想
像
界

で
あ
る
こ
と
は
暴
力
的
」
で
し
か
な
い
の
で
あ
る

(ibid.)
。

n
a
t
u
r
e
!
と
は
、

「
決
し
て
物
理
的
自
然

(N
a
t
u
r
e
p
h
y
s
i
q
u
e
)
 の

一
属
性
で
は
な
く
」
、
む
し
ろ

「社
会
の
多
数
派
が
よ
そ
お
う
ア
リ
バ
イ
」

で
あ
り
、
ま
た
、
あ
る
種
の
「
合
法
性
」
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る

(ibid
.,
I
I
I
'
1
9
5
)
。

般
化
・
普
遍
化
し
た
心
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
自
明
の
理
、
あ
る
い
は
常
識
と
し
て
、
バ
ル
ト
の
嫌
悪
す
る

対
象
と
な
る
。
す
な
わ
ち
「
自
然
ら
し
さ
」
こ
そ
「
悔
辱
の
究
極
の
も
の
」
合
m
$
‘
des
o
u
tr
a
g
e
s

と
ま
で
述
ぺ
ら
れ
る
の
で
あ
る

(ibid
.,
I
I
I
,
 

1
5
9
)
。
し
た
が
っ
て
「
た
と
え
自
明
の
理
が
安
穏
に
、
自
由
主
義
的
に
、
民
主
的
に
表
現
さ
れ
て
い
た
」
と
し
て
も
、
彼
に
と
っ
て

「自
明

バ
ル
ト
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
こ
の

〈自
然
ら
し
さ
〉
の
罠
を
告
発
し
て
い
る
。
そ
の
実
践
は
、
バ
ル
ト
に
よ
る
前
記
号
学
的
な
著
作
、

九
五
七
年
の

『
ミ
ト
ロ
ジ
ー
』
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
そ
こ
で
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
お
け
る
信
念
体
系
を

〈神
話
〉
と
し

て
規
定
す
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
彼
が
批
判
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
集
団
的
な
レ
ベ
ル
で
錯
視
さ
れ
た
心
的
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
。
こ
の
神

話
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
記
号
を
利
用
し、

話
を
告
発
す
る
の
は
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
、

そ
れ
を
超
越
的
な
シ
ニ
フ
ィ
エ
ヘ
と
従
属
さ
せ
る
権
カ
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
前
提
と
す
る
。
バ
ル
ト
が
神

そ
れ
が
人
々
に

「
偽
り
の
自
明
の
理
」

f
s
g
s
e
s
e
v
i
d
e
n
c
es
を
課
す
か
ら
で
あ
る

(B
日
t
h
e
s
1
9
5
7
,
 I

-
5
6
5
)
。
要
す
る

に
現
代
社
会
に
お
け
る
神
話
と
は
、

「
歴
史
的
、
経
済
的
な
現
実
を
、
最
大
効
率
を
資
本
主
義
的
機
構
が
保
っ
た
め
に
必
要
な
、
偽
り
の

”
自
然
“

の
イ
メ
ー
ジ
に
置
換
す
る
」
も
の
な
の
で
あ
る

(
U
n
g
a
r
1
9
8
3
,
 2

7
)

。
人
々
は
、
神
話
の
う
み
だ
す
”
自
然
ら
し
さ
“
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

・
ド
ク
サ

・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を

「常
識
」
と
し
て
無
批
判
に
内
面
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
特
定
の
社
会
に
お
い
て
一

バ
ル
ト
は

〈権
力
〉
を
、
高
い
濃
度
の
言
語
活
動
か
ら
派
生
し、

意
味
の
粘
着
性
を
と
も
な
う
も
の
と
し
て
考
え
た
。
そ
れ
は
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
、
ド
ク
サ
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
よ
う
な

”塊
“
を
媒
体
と
し
て
、
意
味
の
重
圧
を
人
々
に
届
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
人
々
の
記
号
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活
動
を
均
質
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
説
明
す
る

〈イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
〉
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
と
し
て
理
解
可
能
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
バ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
に
頻
出
す
る

〈
想
像
的
な
も
の
／
想
像
物
／
想
像
界
〉
l'imaginaire
と
い
う
語
槃
は
、
彼
特
有
の
柔
軟
な

用
語
法
に
し
た
が
っ
て
曖
昧
な
ま
ま
使
用
さ
れ
て
い
る
。
バ
ル
ト
自
身
の
註
釈
に
よ
る
と
、
こ
の
術
語
は
日
常
的
な
意
味
で
の

「内
的
表
象
の

集
合
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

ジ
ャ
ッ
ク

・
ラ
カ
ン
の
精
神
分
析
を
踏
ま
え
て
援
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う

(B
臼
t
h
e
s

1
9
7
1
a
,
 IIー

1
0
7
6
)
。
バ
ル
ト
に
よ
る
精
神
分
析
的
な
術
語
の
使
用
法
は
し
ば
し
ば
誠
実
さ
を
欠
く
と
も
評
さ
れ
る
が
、

で
は
彼
の
言
説
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
最
低
限
の
精
神
分
析
理
論
を
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

〔自
分

い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
下

小
林
康
夫
に
よ
る
と
、
バ
ル
ト
は

「
ラ
カ
ン
の
い
わ
ゆ
る

〈象
徴
界
〉、
〈
現
実
界
〉、
〈
想
像
界
〉
の
理
論
を
、
き
わ
め
て
個
人
的
な
仕
方
で

こ
の
う
ち
、

す
る
も
の
で
あ
る
。

一
九
八
五
、

二

0
二
）
。
こ
こ
で
は
以
上
の
三
領
域
を
、
今
後
の
議
論
に
必
要
な
概
念
と
し
て
紹
介
し
て
お
く
。

と
く
に
ラ
カ
ン
の
言
及
す
る

「
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル

（想
像
界
）
」
は、

で
き
る
。

こ
の
鏡
像
段
階
理
論
と
は
、

い
わ
ゆ
る
鏡
像
段
階
理
論
と
関
連
さ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
が

い
か
に
し
て
自
我
が
、
同

一
化

(identification)

の
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
の
か
を
解
明

ま
ず
、
ラ
カ

ン
の

『
エ
ク
リ
』
Ecrit
(
1
9
6
6
)

に
お
さ
め
ら
れ
た

「
〈
わ
た
し
〉
の
機
能
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
の
鏡
像
段
階
」
L
e
stade 

(l
)
 

f

f

.

