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投稿論文（1）

〈
名
の
言
語
〉
に
お
け
る
内
包
と
外
延

―
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
『
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
』
を
読
む
―

斧
谷

彌
守
一

『
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
』Ü

ber
S

prach
e

überhaupt
und

über
die

Sprache
des

M
enschen

は
、
一
九
一
六

年
、
当
時
二
十
三
歳
の
大
学
生
だ
っ
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
、
言
葉
に
関
す
る
一
見
秘
教
的
と
も
思
え
る
小
論
文
で
あ
る
。
全
集

で
わ
ず
か
十
八
頁
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
小
論
文
で
は
あ
る
が
、
こ
の

中
に
、
そ
の
後
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
想
的
展
開
の
原
点
が
凝
縮
さ
れ
た

形
で
先
取
り
さ
れ
て
い
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
実
際
、
そ
の
後
十
年

ほ
ど
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
著
作
を
追
っ
て
み
る
と
、『
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主

義
に
お
け
る
芸
術
批
評
の
概
念
』（
一
九
一
九
）
に
お
け
る
〈
媒
質
〉、

『
翻
訳
者
の
使
命
』（
一
九
二
一
）
に
お
け
る
〈
翻
訳
〉〈
純
粋
言
語
〉、

『
ゲ
ー
テ
の
「
親
和
力
」』（
一
九
二
二
）
に
お
け
る
〈
運
命
〉、『
ド
イ
ツ

悲
劇
の
根
源
』（
一
九
二
五
）
に
お
け
る
〈
理
念
〉〈
堕
罪
〉
等
々
の
キ

ー
タ
ー
ム
が
既
に
こ
の
『
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
』

で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

た
だ
し
、
本
論
の
目
的
は
、
そ
の
よ
う
な
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
想
的
展

開
を
追
う
こ
と
に
は
な
い
。
本
論
が
目
指
す
の
は
、
難
解
極
ま
り
な
い

『
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
』
の
根
幹
部
分
を
読
み
解
き
、

特
に
そ
の
中
の
〈
名
の
言
語
〉（N

am
ensprache

）
と
い
う
最
も
重
要

な
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
考
察
し
、
最
後
に
〈
名
の
言
語
〉
と
い
う
考
え

の
有
効
性
を
具
体
例
に
即
し
て
検
証
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
小
論
文
で
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
議
論
に
は
い
く
つ
か
の
事
実
誤
認

や
自
己
矛
盾
や
未
整
理
の
論
点
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

本
論
で
は
そ
れ
ら
の
点
は
深
追
い
せ
ず
、
議
論
の
根
幹
だ
け
を
追
っ
て

い
く
こ
と
に
す
る
﹇
以
下
、
い
さ
さ
か
不
自
然
な
場
合
も
あ
る
が
、
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
原
文
の
〈Sprache

〉
に
は
〈
言
語
〉、〈W

ort

〉
に
は
〈
語こ
と
ば〉

と
い
う
訳
語
を
一
貫
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。
テ
ク
ス
ト
と
し
て

は
、W

alter
B

enjam
in:G

S.F
rankfurta.M

.1980,B
d.2

・1.

を
使
用
。

本
文
中
の
（

）
内
に
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
﹈。

Ⅰ
　
事
物
の
言
語
と
神
の
〈
語
こ
と
ば
〉

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
『
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
』
は
、

〈
伝
達
〉（M

itteilung

）、〈
精
神
的
本
質
〉（das

geistige
W

esen

）、

〈
言
語
的
本
質
〉（das

sprachliche
W

esen

）
を
め
ぐ
る
難
解
な
議
論

で
始
ま
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
一
方
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
―

〈
精
神
的
本
質
と
、
自
ら
の
中
で
精
神
的
本
質
を
伝
達
す
る
言
語
的

本
質
と
の
間
の
区
別
は
、
言
語
理
論
的
探
究
に
お
け
る
最
も
根
源
的

な
区
別
で
あ
る
。〉（141

）

―
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
こ
で
、〈
精
神
的
本
質
〉
と
〈
言
語
的
本
質
〉
を
峻

別
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
だ
が
、
他
方
、
す
ぐ
次
の
段
落
で
は
―
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投稿論文（1）

〈
精
神
的
本
質
は
、
そ
の
精
神
的
本
質
が
伝
達
さ
れ
得
る

・

・

・

・

も
の
で
あ

る
限
り
で

・

・

・

の
み
、
言
語
的
本
質
と
同
一
で
あ
る
。〉（142

）﹇
以
下
、

傍
点
に
よ
る
強
調
は
す
べ
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
る
﹈

―
と
述
べ
、〈
そ
の
精
神
的
本
質
が
伝
達
さ
れ
得
る

・

・

・

・

も
の
で
あ
る
限
り
で

・

・

・

の
み
〉
と
い
う
限
定
付
き
で
、〈
精
神
的
本
質
は
﹇
…
﹈
言
語
的
本
質
と

同
一
で
あ
る
〉
と
す
る
の
で
あ
る
。〈
精
神
的
本
質
〉
に
は
、〈
伝
達
さ

れ
得
る
〉
も
の
と
〈
伝
達
さ
れ
得
な
い
〉
も
の
と
が
あ
る
よ
う
だ
﹇
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
小
論
文
の
終
わ
り
近
く
で
、〈
伝
達
さ
れ
得
な
い
も
の

