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実
感
か
ら
ロ
ゴ
ス
へ

―
―
加
藤
典
洋
著
『
言
語
表
現
法
講
座
』
を
め
ぐ
っ
て

（
岩
波
書
店
・
一
九
九
六
年
一
〇
月
）

松
葉
　
祥
一

「
論
理
的
な
文
章
の
書
き
方
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
、
一
般
向
け

の
講
座
を
頼
ま
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
そ
の
際
、
文
章
の
書
き
方

を
習
う
の
は
小
学
校
以
来
だ
と

お
っ
し
ゃ
る
方
が
多
い
。
確
か

に
、
日
本
の
中
・
高
等
教
育
に

は
、
文
章
の
書
き
方
を
教
え
る

機
会
が
不
足
し
て
い
る
よ
う
だ
。
高
校
や
予
備
校
で
は
小
論
文
対
策
の

授
業
が
あ
り
、
大
学
で
は
「
知
の
技
法
」
に
類
す
る
講
義
が
増
え
て
い

る
よ
う
だ
が
。

講
座
で
は
、
ま
ず
『
朝
日
新
聞
の
用
語
の
手
引
き（

１
）』な
ど
を
使
っ
て
、

用
語
法
や
表
記
法
を
見
直
す
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
送

り
が
な
、
読
点
の
打
ち
方
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
範
囲
、
括
弧
類
の
使
い

方
な
ど
、
現
在
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
だ
と
考
え
ら
れ
る
表
記
法
で
あ
る
。
次

に
、
木
下
是
雄
の
『
理
科
系
の
作
文
技
術（

２
）』を
参
考
に
し
な
が
ら
、
文
の

レ
ベ
ル
で
の
基
本
的
な
注
意
を
促
す
こ
と
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
こ
で
の
目
的
は
論
理
的
な
文
章
を
書
く
こ
と
な
の
で
、
文
を
短
く
す

る
こ
と
、
文
末
表
現
を
端
的
に
す
る
こ
と
、
主
語
を
入
れ
る
こ
と
な
ど

で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
と
文
の
関
係
つ
ま
り
論
理
を
簡
単
に
見
直
し
た

上
で
、
接
続
表
現
を
使
う
こ
と
、
誤
謬
推
理
を
用
い
な
い
こ
と
を
心
が

け
る
よ
う
伝
え
る
。
そ
し
て
最
後
に
、「
見
出
し
文
」
と
呼
ば
れ
る
段
落

や
文
章
全
体
を
ま
と
め
る
文
を
最
初
に
置
く
こ
と
、
文
章
の
構
成
法
な

ど
を
示
し
て
い
る
。

た
だ
、
問
題
は
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
い
わ
ば
テ
ク
ニ
ッ
ク

を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、
当
然
文
章
は
書
け
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、

書
く
べ
き
内
容
、
つ
ま
り
何
ら
か
の
考
え
を
も
つ
こ
と
が
必
要
だ
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
書
き
な
が
ら
考
え
、
考
え
な
が

ら
書
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
書
く

こ
と
と
考
え
る
こ
と
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
メ

ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
の
事
態
を
、「
言
葉
の
中
の
思
考（

３
）」と
表
現
し

た
。
す
な
わ
ち
、「
思
考
は
何
ら
内
面
的
な
も
の
で
は
な
く
、
世
界
の
外
、

言
語
の
外
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い（

４
）」の
と
同
様
に
、
言
葉
は
そ
れ
を

語
る
者
に
と
っ
て
「
す
で
に
で
き
上
が
っ
て
い
る
思
考
を
翻
訳
す
る
も

の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
完
成
す
る
も
の（

５
）」な
の
で
あ
る
。
書
く
こ
と
は
、

表
現
以
前
に
存
在
す
る
考
え
を
言
語
に
移
し
か
え
る
作
業
で
は
な
い
。

書
く
こ
と
は
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
考
え
る
こ
と
は
書
く
こ
と
な
の
で

あ
る
。

実
感
に
基
づ
い
て
書
く

し
か
し
、
書
き
な
が
ら
考
え
る
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
き
っ