]
e
を
紐
解
い
て
み
よ
う
。
ラ
カ
ン
に
よ
る
と
、
人
間
は
誕
生
に
際
し
て
、
秩
序
的
な
統

一

d
u
 m
i
r
o
z
r
 c
o
m
m
e
 
o
r
m
a
t
e
u
r
 d
e
 la 
onctiSi d
u
 

性
を
著
し
く
欠
い
た
不
完
全
な
状
態
で
産
出
さ
れ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
新
生
児
は
運
動
機
能
の
未
発
達
ゆ
え
に
、

み
ず
か
ら
の
身
体
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
新
生
児
は
バ
ラ
バ
ラ
に
分
断
さ
れ
た
身
体
像
を
甘
受
せ
ざ
る
を
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、

未
だ
自
ら
を
同
定
す
る
術
を
獲
得
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。
し
か
し
幼
児
の
未
熟
な
状
態
は
、
統

一
的
感
覚
へ
の
運
動
が
始
動
す
る
瞬
間
、
す

な
わ
ち

〈鏡
像
段
階
〉

へ
の
移
行
に
と
も
な
っ
て

一
応
の
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

具
体
的
に
は
、
生
後
六
ヶ
月
か
ら
十
八
ヶ
月
頃
ま
で
の
時
期
が
対
応
す
る
と
い
う
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
、

「
子
供
は
は
し
ゃ
ぎ
な
が
ら
、

翻
訳
」
し
た
と
い
う

（小
林
他

そ
れ
は

〈想
像
界
〉
が
組
織
さ
れ
る
段
階
で
あ
り
、
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か
で
自
ら
を
定
位
す
る
過
程
を
歩
む
。

り

『
象
徴
秩
序
』
、
言
語
が
必
要
」
と
な
る

絶
え
間
な
い
危
険
」
を
伴
う
も
の
で
も
あ
る
（
ラ
ン
グ

ル 分
と
を
混
同
」
あ
る
い
は
「
同
一
化
」
し、

「
そ
れ
ま
で
断
片
的
に
体
験
さ
れ
て
い
た
身
体
を
全
体
と
し
て
定
位
」
す
る
こ
と
に
な
る
（
ル
メ
ー

ン の
も
の
と
し
て
〕
引
受
け
る
像
の
動
き
と
、
鏡
に
写
る
そ
の
周
囲
と
の
関
係
、

が
自
分
自
身
の
体
で
あ
れ
、
人
間
で
あ
れ
、

一
九
七
二
、

一
九
八
三
、

―
二
五
）。

こ
の
と
き
幼
児
は

「他
者
や
自
己
の
鏡
像
あ
る
い
は
母
親
の
な
か
に
同
類
を
見
る
」
こ
と
で
、

「
そ
の
同
類
と
自

―
―
七

I
-
―
八
）
。

反
射
像

（お
よ
び
、

〈
現
実
界
〉
と
は
、

（ク
レ
マ
ン

一
九
八

一
、

つ
ま

さ
ら
に
は
自
分
の
そ
ば
に
あ
る
も
ろ
も
ろ
の
対
象
で
あ
れ
ー
ー
L

と
の
関
係
を
体
験
す
る
」
（
ラ
カ

つ
ま
り
幼
児
は
、
知
覚
さ
れ
た
瞬
間
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
反
復
的
に
と
ら
え
る
こ
と
で
、
自
ら
と
、
鏡
の

そ
れ
に
準
じ
る
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
）
と
を
同
一
視
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
幼
児
に
と
っ
て
の
鏡
像
的
他
者
は
、

「自

我
と
い
う
統

一
体
の
幻
想
」
を
保
証
す
る
魅
惑
の
囮
で
は
あ
る
の
だ
が
、

そ
の
幻
想
性
ゆ
え
に

「
カ
オ
ス
の
な
か
へ
、
再
び
落
ち
こ
む
と
い
う

一
九
八
三
、
四

0
)。
そ
し
て
鏡
像
段
階
を
通
過
し
た
の
ち
、
幼
児
は

「
父
」
に
代
表

さ
れ
る
社
会
的
な
も
の
と
の
同

一
化
を
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

三

つ
の
境
域
の
区
分
に
よ
っ
て
明
確
に
し
て
い
る
」（
ル
メ
ー
ル

つ
ま
り
母
子
の
双
数
的
関
係
か
ら
脱
出
す
る
た
め
に
は

「
第
三
者
、

(
i
b
i
d
., 

4
5
)

。
こ
れ
以
降
、
幼
児
は
幻
想
に
す
ぎ
な
い
全
能
性
を
剥
奪
さ
れ
、

言
語
的
秩
序
の
な

「
ラ
カ
ン
は
、

言
語
学
の
も
た
ら
し
た
も
の
を
利
用
し
て
、
人
間
存
在
の
問
題
を
、

〈
現
実
界
〉、
〈想
像
界
〉
お
よ
び

〈象
徴
界
〉
と
い
う

一
九
八
三
、
三
二
五
）
。
バ
ル
ト
は
こ
の
う
ち
、
ラ
カ
ン
的
な
〈
現
実
界
〉

に
言
及
し
て
、
そ
の
審
級
を

「不
可
能
な
も
の
、
す
な
わ
ち
到
達
で
き
ず
、

言
説
を
逃
れ
て
し
ま
う
も
の
」
と
し
て
規
定
し
、
さ
ら
に

「
ト
ボ

”
不
可
能
な
領
域
“

一
九
三
）
。
こ
の

な
の
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ト
リ
ー
ヌ

・
ク
レ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、

ロ
ジ

ー
的
に
言
え
ば
、
多
次
元
の
秩
序
（
現
実
的
な
も
の

le
r
e
e
l)

と
単
次
元
の
秩
序
（
言
語
活
動

le
la
n
g
a
g
e
)

と
を

一
致
さ
せ
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
」
と
述
ぺ
て
い
る
（
B
日
t
h
e
s
1
9
7
8
,
 I

I
I
'
8
0
6
)
。
な
ぜ
な
ら
ば

「
現
実
的
な
も
の
は
は
じ
め
か
ら
す
で
に
構
造
か
ら
し
め
出

さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
排
除
さ
れ
て
い
る

Sorclos)

も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
」
か
ら
で
あ
る

イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
の
構
成
に
先
行
す
る

つ
ま
り
こ
の
虚
像
的
な
複
合
と
こ
れ
が
裏
づ
け
る
現
実
そ
れ
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こ
の

〈現
実
界
／
現
実
的
な
も
の
〉
は
二
通
り
の
方
法
で
表
出
し
う
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
第

一
に

「対
象

a
と
い
う
身
代
わ
り
に
よ
っ
て
」

で
あ
り
、
第
二
に

「象
徴
的
な
も
の
が
そ
れ
と
結
び
つ
く
稀
な
瞬
間
、
普
通
は
堰
と
な
っ
て
い
る
自
我
を
つ
き
破
っ
て
直
接
に
」
表
出
す
る
と

い
う

(ibid
.,
2
0
0
)
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
非
常
事
態
に
際
し
て
、