か
け
、
あ
る
い
は
核
と
な
る
も
の
は
必
要
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
は
、
そ
れ
を
「
ま
る
で
稲
妻
の
よ
う
に
進
む（

６
）」「
瞬
間
的
な
祈
り（

７
）」
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だ
と
形
容
す
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
だ
け
で
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

「
表
現
さ
れ
た
と
き
に
の
み（

８
）」事
後
的
に
そ
れ
と
把
握
で
き
る
も
の
で
し

か
な
い
。
し
か
し
、
ど
う
す
れ
ば
、
こ
れ
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
の

か
。そ

の
た
め
に
、
講
座
で
は
加
藤
典
洋
の
『
言
語
表
現
法
講
座（

９
）』を
紹
介

す
る
こ
と
し
て
い
る
。
大
学
で
の
講
義
と
い
う
形
式
を
と
る
同
書
は
、

著
者
の
他
の
テ
ク
ス
ト
同
様
、
平
易
で
、
的
確
な
比
喩
に
満
ち
た
語
り

口
で
、「
言
語
表
現
法
」
を
越
え
た
深
い
思
索
と
、
論
争
的
な
主
張
を
含

ん
だ
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
同
書
が
勧
め
る
の
は
、「
違
う
」、「
お
か
し
い
」

と
感
じ
た
こ
と
を
大
切
に
し
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
書
い
て
い
く
こ
と

で
あ
る
。
著
者
の
表
現
に
よ
れ
ば
、「
上
か
ら
の
ロ
ー
プ
」
つ
ま
り
何
か

普
遍
的
な
主
張
か
ら
出
発
し
て
降
り
て
い
く
の
で
は
な
く
、「
下
か
ら
の

ロ
ー
プ
」
つ
ま
り
個
人
的
な
感
情
か
ら
登
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

著
者
が
実
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
は
、
あ
る
学
生
が
、
沖
縄
の
ひ

め
ゆ
り
の
塔
の
平
和
資
料
館
を
訪
れ
、
実
習
日
誌
に
書
い
た
次
の
よ
う

な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。

「
私
は
も
う
嫌
だ
っ
た
。
戦
争
の
惨
事
は
確
か
に
こ
れ
で
も
か
、

こ
れ
で
も
か
の
砲
撃
だ
っ
た
の
だ
。
嫌
だ
の
問
題
で
は
な
い
。
そ

れ
ぐ
ら
い
分
か
っ
て
い
る
。
私
は
こ
の
資
料
館
の
悪
意
が
嫌
な
の

だ
。
悪
意
と
呼
ぶ
に
は
あ
ま
り
に
も
失
礼
な
ら
死
者
と
そ
の
生
き

残
り
の
者
、
そ
の
同
窓
生
た
ち
の
怨
念
が
嫌
だ
っ
た
の
だ
。
何
の

た
め
の
資
料
館
か
。
戦
争
を
二
度
と
繰
り
返
さ
な
い
た
め
の
も
の

の
は
ず
だ
。
こ
れ
じ
ゃ
自
己
完
結
し
て
し
ま
い
そ
う
だ（

10
）」。

こ
の
文
章
が
大
学
の
論
集
に
再
録
さ
れ
、
公
表
さ
れ
る
と
、
大
き
な

反
響
を
呼
ん
だ
と
い
う
。
沖
縄
の
主
要
紙
の
社
会
面
に
「
大
き
な
誤
解

と
認
識
不
足
」
と
い
う
見
出
し
で
非
難
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
に
対

し
て
筆
者
は
、
こ
の
文
章
を
書
い
た
学
生
に
対
し
て
「
負
け
ち
ゃ
だ
め

だ
ヨ
」
と
励
ま
し
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
こ
の
時
点
で
、
書
き
手
で
あ

る
彼
女
に
自
分
の
感
じ
た
こ
と
が
正
し
い
の
か
そ
う
で
な
い
の
か
は
、

わ
か
っ
て
お
ら
ず
、「
そ
の
感
じ
方
が
、
後
で
よ
く
考
え
て
み
る
と
浅
薄

で
あ
っ
た
、
と
反
省
さ
せ
ら
れ
る
可
能
性
は
い
つ
も
あ
る（

11
）」と

考
え
る
か

ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
筆
者
は
、
こ
の
学
生
の
実
感
が
間
違
っ
て
い
る