〈
現
実
界
／
現
実
的
な
も
の
〉
は

「身
構
え
の
で
き
て
い
な
い
主
体
」
を

「爆
発
的
に
転
覆
さ
せ
て
し
ま
う
」
と
も
指
摘
さ
れ
る

以
上
が
バ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
う
え
で
必
要
と
さ
れ
る
ラ
カ
ン
理
論
の
概
要
で
あ
る
が
、
彼
が
精
神
分
析
に
対
し
て
曖
昧
な
姿
勢

を
維
持
し
た
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
精
神
分
析
的
に
解
釈
可
能
な
語
群
も
ま
た
、
バ
ル
ト
の
文
脈
に
お
い
て
は
、

以
外
の
意
味
を
考
慮
し
つ
つ
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
バ
ル
ト
が
多
用
す
る

〈想
像
的
な
も
の
〉
l'i
m
a
g
i
n
a
i
r
e
と
い

う
用
語
も
、

「
想
像
界
」
と
い
う
精
神
分
析
的
な
語
義
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
、

「内
的
表
象
の
集
合
」
と
い
う
本
義
に
お
い
て
も
理
解
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
。

の
照
準

（お
よ
び
光
景
）
を
監
視
し
、

そ
れ

い
ず
れ
に
せ
よ
バ
ル
ト
は
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
を

「
イ
メ
ー
ジ
の
包
括
的
想
定
」

と
し
て
位
置
づ
け

(
B
月
t
h
e
s
1
9
7
5
,
 I

I
I
'
1
7
5
)

、

「
そ
の
癒
着
性

（
そ
の
粘
着
性
）
」
を
問
題
視
す
る

(
B
臼
t
h
e
s
1
9
7
7
,

日
-
5
0
7
)
。
つ
ま
り

「
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
は
、
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

つ
り
上
げ
、
純
化
し
、
平
準
化
し
、

1
9
7
5
,
 I

I
I
'
1
9
9
)

。
と
も
か
く
、
ど
の
よ
う
な
術
語

「
自
然
ら
し
さ
」
や

「
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
」
な
ど

ー

が
採
用
さ
れ
る
に
せ
よ
、
心
的
イ

メ
ー
ジ
は
言
語
権
力
と
不
可
分
な
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。

『
ミ
ト
ロ
ジ

ー
』
M
y
t
h
o
l
o
g
i
e
s
で
概
念
化
さ
れ
る

〈神
話
〉
le
m
y
t
h
e
と
は
、

集
団
的
な
レ
ベ
ル
で
共
有
さ
れ
た
心
的
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、

ま
た
、
そ
れ
は
二
つ
の
記
号
体
系
の
複
合
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず

一
次
的
体
系
で
は

「
シ
ニ
フ
ィ
ア

ン
」
と
「
シ

ニ
フ
ィ

エ
」
、
そ
し
て
両
者
の
複
合
的
総
体
と
し
て

の

「記
号
」
が
、
ラ
ン
グ
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
意
味
の
現
前
を
可
能
に
し
て
い
る

(B
日
t
h
e
s
1
9
5
7
,
 

二、

”意
味
の
帝
国
“
に
お
け
る
記
号
の
充
実
性

(ibid
.)
。

コ
ー
ド
化
し
、
修
正
し
、
強
制
す
る
も
の
」
な
の
で
あ
る

(B
月
t
h
e
s
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（写真 1)「バ リ・マッチ」に

おける黒人兵士の写真

I
,
6
8
7
)

。
な
お
、
バ
ル
ト
は

一
次
的
体
系
の
素
材
と
し
て

「書
か
れ
た
言
説
の
み
な
ら
ず
、
写
真
、
映
画
、

ペ
ク
タ
ク
ル
、
広
告
」
な
ど
を
挙
げ
て
い
る

(
i
b
i
d
.,

6
8
4
)
。
こ
れ
に
対
し
て
神
話
の
レ
ベ
ル
で
は
、

グ
の
体
系
の
最
終
要
素
）
が
、
二
次
的
体
系
に
お
け
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
（
神
話
の
体
系
の
第
一
要
素
）
を
兼
ね
て
い
る

(
i
b
i
d
.,

6
8
9
)
。

．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

り
ラ
ン
グ
を
超
え
た
水
準
で

「神
話
」
を
構
築
す
る
の
は
、
こ
の
「
第
二
の
記
号
学
的
体
系
」
な
の
で
あ
る

(
i
b
i
d
.,

6
8
7
)
。

神
話
の

二
次
的
な
体
系
は
ラ
ン
グ
の

一
次
的
な
体
系
を
従
属
さ
せ
る
。
そ
の
と
き
神
話
の

二
層
構
造
は
、
圧
倒
的
な
量
的
不
均
衡
を
抱
え
こ

む
こ
と
に
な
る
。
「
神
話
の
概
念
の
場
合
、

か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
利
用
可
能
な
、
ソ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
群
れ
を
無
限
に
所
有
し
て
い
る
」

(
i
b
i
d
.,

6
9
1
)

。
な
ぜ
な

ら
神
話
の
概
念
は
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
よ
り
は
る
か
に
乏
し
く
、
多
く
の
場
合
、

そ
れ
は
表
象
1
1
再
提
示

(re,presenter)

さ
れ
る
も
の
で
し

つ
ま
り
多
数
の
素
材
に
よ
っ
て
神
話
の
単
一
的
な
シ
ニ
フ
ィ
エ
、

そ
の
超
越
的
な
意
味
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

••••• 

こ
の
と
き

一
次
的
な
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
固
有
の
細
部
を
捨
象
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
中
央
集
権
的
な
神
話
の
概
念
へ
と
”
併
合
“
さ
れ
る
。
バ
ル
ト

は
神
話
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

「植
民
地
化
に
よ
る
収
奪
」
(
i
b
i
d
.,

7
0
0
)

と
し
て
表
現
し
た
が
、

味
の
帝
国
」
を
支
え
る
の
は
、
神
話
的
な
「
概
念
」
の
優
越
性
で
あ
り
、
そ
の
超
越
性
な
の
で
あ
る
。

実
際
に
バ
ル

ト
は

「パ

リ
・
マ
ッ
チ
」
p
a
rぢ
'
M
a
t
c
h
の
表
紙
（
写
真

l
)
を
分
析

の
題
材
と
し
て
と
り
あ
げ
な
が
ら
、

こ
の
よ
う
な
記
号
学
的
体
制
、
す
な
わ
ち

「意

そ
の
敬
礼
す
る
黒
人
兵
士
の
写
真
に
よ
っ
て
、

フ

ラ
ン
ス
の
帝
国
主
義
と
人
種
差
別
主
義
と
い
う
歴
史
的
真
実
を
隠
蔽
す
る
神
話
が
具
体

的
に
示
さ
れ
て
い
る
、
と
解
釈
す
る
。
た
だ
し
、
上
述
の
「
量
的
不
均
衡
」
と
い
う
こ

と
を
勘
案
す
れ
ば
、

そ
れ
で
は
、

そ
の
当
時
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
な
か
で
流
通
し
て
い
た
神
話
的
意
味