可
能
性
を
認
め
た
上
で
、
そ
れ
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
た
め

に
も
、
こ
の
感
情
を
抑
圧
し
て
は
い
け
な
い
、
そ
の
感
情
を
大
切
に
す

べ
き
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
著
者
は
、「
実
感
」
だ
け
が
重
要
で
あ
り
、
普
遍
的
な
主

張
は
不
要
だ
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
感
か
ら
考
え
は
じ
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
そ
の
考
え
が
普
遍
性
に
い
た
る
必
要
性
と
根
拠
を

も
つ
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
う
の
で
あ
る（

12
）。

言
い
か
え
れ
ば
、
著
者
は
、

普
遍
的
な
価
値
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
普
遍
命
題

か
ら
特
殊
命
題
を
演
繹
す
る
普
遍
主
義
を
否
定
し
、
特
殊
命
題
か
ら
普

遍
命
題
を
練
り
上
げ
る
帰
納
的
方
法
を
と
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
著
者
の
主
張
は
、
個
人
の
実
感
だ
け
を
最

終
的
な
価
値
基
準
と
す
る
「
実
感
信
仰
」
で
は
な
い
し
、
普
遍
的
命
題

は
一
切
不
可
能
だ
と
す
る
相
対
主
義
で
も
な
い
。

実
際
、
普
遍
主
義
へ
の
批
判
は
、
著
者
の
一
貫
し
た
立
場
で
あ
る
。

彼
は
、
普
遍
的
価
値
の
必
要
性
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
は
つ
ね
に
疑
わ

れ
た
り
、
笑
い
飛
ば
さ
れ
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。「『
ほ
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ん
と
う
』
の
こ
と
は
、
大
事
だ
し
、
そ
れ
を
め
が
け
て
し
か
ヒ
ト
は
生

き
ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
『
ほ
ん
と
う
』
の
こ
と
は
、
笑
い
飛

ば
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
そ
う
で
な
い
と
、『
ほ
ん
と
う
』
の
こ

と
は
、
何
も
の
も
こ
れ
を
否
定
で
き
な
い
僣
主
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ

て
し
ま
う
で
し
ょ
う（

13
）」。

こ
こ
ま
で
は
、
著
者
の
意
見
に
同
意
す
る
。
そ
れ
は
、
私
が
か
つ
て

普
遍
主
義
と
相
対
主
義
の
両
方
に
対
す
る
批
判
か
ら
主
張
し
た
多
元
主

義
の
立
場
に
近
い（

14
）

。
し
か
し
、
筆
者
の
普
遍
主
義
へ
の
批
判
は
、
時
と

し
て
行
き
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
例
え
ば
、
次
の
箇
所
。

「
よ
い
こ
と
だ
、
よ
く
な
い
こ
と
だ
、
と
い
う
範
疇
の
上
位
に
、

う
れ
し
い
、
ス
テ
キ
だ
、
と
い
う
感
情
の
範
疇
が
あ
り
ま
す
。
僕

た
ち
は
あ
な
た
は
正
し
い
か
ら
好
き
だ
、
と
言
わ
れ
る
よ
り
、
あ

な
た
は
ス
テ
キ
だ
か
ら
好
き
だ
、
と
言
わ
れ
る
方
が
う
れ
し
い
で

し
ょ
う
。
正
し
い
人
は
た
ん
さ
ん
あ
り
う
る
け
れ
ど
、（
と
て
も
）

す
て
き
な
人
は
原
理
上
、
そ
う
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
こ
の
う
れ

し
い
、
ス
テ
キ
だ
と
い
う
感
情
は
、
自
分
か
ら
し
か
発
し
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
以
前
述
べ
た
比
喩
で
言
う
と
、
書
き
手
が
山
の
上
か

ら
ロ
ー
プ
を
垂
ら
し
て
、
さ
あ
、
登
っ
て
お
い
で
、
と
話
を
自
分

の
場
所
に
引
き
上
げ
よ
う
と
し
て
も
、『
か
っ
こ
い
い
じ
ゃ
ん
』
と

か
、
そ
う
言
わ
れ
て
、『
う
れ
し
か
っ
た
、
う
ん
』
と
い
う
こ
の
響

き
は
出
て
こ
な
い
。
そ
う
い
う
響
き
が
出
て
く
る
に
は
、
そ
れ
こ

そ
、
話
が
自
分
で
、
下
か
ら
の
ロ
ー
プ
を
ハ
ー
ケ
ン
に
通
し
、

登
っ
て
く
る
の
で
な
い
と
い
け
な
い（

15
）」。

果
た
し
て
、
う
れ
し
い
、
ス
テ
キ
だ
と
い
う
感
情
は
、
よ
い
こ
と
、

正
し
い
こ
と
と
い
う
範
疇
の
「
上
位
」
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す

る
と
、
う
れ
し
い
、
ス
テ
キ
だ
と
い
う
実
感
を
最
終
的
な
基
準
と
す
る

「
実
感
信
仰
」
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
価
値
相
対
主
義
の
抱
え

る
原
理
的
な
難
点
を
す
べ
て
抱
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

実
感
以
外
の
基
準
を
認
め
な
い
以
上
、
実
感
が
異
な
れ
ば
互
い
に
分
か

り
合
え
ず
調
停
す
る
手
段
も
な
い
と
い
う
難
点
、
自
ら
の
実
感
を
否
定

す
る
契
機
を
見
つ
け
る
こ
と
が
難
し
く
現
状
肯
定
に
陥
る
と
い
う
難
点
、

そ
し
て
実
感
こ
そ
が
重
要
だ
と
い
う
主
張
を
「
正
し
い
こ
と
」
と
し
て

主
張
で
き
な
い
と
い
う
難
点
で
あ
る
。

ロ
ゴ
ス
に
も
と
づ
い
て
書
く

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
正
反
対
の
主
張
を
し
て
い
る

の
が
、『「
イ
ラ
ク
戦
争
」
―
―
検
証
と
展
望（

16
）』の

討
論
に
お
け
る
藤
原
帰

一
で
あ
る
。
彼
は
、
日
本
の
「
イ
ラ
ク
戦
争
」
報
道
が
、
感
情
や
雰
囲

気
を
伝
え
る
だ
け
で
、
解
釈
を
決
定
的
に
欠
い
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
彼
は
、
感
情
で
は
な
く
、「
ロ
ゴ
ス
（
論
理
）

（
17
）」に

基
づ
い
て
書

く
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
彼
は
、
イ
ラ
ク
戦
争
の
際
の
マ
ス
コ
ミ
報
道
が
あ
ま
り
に

も
米
軍
寄
り
で
あ
り
、
イ
ラ
ク
民
衆
の
立
場
か
ら
、
犠
牲
者
の
視
点
か

ら
報
道
を
行
う
べ
き
だ
っ
た
と
い
う
一
般
的
な
意
見
に
対
し
て
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
批
判
も
含
め
て
、
こ
の
戦

争
の
報
道
に
つ
い
て
決
定
的
に
欠
け
て
い
た
と
思
う
の
は
、
こ
の
戦
争

に
つ
い
て
の
解
釈
で
し
た
。
も
し
メ
デ
ィ
ア
に
役
割
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

戦
争
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
よ
う
な
き
っ
か
け
を
読
者
や
見
る
側
に
与
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え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
も
こ
の
戦
争
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
た
ぶ
ん

報
道
す
る
側
も
、
テ
レ
ビ
で
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
我
々
の
側
も
、
よ
く

わ
か
ら
な
か
っ
た
し
、
自
信
も
な
か
っ
た（

18
）」。

そ
し
て
、「
こ
の
よ
う
な

解
釈
に
も
な
ら
な
い
、
流
れ
に
乗
っ
か
っ
た
だ
け
の
観
念
を
抱
え
た
人

た
ち
が
、
他
方
で
は
犠
牲
者
の
視
点
が
大
切
だ
と
宣
伝
す
る
わ
け
で
す（

19
）。

し
か
し
、「
問
題
は
、
弱
い
者
、
貧
し
い
者
、
虐
げ
ら
れ
た
者
、
犠
牲
に

つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
自
体
の
正
当
性
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
認
識
に
つ
な
が
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
い