な
ぜ
神
話
が
問
題
な
の
だ
ろ
う
か
。

は
、
こ
れ
以
外
の
様
々
な
記
号
群
に
よ
っ
て
も
提
示
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
は
神
話
が
意
味
の
凝
着
性

つ
ま

一
次
的
体
系
に
お
け
る

「
記
号
」
（
ラ
ン

ル
ボ
タ
ー
ジ
ュ
、

ス
ポ
ー
ツ
、

ス
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(
i
b
i
d
., 

I
ー

6
9
4
)

、
そ
の
呼
び
か
け
が
「
凝
固
し
た
こ
と
ば
」
p
日
o
l
e
f
i
g
e
e

で
あ
る
点
を
指
摘
す
る

(
i
b
i
d
.,
I
-
6
9
5
)
。
写
真
の

「
黒
人
は
フ
ラ

ン
ス
帝
国
性
の
名
に
お
い
て
わ
た
し
に
呼
び
か
け
る
」
の
だ
が
、

「
そ
れ
と
同
時
に
、

黒
人
の
敬
礼
は
濃
密
に
、
透
明
に
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
帝

国
性
を
基
礎
づ
け
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
永
遠
の
法
例
前
文
と
し
て
凝
固
す
る
」
(
ibid
.)
。
こ
の

「
凝
固
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
既
述
の
ス
テ
レ

オ
タ
イ
プ
、
ド
ク
サ
、
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
に
通
じ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
神
話
は

「
よ
び
か
け
」
の
機
能
で
も
っ
て
人
々
の
記

号
活
動
を
制
御
し
、

と
こ
ろ
で
バ
ル
ト
の
見
解
に
従
え
ば
、

「記
号
の
恣
意
性
」

l'arbitraire
d
u
 s
i
g
n
e

こ
そ
が
健
全
さ

(
s
a
n
t
e
)

の
指
標
で
あ
っ
た

(
i
b
i
d
.,

I
'
6
9
5
 

脚
注）。

逆
に
、
彼
に
と

っ
て

「
吐
き
気
を
催
さ
せ
る
」
も
の
と
は
、

「動
機
付
け
」
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n

に
よ
る

「偽
り
の
自
然
」
f
a
u
s
s
e
n
a
t
u
r
e

へ

の
依
存
な
の
で
あ
る

「
神
話
が
命
令
の
、

”自
明
の
理
“
、
あ
る
い
は

”自
然

そ
し
て
呼
び
か
け
の
性
格
を
備
え
る
」

こ
と
に
言
及
し
な
が
ら

そ
し
て

”意
味
の
帝
国
“
を
安
定
化
さ
せ
る
作
用
を
発
揮
す
る
も
の
と
な
る
。

(
ibid
.,

同
頁
脚
注
）
。
「
倫
理
的
な
観
点
か
ら
、
神
話
に
お
い
て
気
詰
ま
り
な
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

ム
が
動
機
付
け
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
で
あ
る

(
i
b
i
d
.,

同
頁
脚
注）。

い。

そ
れ
は
常
に
部
分
的
に
動
機
付
け
さ
れ
、

つ
ま
り

「神
話
的
な
意
味
作
用
は
全
面
的
に
恣
意
的
で
あ
る
こ
と
は
な

ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
部
分
を
否
が
応
で
も
含
ん
で
い
る
」
(
i
b
i
d
.)
。
例
え
ば

「
フ
ラ
ン
ス
帝
国
性
が

敬
礼
す
る
黒
人
を
つ
か
ま
え
る
た
め
に
は
、

黒
人
の
敬
礼
と

一
般
的
な
フ
ラ

ン
ス
兵
士
の
敬
礼
と
の
間
の
同

一
性
が
必
要
で
あ
る
」
(
i
b
i
d
.)
。

こ
の

「動
機
付
け
」
に
よ
っ
て
過
剰
な
同

一
性
が
組
織
さ
れ
、

「黒
人
」
は
意
味
論
的
に
も

「
フ
ラ
ン
ス
帝
国
性
」

で
は
、
そ
も
そ
も
無
関
係
な
は
ず
の

「
黒
人
の
敬
礼
」
と

「
フ
ラ
ン
ス
兵
士
の
敬
礼
」
と
が
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
も
の
と
し
て

一
括
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
既
述
の
と
お
り
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
原
理
ー
|
'先
行
モ
デ
ル
に
対
す
る
模
倣

(11
同

化

）

こ

そ

が

ら
し
さ
“
を
構
築
す
る
た
め
の
条
件
と
さ
れ
て
い
た
。
バ
ル
ト
に
よ
る
批
判
の
矛
先
は
、

バ
ル
ト
に
と
っ
て

「
集
合
的
な
想
像
物

(
i
m
a
g
i
n
a
i
r
e
c
o
l
l
e
c
tif) 

（充
実
性
）
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
バ

ル
ト
は

の
喚
起
は
、

そ
れ
は
フ
ォ
ル

へ
と
連
行
さ
れ
る
。
こ
こ

そ
の
同
化
作
用
の
陥
穿
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
。

つ
ね
に
非
人
間
的
な
企
て
」
で
あ
っ
た

(
i
b
i
d
.,

I
ー

7
0
6

脚

注）。

な
ぜ
な
ら
ば

「プ
ル
ジ
ョ
ワ
の
擬
似
自
然

(
p
s
e
u
d
o
,
p
h
y
s
i
s
)

は
、
人
間
に
対
し
て
自
己
を
創
出
す
る
こ
と
を
完
全
に
禁
止
」
し
て
お
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i
b
i
d
 

•• 

I
I
-
7
8
1
)

を
幻
叩
八
JI
し
て
お
く
。

二、

(
i
b
i
d
., 

Iー

7
1
6ー

7
1
7
)

。

ま
り
”
自
然
ら
し
さ
“

”記
号
の
帝
国
“
に
お
け
る
記
号
の
空
虚
性

(
f
i
s
s
u
r
e
 m
e
m
e
 d
u
 s
y
m
b
o
l
i
q
u
e
)
」

左
J

目
心
中
山
そ
う

り
、
神
話
は
「
す
べ
て
の
人
間
」
が

「永
遠
の
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
で
自
己
を
認
識
す
る
こ
と
」
を
欲
す
る
か
ら
で
あ
る

(
i
b
i
d
.,

I
-
7
1
6
)
。

の
問
題
点
は
、
神
話
の
不
変
性
・
普
遍
性
を
僭
称
す
る
た
め
に
、
可
変
的

•

生
成
的
な

〈歴
史
〉
の
次
元
を
圧
殺
す
る

こ
と
に
あ
る
。
「
神
話
は
、
物
事
の
歴
史
的
性
質
の
後
退
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
」
、
「事
物
は
神
話
の
な
か
に
、