け
な
い
。
そ
の
大
き
な
図
面
の
と
こ
ろ
が
飛
ん
で
し
ま
い
ま
す
と
、
結

局
み
ん
な
が
心
情
を
同
化
す
る
映
像
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
大

き
な
観
念
を
当
然
の
も
の
の
よ
う
に
植
え
つ
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す（

20
）」。

私
は
こ
の
主
張
に
同
意
す
る
。
今
回
の
「
イ
ラ
ク
戦
争
」
に
お
け
る

メ
デ
ィ
ア
報
道
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
を
求
め
ら
れ
た
と
き
、「
座
標
軸

を
提
示
す
る
こ
と
」
が
決
定
的
に
欠
け
て
い
た
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る（

21
）。

日
本
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
一
般
的
な
感
情
と
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
一
般
的

な
結
論
だ
け
を
提
示
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
来
必
要
な
の
は
、

そ
の
両
者
を
つ
な
ぐ
理
由
、
論
理
と
し
て
の
「
ロ
ゴ
ス
」
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
は
、
出
来
事
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
座
標
軸
、
つ
ま
り

歴
史
的
な
事
実
や
地
政
学
的
な
事
実
を
示
し
、
そ
れ
基
づ
い
て
議
論
を

組
み
立
て
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
ロ
ゴ
ス
の
必
要
性
を
説
き
、
感
情
の
過
剰
を
批
判
す
る
著

者
の
所
説
は
、
時
と
し
て
行
き
過
ぎ
を
見
せ
る
。

「
我
々
は
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
の
市
民
文
化
と
か
イ
ギ
リ
ス
の
市
民

文
化
と
か
、『
小
公
女
』
を
読
ん
で
育
っ
た
わ
け
で
、『
ア
ラ
ビ
ア

ン
・
ナ
イ
ト
』
を
全
部
読
ん
でマ

マ

わ
け
で
は
な
い
。
ア
ラ
ブ
の
人
民

と
の
連
帯
と
い
う
観
念
に
、
あ
る
明
ら
か
な
偽
善
が
あ
る
と
私
は

思
い
ま
す
。
そ
の
偽
善
に
平
和
主
義
か
ら
の
戦
争
に
対
す
る
否
定

が
あ
わ
さ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
爆
弾
で
殺
さ
れ
た
方
か
ら
戦

争
を
見
て
い
き
た
い
と
い
う
視
点
自
体
は
必
ず
し
も
偽
善
だ
と
は

思
わ
な
い
。
た
だ
、
犠
牲
者
の
視
点
か
ら
見
る
こ
と
自
体
が
平
和

へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
と
考
え
る
の
は
お
そ
ら
く
間
違
い
だ
と
思
い

ま
す（

22
）」。

犠
牲
者
の
視
点
か
ら
見
た
い
と
い
う
実
感
と
、
平
和
主
義
と
い
う
普

遍
的
理
念
の
あ
い
だ
に
論
理
が
な
い
と
い
う
結
論
は
、
先
述
の
理
由
か

ら
同
意
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
前
提
と
し
て
、『
小
公
女
』
を
読
ん
で

育
っ
た
「
我
々
」
と
一
般
化
さ
れ
て
も
困
る
し
、『
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ

ト
』
を
全
部
読
ん
で
い
な
け
れ
ば
ア
ラ
ブ
文
化
へ
の
共
感
の
基
盤
が
な

い
と
い
う
の
は
、
即
興
の
比
喩
だ
と
し
て
も
不
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、

と
く
に
ア
ラ
ブ
の
人
民
と
の
連
帯
と
い
う
観
念
は
偽
善
だ
と
い
う
主
張

は
成
立
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
実
感
の
レ
ベ
ル
の
問

題
で
あ
り
、
ア
ラ
ブ
の
人
民
と
の
連
帯
感
を
も
つ
こ
と
は
、
一
般
的
で

は
な
い
と
し
て
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
批
判
す
べ
き
な
の
は
、

そ
こ
か
ら
平
和
主
義
に
つ
な
が
る
論
理
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ

ろ
う
。

こ
こ
で
は
、「
実
感
信
仰
」
に
対
す
る
批
判
か
ら
、
一
般
的
で
な
い
実

感
を
す
べ
て
否
定
す
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
問
題
は
、
実
感
か
ら
普

遍
的
主
張
へ
と
い
た
る
論
理
が
欠
け
て
い
る
こ
と
の
は
ず
で
あ
る
。
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実
感
か
ら
ロ
ゴ
ス
へ

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
学
生
と
マ
ス
コ
ミ
と
い
う
対
象
の
違
い
は
あ
る

と
し
て
も
、
両
者
が
勧
め
る
書
き
方
は
対
照
的
に
見
え
る
。
前
者
は
個

人
の
「
実
感
」
を
、
後
者
は
普
遍
的
な
「
論
理
」
を
手
が
か
り
に
す
べ

き
だ
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
く
読
め
ば
、
前
者
は

普
遍
的
な
理
念
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
へ
と
至
る
手

が
か
り
と
し
て
の
実
感
が
重
要
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
後
者
も
出

発
点
と
し
て
の
感
情
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
普
遍
的
な
主

張
へ
と
至
る
道
筋
と
し
て
の
論
理
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
た
だ
、
前
者
は
普
遍
的
な
主
張
を
批
判
す
る
た
め
に
実
感
に
と
ど

ま
る
傾
向
が
あ
り
、
後
者
は
実
感
を
批
判
す
る
あ
ま
り
、
一
般
的
で
な

い
実
感
を
否
定
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
私
自
身
の
反
省
点
で
も
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
や
普
遍

主
義
を
批
判
し
な
が
ら
、
し
ば
し
ば
、
普
遍
的
な
理
念
か
ら
発
想
す
る

こ
と
、
加
藤
典
洋
の
言
い
方
に
よ
れ
ば
「
上
か
ら
の
ロ
ー
プ
」
に
ぶ
ら

下
が
っ
た
発
想
し
か
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
と
く
に
、
現
在

の
政
治
状
況
に
対
す
る
憤
り
の
あ
ま
り
、
論
理
的
な
組
み
立
て
が
弱
い

ま
ま
、
結
論
を
言
い
立
て
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。

現
在
、
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
、
そ
し
て
市
民
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
、

実
感
に
基
づ
き
つ
つ
、
そ
れ
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
普
遍
性
を
も
っ
た

論
理
に
向
か
っ
て
書
き
続
け
る
粘
り
強
い
作
業
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
、
例
え
ば
北
朝
鮮
の
核
ミ
サ
イ
ル
の
恐
怖
を
煽
り
、
核
武
装
を
訴
え

る
人
々
に
対
し
て
、
完
全
な
安
全
保
障
は
原
理
上
あ
り
え
な
い
以
上
、
国

家
に
ど
の
よ
う
な
安
全
保
障
を
求
め
る
の
か
を
論
理
的
に
考
え
る
作
業
で

あ
る（

23
）。

あ
る
い
は
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
が
求
め
る
戦
費
と
イ
ラ
ク
の
治
安
維

持
の
肩
代
わ
り
に
対
し
て
、「
イ
ラ
ク
民
衆
を
殺
し
た
ミ
サ
イ
ル
代
を
、

私
が
払
う
税
金
で
肩
代
わ
り
さ
せ
ら
れ
る
の
は
嫌
だ
」、「
国
際
法
に
反
し

た
イ
ラ
ク
攻
撃
と
治
安
維
持
を
自
衛
隊
が
行
う
の
は
お
か
し
い
」
と
い
う

実
感
を
、
普
遍
的
な
論
理
に
結
び
つ
け
て
い
く
作
業
で
あ
る
。

註
（
１
）『
最
新
版
・
朝
日
新
聞
の
用
語
の
手
引
き
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九

九
七
年
。

（
２
）
木
下
是
雄
『
理
科
系
の
作
文
技
術
』
中
公
新
書
、
一
九
八
一
年
。

（
３
）M

aurice
M

erleau-Ponty,Phénom
énologie

de
la

perception,
Paris,

1945,
p.209

.