す
る
」
(
i
b
i
d
.,

1
-
7
0
7
)
。
こ
う
し
て
人
間
は
擬
似
自
然
の
な
か
に
、
す
な
わ
ち
虚
構
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
閉
域
へ
と
押
し
込
ま
れ
る
。
そ
こ
か
ら

脱
却
す
る
た
め
に
は
、
永
遠
の
も
の
と
し
て
錯
視
さ
れ
た
〈
自
然
〉
を
変
形
す
る
必
要
性
が
あ
る
。
「
永
遠
化
の
口
実
の
も
と
に
、
人
間
が
そ

の
な
か
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
る

〈自
然
〉
は

〈慣
習
〉
で
し
か
な
い
」
の
だ
か
ら
、
人
間
は

「
そ
れ
を
つ
か
み
取
り
、
変
形
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
」

『
記
号
の
帝
国
』
は
、
母
語
た
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
外
部
、
す
な
わ
ち
ラ
ン
グ
の
外
部
へ
の
旅
行
記
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
バ

ル
ト
は
母
語
の
彼
岸
に
お
い
て
、
「別
種
の
象
徴
で
は
な
く
、
象
徴
の
裂
け
目
そ
の
も
の

と
努
め
る
の
で
あ
る

(
B
月
t
h
e
s
1
9
7
0
b
,
 I

Iー

7
4
8
)
。

『
記
号
の
帝
国
』
に
頻
出
す
る
”
仮
面
“
の
メ
タ
フ
ァ

ー、

お
よ
び

”
裂
け
目
“

や
”
ひ
び
“

そ
れ
ら
の
製
造
の
記
憶
を
喪
失

に
つ
い
て
の
記
述
に
着
目
し
て
み
よ
う
。
ま

ず
手
始
め
に
、
仮
面
を
想
起
さ
せ
る
―

一枚
の
写
真

「民
俗
舞
踊
の
古
い
面
」
（
写
真
2
、
i
b
i
d
.,

IIー

7
5
2
)

と

「宝
誌
菩
薩
像
」
（
写
真

3
、

こ
れ
ら
は
バ
ル
ト
に
と
っ
て
異
邦
の
”
仮
面
“

で
あ
り
、
母
語
に
外
在
す
る
他
者
の
面
立
ち
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
前
者
は
、

ま
さ
に
仮
面
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
随
所
に
ひ
び
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
後
者
の
写
真
で
も
、
や
は
り
木
像
の
顔
面
に
裂
け

目
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
は
、
そ
の
中
央
か
ら
縦
に
、
も
う

―
つ
の
顔
が
覗
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
バ
ル

ト
は つ
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仮
面
に
刻
ま
れ
た
裂
け
目
の
内
奥
に
、
言
語
を
超
え
た
領
域
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
宝
誌
菩
薩
像
の

”
代
謝
“
「
仮
面
1
1
記
号
」
の
裂
け
目
か
ら
、
新
た
な

「仮
面
11
記
号
」
が
表
出
し
て
ゆ
く
は
、

七
0
年
に
な
さ
れ
た
主
張
デ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
は
「
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
最
後
の
も
の
」
で
あ
る

(
B
a
r
t
h
e
s
1
9
7
0
a
,
 IIー

5
6
1
)

と
重

ね
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
「
デ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
／
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
の
区
分
は
、
極
め
て
流
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
特
定

（写真 3)宝誌菩薩像 （写真 2)民俗舞踊の古い面

と
は
何
か
？
バ
ル
ト
は

『
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
』

Lep
l
a
i
s
i
r
 

d
u
 te
xte
 (
1
9
7
3
)

の
な
か
で
、
ラ
ン
グ
を
再
配
分
す
る

「切
り
傷
」
c
o
up
u
r
e
と
、
そ
の

「
縁
」

b
a
rd

を
語
っ
て
み
せ
る
。
彼
に
よ
る
と

一
方
は

「
思
慮
分
別
が
あ
り
、

規
範
的
な
、
剰
窃
的
な
縁
」
で
あ
り
、
他
方
は
「
流
動
的
で
、
空
虚
な
縁
」
な
の
だ
が
、

こ
の
両
者
の
間
隙
こ
そ
「
言
語
活
動
の
死

(
m
o
r
t
d
u
 I
a
n
g
a
g
e
)

が
垣
間
見
ら
れ
る
場
所
」

と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る

(
B
臼
t
h
e
s
1
9
7
3
a
,
 IIー

1
4
9
7
)
。
バ
ル
ト
は
間
違
い
な
く
、

二
つ
の

面
に
刻
ま
れ
た

こ
の
写
真
に
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
添
え
、

「記
号
と
は
断
層
（
打
a
c
t
u
r
e
)

で
あ
り
、
そ
の
断

層
は
別
の
顔
の
上
て
の
み
開
か
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る

(ib
id
.,
II
-
7
8
1
)
。
む
ろ
ん

「民

俗
舞
踊
の
古
い
面
」
の
場
合
、
仮
面
の
ひ
び
は
未
だ
拡
張
さ
れ
て
は
い
な
い
。
だ
が

「宝

誌
菩
薩
像
」
の
場
合
、
す
で
に
裂
け
目
の
内
側
か
ら
新
た
な
顔
が
露
出
し
つ
つ
あ
る
。
バ

ル
ト
の
解
説
に
し
た
が
っ
て

「仮
面
」
を
記
号
に
見
立
て
る
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
真
が

．
．
．

．．

．．． 

記
号
の
異
な
る
様
態
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち

前
者
は
、

ひ
と
つ
の

「仮
面
1
1
記
号
」
に
亀
裂
が
加
え
ら
れ
た
段
階
を
、
そ
し
て
後
者
は
、

そ
の
裂
け
目
か
ら
新
た
な
記
号
が
形
成
さ
れ
る
段
階
を
し
め
す
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
仮

”
裂
け
目
“

や
は
り

一
九
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で
あ
っ
た
。
こ
の
実
験
は
、

に
対
応
す
る
と
、
と
り
あ
え
ず
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
記
号
の
デ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
想
定
す
る
場
合
、

減
化
に
よ
っ
て
、
デ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
潜
在
的
な
意
味
（

コ
ノ
テ
ー

シ
ョ
ン
）

そ
れ
は
潜
在
的
な
意
味
の
可
能
体
を
抑
圧
・
排
除
す
る
こ
と
で
実
現
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
縮

の
最
後
の
も
の
と
し
て
生
き
残
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

”
記
号
の
地
殻
変
動
“
を
考
慮
す
れ
ば
、
宝
誌
菩
薩
像
の
双
面
の
う
ち
顕
在
面
は
デ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
対
応
し
、
潜
在
面
は

コ
ノ
テ
ー
シ
ョ

ン

”
何
か
“

の
実
質
は
、
バ
ル
ト
が
フ
ラ
ン
ス
語
圏
に
い
る
場
合
と
、

し
か
し
こ
の
解
釈
の
誤
り
は
、
バ
ル
ト
が
日
本
語
を
知
ら
な
い
、
と
い
う
事
実
か
ら
も
反
証
可
能
で
あ
る
。
た
し
か
に
バ
ル
ト
が
起
用
す
る

隠
喩
、
「
仮
面
」
が
記
号
を
意
味
す
る
と
し
よ
う
。
そ
し
て

「
ひ
び
」
や

「裂
け
目
」
が
、
仮
面
の
下
の
仮
面
、
す
な
わ
ち
記
号
の
下
か
ら
生

成
す
る
記
号
を
示
唆
す
る
と
し
よ
う
。
し
か
し
仮
面
の
下
の

い
る
場
合
と
で
は
完
全
に
異
な
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
バ
ル
ト
が

『
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
』

La
tour Eiffel (
1
9
6
4
)

で
お
こ
な
っ
た
の
は
、
共
有

さ
れ
た
コ
ー
ド
を
駆
使
し
な
が
ら
、
特
権
的
な
建
造
物
か
ら
想
起
し
う
る
心
的
イ
メ
ー
ジ
（
お
よ
び
、
意
味
）
を
極
限
ま
で
複
数
化
す
る
作
業

エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
が
無
限
に
近
い
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
帯
び
る
、
と
い
う
文
化
的
な
認
識
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
が
増
殖
さ
せ
る
心
的
イ
メ
ー
ジ
（
お
よ
び
意
味
）

日
本
語
圏
に

は
、
依
然
と
し
て
自
文
化
の
解
釈
コ
ー
ド
に
拘

束
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
他
方
で
、
日
本
に
滞
在
す
る
バ
ル
ト
の
記
号
活
動
は
、
異
国
の
コ
ー
ド
を
共
有
し
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
意
味

．
．
．
．
．
．
．
．
 

を
免
除
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。
バ

ル
ト
に
と
っ
て
の
宝
誌
菩
薩
像
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
宝
誌
菩
薩
像
と
等
価
で
は
な
い
。
バ

ル
ト
は
、
仏

像
の

二
重
化
さ
れ
た
顔

(
11
記
号
）
に
意
味
を
割
り
付
け
る
た
め
の
言
語
的
11
文
化
的
コ
ー
ド
を
、
デ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
次
元
で
も
、
あ
る
い

は
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ

ン
の
次
元
で
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
（
こ
と
に
な
っ
て
い
る
）
。

つ
ま
り
宝
誌
菩
薩
像
は
、
意
味
な
き
記
号
と
し
て
バ
ル

ト
に
現
前
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
が
直
面
す
る
コ
ー
ド
の
不
在
と
い
う
事
態
に
よ
っ
て
、
視
覚
対
象
は
空
虚
な
ま
ま
維
持
さ
れ
、
単
な
る
オ
ブ

ジ
ェ
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
宝
誌
菩
薩
像
の
イ
メ
ー
ジ
が

一
神
教
的
な

．
．
．
 

の
は
、
ラ
ン
グ
の
外
部
に
位
置
す
る
、
い
わ
ば
形
容
不
可
能
な

”
意
味
の
支
配
“
に
な
じ
む
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
彼
が
対
峙
し
て
い
る

”
他
者
“
な
の
で
あ
る
。
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け
る
も
の
」
の
う
え
に
漂
流
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

バ
ル
ト
の
以
上
の
よ
う
な
姿
勢
は
、

『
記
号
の
帝
国
』
出
版
の
翌
年
に
な
さ
れ
た
次
の
主
張
か
ら
も
理
解
で
き
る
。

剥
ぎ
取
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
も
は
や
神
話
で
は
な
く
」
、
「
記
号
そ
の
も
の
」
で
あ
る
と
指
摘
し
、

「（
潜
在
的
な
）
意
味
を
明
確
化
す
る
の
で

は
な
く
」、
む
し
ろ

「意
味
の
表
象
そ
の
も
の
に
裂
け
目
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
」
の
必
要
性
を
説
く
の
で
あ
る

(
B
臼
t
h
e
s
1
9
7
1
b
,
 IIー

1
1
8
4
)
。

彼
は
コ
ー
ド
の
内
部
で
は
な
く
外
部
か
ら
、
も
は
や

「神
話
」
で
は
な
く

「記
号
」
の
仮
面
性
を
、
す
な
わ
ち
、

の
で
あ
る
。

工
で
は
な
く
、

言
語
外
現
実
の
深
淵
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
”
記
号
の
帝
国
“

一
転
し
て

つ
ま
り
彼
は

「仮
面
を

そ
の
代
理
1
1
表
象
性
を
問
う

そ
も
そ
も
バ
ル
ト
に
よ
る
批
判
対
象
、
た
と
え
ば
「
ド
ク
サ
的
な
体
系
」
に
は

「
断
層
」
faille

が
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
た

1
9
7
5
,
 I

I
I
-
2
0
9
)
0

~
ふ
か
、
し
バ
ル
ト
のH
＊
で
は
、
記
号
は
意
味
を
欠
い
た
ま
ま
凝

着
す
る
こ
と
が
な
い

。

し
た
が
っ
て
唯

一
の
真
理
が
複
数

(
B
a
r
t
h
e
s
 

の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
占
拠
す
る
、
と
い
う
”
植
民
地
化
“
も
発
生
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
バ
ル
ト
は
、
母
語
た
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
外

部
に
身
を
置
く
こ
と
で
、
望
ま
し
い
意
味
の
免
除
を
味
わ
う
。
こ
の
異
邦
の
地
で
は
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
下
に
広
が
っ
て
い
る
の
は
シ
ニ
フ
ィ

は、

「現
実
界
の
な
か
で
永
遠
に
意
味
な
き
も
の
で
あ
り
続

バ
ル
ト
は

”記
号
の
帝
国
“
で
意
味
の
喪
失
を
体
験
す
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
記
号
受
容
の
あ
り
方
は
、
彼
が
テ
ク
ス
ト
に
織
り
込
む

写
真
群
か
ら
も
派
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
バ
ル
ト
が
前
置
き
す
る
よ
う
に
、
こ
の
書
物
の
「
本
文
は
映
像
を
注
釈
せ
ず
、
映
像
は
本
文
を
説
明