参
照
、
拙
論
「
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
前
期
言
語

論
に
お
け
る
『
沈
黙
』
に
つ
い
て
」『
同
志
社
哲
学
年
報
』
七
号
、
一
九

八
四
年
。

（
４
）Ibid.,p.213.

（
５
）Ibid.,p.303.

（
６
）Ibid.,p.207.

（
７
）Ibid.,p.213.

（
８
）Ibid.,p.463.

（
９
）
加
藤
典
洋
『
言
語
表
現
法
講
義
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
。

（
10
）
同
書
、
一
三
〇
頁
。
た
だ
、
留
保
を
つ
け
て
お
け
ば
、
ひ
め
ゆ
り
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の
塔
の
記
念
館
の
展
示
を
観
て
、「
悪
意
が
あ
る
」
と
感
じ
る
こ
と
と
、

そ
の
よ
う
に
書
く
こ
と
の
あ
い
だ
に
は
、
少
な
く
と
も
時
間
的
な
ず
れ

が
あ
る
は
ず
だ
。
そ
の
間
に
、
な
ぜ
反
省
や
普
遍
化
の
作
業
が
行
わ
れ

な
か
っ
た
の
か
は
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
少
な
く
と
も
読
み
手

は
、
そ
れ
が
反
省
や
普
遍
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
た
結
果
出
て
き
た
意
見

だ
と
受
け
取
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
文
章
を
大
学
の
論
集
に
採
録
す

る
と
い
う
編
者
の
決
定
は
、
別
の
次
元
の
問
題
で
あ
り
、
批
判
の
対
象

に
な
り
う
る
。

（
11
）
同
書
、
一
三
〇
頁
。

（
12
）
同
書
、
一
三
三
頁
。

（
13
）
同
書
、
二
三
二
頁
。

（
14
）
拙
論
「
多
元
主
義
」『
比
較
文
化
の
キ
ー
ワ
ー
ド
②
』
竹
内
実
・

西
川
長
夫
編
、
サ
イ
マ
ル
出
版
、
一
九
九
四
年
所
収
。

（
15
）
加
藤
典
洋
『
言
語
表
現
法
講
義
』
二
一
五
―
二
一
六
頁
。

（
16
）
寺
島
実
郎
・
小
杉
泰
・
藤
原
帰
一
編
『「
イ
ラ
ク
戦
争
」
―
―
検
証

と
展
望
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
。
同
書
全
体
に
つ
い
て
は
、
次
の

書
評
を
参
照
。
拙
論
「
出
来
事
の
全
体
像
を
描
く
」『
週
刊
読
書
人
』
二

〇
〇
三
年
九
月
一
九
日
号
。

（
17
）
同
書
、
三
二
〇
頁
。

（
18
）
同
書
、
三
一
八
頁
。

（
19
）
同
書
、
三
一
九
頁
。

（
20
）
同
書
、
三
一
九
―
三
二
〇
頁
。

（
21
）
拙
論
「
イ
ラ
ク
戦
争
か
ら
の
問
い
４
・
メ
デ
ィ
ア
の
陥
穽
」『
読

売
新
聞
』
二
〇
〇
三
年
五
月
二
九
日
夕
刊
。

（
22
）『「
イ
ラ
ク
戦
争
」
―
―
検
証
と
展
望
』
三
一
八
頁
。

（
23
）
国
家
と
安
全
保
障
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。
拙
論
「
安
全
は
国
家

の
も
の
か
？
―
―
予
防
対
抗
暴
力
の
論
理
と
抵
抗
権
」『
現
代
思
想
』
二

七
巻
一
〇
号
、
一
九
九
九
年
一
〇
月
。

（
ま
つ
ば
　
し
ょ
う
い
ち
・
哲
学
／
倫
理
学
）
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