し
な
い
」（
B

目
h
e
s
1
9
7
0
b
,
 II

-
7
4
5
)
。
す
な
わ
ち

『記
号
の
帝
国
」
の
写
真
映
像
は
、
バ
ル
ト
に

「意
味
の
喪
失
」
p
e
r
t
e
d
e
 s
e
n
s

を
も
た

ら
す

「視
覚
的
動
揺
」

0
ac
i
l
l
e
m
e
n
t
v
i
s
u
e
一
の
端
緒
な
の
で
あ
る

(
i
b
i
d
.)
。
だ
が

『記
号
の
帝
国
』
の
こ
の
よ
う
な
前
提
は
、
バ
ル
ト
の
言
語
ー

映
像
観
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
バ
ル
ト
の
理
論
的
枠
組
み
で
は
、

そ
も
そ
も

「言
語
」
と

「映
像
」
の
相
互
補
完
関
係

が
意
味
の
投
錨
を
可
能
に
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
バ
ル
ト
は
”
記
号
の
帝
国
“
に
関
す
る

「言
語
」
と

「映
像
」
の
間
隙
に
、

意
味
の
喪
失
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
写
真
の
な
か
に
意
味
の
喪
失
を
も
と
め
る
試
み
は
、
の
ち
に

『
明
る
い
部
屋
』
に
お
い
て
、
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（写真 4)紙芝居の前の少年少女
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（写真 5)顔

ら
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、

日
本
人
の
”
裂
け
目
“

て
い
る
紙
芝
居
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ

さ
ら
に

『
記
号
の
帝
国
』
の
読
者
も
、
少
年
の
見

よ
る
乗
り
越
え
が
た
い
断
層
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

ト
と
少
年
と
の
あ
い
だ
に
は
、

コ
ー
ド
の
有
無
に

眼
に
う
つ
る
意
味
世
界
が
見
え
て
い
な
い
。
バ
ル

し
か
な
い
と
き
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
人
に
は
少
年
の

が
、
そ
れ
を
見
る
バ
ル
ト
に
と
っ
て
オ
プ
ジ
ェ
で

い
る
の
で
あ
る
。
紙
芝
居
を
見
る
少
年
の
眼
差
し

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
眼
差
し
は
共
通
し
て
人
格
性
を
剥
奪
さ
れ
て

起
さ
せ
る
写
真
が
数
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
バ
ル
ト
に
と
っ
て
、
異
邦
の

”仮
面
“
に
は
、
意
味
の
喪
失
を
招
き
入
れ
、

と
こ
ろ
で

黒
い
し
ず
く
」

(
i
b
i
d
.,

I
I
-
8
1
6
)

と、

り
魂

(a.
m
e
)

ま
た
後
者
の
日
本
人
は

「
目

(y
e
u
x
)

で
は
な
い
」
(
i
b
i
d
.,

I
I
'
8
2
2
)

と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
。

は
、
眼
が
”
裂
け
目
“
と
し
て
、
オ
プ
ジ
ェ

て
幾
つ
か
の

”
言
語
の
外
部
“
を
垣
間
見
さ
せ
る

”
裂
け
目
“
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

「温
室
の
写
真
」

へ
の

”
探
求
“
の
過
程
で
再
燃
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
『
記
号
の
帝
国
』
に
は

”他
者
“

の
面
立
ち
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し

”他
者
の
（
裂
け
）
目
“
を
見
る
と
い
う
経
験
は
、

『
記
号
の
帝
国
』
の
別
の
箇
所
に
お
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で

紹
介
す
る
二
枚
の
写
真

「

紙
芝
居
の
前
の
少
年
少
女
」
（
写
真
4
、
i
b
i
d
.,

I
Iー

8
1
6
)

と

「顔
」
（
写
真
5
、
i
b
i
d
.,

II
-
8
2
2
)
 

で
あ
り
視
線

(
r
e
g
a
r
d
)

の
写
真
I

で

（対
象
1
1
物
）
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
各
写
真
に
添
え
ら
れ
た
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
は
、

双
方
と
も
日
本
人
の
眼
差
し
に
言
及
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
前
者
の
少
年
は
「
磁
器
の
よ
う
に
白
い
ま
ぶ
た
の
下
に
、
大
き
な

で
は
な
い
。
裂
け
目

(fente)

で
あ

”仮
面
“
と
”
裂
け
目
“
を
想
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バ
ル
ト
に
と
っ
て
母
語
か
ら
疎
外
さ
れ
る
と
い
う
状
況
が
、
母
語
か
ら
生
起
す
る
疎
外
の
す
べ
て
を
阻
止
す
る
と
さ
れ
る
こ
と
は
特
筆
に
値

は
、
エ

ッ
フ

ェ
ル
塔
の
よ
う
な
意
味
生
成
の
源
泉
と
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
観
光
客
の
視
線
を
呑
み
込
む
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
と
は
違
い
、

観
光
客
バ
ル
ト
は
異
邦
の
裂
目
と

一
体
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
視
覚
的
特
性
は
、

『
記
号
の
帝
国
』
で
論
及
さ
れ
る
視
線
を
遮
断
す

る
皇
居
と
基
本
的
に
同
根
の
も
の
で
あ
る
。

日
本
と
い
う
”
記
号
の
帝
国
“
に
お
い
て
、
バ
ル
ト
は

「
ひ
と
つ
の
外
国
語
を
知
り
、
し
か
も
そ
れ
を
理
解
し
な
い
」
で
い
る
こ
と
を
夢
と

し
て
語
り
、
外
国
語
と
母
国
語
の
断
絶
を
維
持
し
た
ま
ま

「
翻
訳
不
可
能
な
も
の
」
l
'
i
n
t
r
a
d
u
i
s
i
b
l
e

を
味
わ
お
う
と
す
る

(
i
b
i
d
.,

I
I
,
7
4
8
)
。

と
は
明
ら
か
に
別
種
の
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
バ
ル
ト
は
、
人
々
が
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
を
訪
れ
る
の
は

そ
れ
は

『
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
』
で
の
”
夢
“

夢
に
参
加
す
る
た
め
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
観
光
客
に
と
っ
て
塔
は
、
無
辺
の
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
と
、
無
限
の
心
的
イ
メ
ー
ジ
と
を
約
束
す

る
超
越
的
な
視
点
な
の
で
あ
る
。
反
対
に

『
記
号
の
帝
国
』
で
は
、
皇
居
に
せ
よ
日
本
人
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
バ
ル
ト
に
と
っ
て
到
達
不
可
能

な
視
点
を
垣
間
見
せ
る
も
の
と
な
る
。
だ
が
バ
ル
ト
が
異
邦
語
の
コ
ー
ド
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
”
言
語
の
外
部
“

未
知
の
言
語
に
よ
る
大
量
の
ざ
わ
め
き
は
、
甘
美
な
保
護
者
と
な
っ
て
、
異
邦
人
を

（そ
の
国
が
異
邦
人
に
敵
意
を
も
た
な
け
れ
ば
）
音
の

皮
膜
で
包
み
込
む
。
そ
の
皮
膜
は
、
母
語
の
も
つ
す
ぺ
て
の
疎
外
作
用

(
a
l
i
e
n
a
t
i
o
n
s
)

を
耳
元
で
阻
止
し
て
く
れ
る
。
母
語
を
話
す
人
の

地
域
的
・
社
会
的
出
自
、
教
登
・
知
性
・
趣
味
の
程
度
、
彼
を
人
格
と
し
て
構
成
し
、

す
る
イ
メ
ー
ジ
な
ど
が
疎
外
を
う
む

(
i
b
i
d
.,

IIー

7
5
0
)
。

す
る
。
バ
ル
ト
の
権
力
批
判
を
念
頭
に
お
け
ば
、
彼
が
異
邦
の
地
に

”
言
語
の
外
部
“
を
求
め
た
の
は
当
然
と
い
え
よ
う
。
バ
ル
ト
が
記
号
学

に
固
執
す
る
の
は
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
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ゞ
レ
ト
ま

ノ

）

＇

部
な
の
で
あ
る
。

”意
味
の
帝
国
“
と

”
記
号
の
帝
国
“

ふ

た
つ
の
記
号
学
的
体
制
に
あ
た
え
ら
れ
た

「
充
実
／
空
虚
」
p
le
i
n
/
v
id
e

の
対
比
が
、
バ
ル
ト

年
）、
ギ
イ

・
ス
カ
ル
ペ

ッ
タ
と
の
対
談
に
お
い
て
、
バ
ル
ト
は
東
京
に
言
及
し
、

に
よ
る
言
説
の
構
成
上
、
枢
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
『
記
号
の
帝
国
』
が
出
版
さ
れ
た
翌
年

（す
な
わ
ち

一
九
七

一

そ
こ
で
充
実
と
空
虚
と
を
対
立
さ
せ
て
い
る
。

彼
に
よ
る
と

「充
実
、

ら
れ
る

(
i
b
i
d
.)

。

そ
れ
は
主
観
的
に
は
記
憶
（
過
去
、
父
）

あ
る
」
と
い
う

(B
日
t
h
e
s
1
9
7
1
c
,
 I

I
'
1
2
8
4
)

。
こ
れ
に
対
し
て

「空
虚
、
そ
れ
は
む
し
ろ

（反
復
と
は
反
対
の
）
新
し
さ
」
で
あ
る
と
述
べ

い
ず
れ
に
せ
よ
、

バ
ル
ト
は

「充
実
／
空
虚
」
の
対
概
念
を
下
敷
き
に
し
て
、
西
洋
的
な

バ
ル
ト
が
と
ら
え
た
で
あ
ろ
う
現
代
の
西
欧
社
会
、

し
て
い
る

(
i
b
i
d
.)

。
し
か
し
、

教
会
の

「神
」
、
国
家
の

「
首
長
」
、

”意
味
の
帝
国“

そ
れ
を
モ
ー
リ
ス

・
パ
ン
ゲ
は

「演
劇
的
で
ナ
ル

シ
ス
的
な
ヒ
ス
テ
リ
ー
性
」
を
特
徴

と
す
る

「内
密
な
意
味
の
帝
国
」
と
し
て
表
現
す
る

（
パ
ン
ゲ

1
9
8
7
,

5
2
)

。
パ

ン
ゲ
に
よ
る
と

「意
味
の
権
力
を
う
ち
立
て
る
記
号
」

は、

大
昔
か
ら

「意
味
の
帝
国
」
を
組
織
し
て
い
た

(
i
b
i
d
.,

5
1
)

。
そ
の
完
成
形
態
が

「教
会
」
、
「
国
家
」
な
ど
で
あ
る

(
i
b
i
d
.)

。
し
か
し
現
代

に
お
い
て

「意
味
は
個
別
的
な
存
在
、
人
格
の
中
心
に
宿
る
」
と
さ
れ
、

「各
自
が
自
分
の
欲
望
だ
け
に
同
化
」
す
る
と
い
う
事
態
が

一
般
化

い
ず
れ
に
せ
よ

「意
味
は
必
ず
、

そ
し
て
内
密
な
次
元
の

「
自
我
」
に
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る

(
ib
i
d
.)

。

へ
の
ア

ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
、

「
日
本
と
い
う
国
の
な
か
に
記
号
の
支
配
を
見
出
し
た
」
と
パ
ン
ゲ
は
指
摘
す

”
記
号
の
帝
国“

と
い
う
対
立
図
式
を
発
想
す
る
こ
と
に
な
る
。

結
語
に
か
え
て

的
冒
険
の
果
て
に
志
向
す
る
の
は
、
も
は
や
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
領
域
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

そ
の
存
立
条
件
た
る
ラ

ン
グ
の、

や
は
り
、

そ
の
疎
外
性
の
外

で
あ
り
、
神
経
症
的
に
は
反
復
で
あ
り
、
社
会
的
に
は
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
で

”意
味
の
帝
国“

と
日
本
的
な

そ
の
中
心
に
結
び
つ
く
よ
う
な
具
合
に
、

主
権
者
た
る
主
体
」
、
た
と
え
ば
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る

(
ibid・

入

5
2
)
。
と
く
に
異
邦
人
た
る
バ
ル
ト
に
と
っ
て
、

一
九
九
六
、
二
七
三
）。

そ
の

”記
号
の
帝
国
“

し
て
、
分
断
さ
れ
た
塊
の
ま
ま
」
で
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（パ

ン
ゲ

は
も
は
や
意
味
で
は
な
く
記
号
が
支
配
す
る
領
域
な
の
で

あ
る
。
留
意
す
ぺ
き
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る

「記
号
」

の
概
念
が

「意
味
を
欠
い
た
言
語
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る

（鈴
村

日
本
と
い
う

”記
号
の
帝
国
“
に
お
い
て
、

記
号
は
望
ま
し
い

合
と
は
異
な
り
、
「
誤
謬
の
な
い
、

至
上
の
、
超
越
的
な
確
実
性
に
あ
ら
か
じ
め
自
分
を
結
び
つ
け
た
り
は
し
な
い
」
(
i
b
i
d
.,

5
7
)
。

”記
号
の
帝
国
“
と
し
て
の
日
本
は
、
望
ま
し
い

「多
元
性
」
を
保
ち
な
が
ら
、

「現
実
界
の
な
か
で
永
遠
に
意
味
な
き
も
の
で
あ
り
続
け
る
も

の
」
の
う
え
に
漂
う
の
で
あ
る

(
i
b
i
d
.)
。
こ
う
し
て
日
本
は
バ
ル
ト
を
異
邦
の
空
間
へ
と
連
れ
去
り
、

「
あ
ら
ゆ
る
充
実
し
た
意
味
が
排
除
さ

れ
た
間
隙
」
に
彼
を
生
か
す
こ
と
に
な
る

(
B

臼
t
h
e
s
1
9
7
0
b
,
 IIー

7
5
3
)
。
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