の
象
徴
〉
が
〈
記
号
〉
と
結
び
つ
く
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
に
な
る
が

（156

）、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
も
こ
の
点
に
は
詳
し
く
立
ち
入
る
こ
と
を
避

け
て
い
る
の
で
、
本
論
で
も
こ
の
点
に
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す

る
﹈。ベ

ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
事
物
の
〈
精
神
的
本
質
〉
と
〈
言
語
的
本

質
〉
と
は
根
本
的
に
は
異
な
る
も
の
だ
が
、〈
伝
達
さ
れ
得
る
〉
限
り
で

の
〈
精
神
的
本
質
〉
は
言
語
と
し
て
伝
達
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
す
る
と
、
事
物
に
は
、
自
ら
の
伝
達
可
能
な
〈
精
神
的
本

質
〉
を
伝
達
す
る
〈
言
語
的
本
質
〉〈
事
物
た
ち
の
言
語
〉（142
）
が
備

わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
事
物
た
ち
の
言
語
が
人
間
の

言
語
と
同
じ
も
の
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。

で
は
、
事
物
た
ち
が
自
ら
の
〈
精
神
的
本
質
〉
を
伝
達
す
る
際
の
、

事
物
た
ち
の
言
語
、
事
物
た
ち
の
〈
不
完
全
な
、
黙
し
た
ま
ま
の
〉
言

語
（147

）、〈
黙
し
た
ま
ま
で
名
の
な
い
言
語
〉（151

）
と
は
何
な
の
か
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
事
物
た
ち
の
言
語
を
、〈
物
質
的
な
共
同
性
〉（stoffliche

G
em

einschaft

）（147

）、〈
物
質
の
魔
術
〉（M

agie
der

M
aterie

）

（147

）、〈
魔
術
的
な
共
同
性
に
お
け
る
、
物
質
の
伝
達
〉（151

）
な
ど

と
呼
ぶ
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
事
物
た
ち
の
〈
物
質
的
な
共

同
性
〉
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
に
具
体
的
に
述
べ
る
こ
と
は
な
い
が
、
差

し
当
た
り
、
物
質
の
物
理
的
・
化
学
的
な
相
互
作
用
の
こ
と
を
目
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
物
体
、
分
子
、

原
子
レ
ベ
ル
で
の
離
合
集
散
、〈
物
質
の
魔
術
〉
が
生
起
し
、
物
質
レ
ベ

ル
で
言
語
様
の
も
の
が
や
り
と
り
さ
れ
て
い
る
、
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
事
物
た
ち
の
言
語
は
事
物
た
ち
の
〈
精
神
的
本
質
〉
を
伝
達

す
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
〈
物
質
の
魔
術
〉
と
い
う

言
い
方
を
、〈
物
質
〉
と
い
う
側
面
だ
け
に
力
点
を
置
く
の
で
は
な
く
、

〈
魔
術
〉
と
い
う
側
面
に
も
同
等
の
比
重
を
か
け
て
解
釈
し
て
み
る
必
要

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
も
そ
も
、
事
物
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
存
在
し
始
め
た
の
か
。
こ
の

小
論
文
に
お
け
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
考
察
は
す
べ
て
、『
旧
約
聖
書
・
創
世

記
』
の
記
述
に
基
づ
い
て
い
る
。『
創
世
記
』
か
ら
、
神
に
よ
る
「
光
」

と
「
大
空
」
の
創
造
の
様
子
を
引
用
し
て
み
よ
う
―

〈
神
は
言
わ
れ
た
。
／
「
光
あ
れ
。」
／
こ
う
し
て
、
光
が
あ
っ
た
。

神
は
光
を
見
て
、
良
し
と
さ
れ
た
。
神
は
光
と
闇
を
分
け
、
光
を
昼

と
呼
び
、
闇
を
夜
と
呼
ば
れ
た
。〉（
新
共
同
訳
『
聖
書
』、『
創
世
記
』

1,3-5

）

〈
神
は
言
わ
れ
た
。
／
「
水
の
中
に
大
空
あ
れ
。
水
と
水
を
分
け

よ
。」
／
神
は
大
空
を
造
り
、
大
空
の
下
と
大
空
の
上
に
水
を
分
け
さ

せ
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
。
神
は
大
空
を
天
と
呼
ば
れ
た
。〉

（
前
掲
『
創
世
記
』1,6-8

）
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投稿論文（1）

―
こ
の
よ
う
に
、
神
の
創
造
行
為
は
、
神
の
言
語
「
〜
あ
れ
」（E

s
w

erde

）
で
始
ま
り
、〈
神
は
〜
と
呼
ば
れ
た
〉（E

r
nannte

）
と
い
う

神
の
言
語
で
終
わ
る
。
つ
ま
り
―

〈
神
の
創
造
行
為
は
言
語
の
創
造
的
全
能
性
に
よ
っ
て
始
ま
り
、
最

後
に
、
い
わ
ば
、
言
語
が
被
造
物
を
自
ら
の
中
に
組
み
入
れ
る
―
言

語
が
被
造
物
に
名
付
け
る
（benennen

）
の
で
あ
る
。〉（148

）

―
こ
こ
で
神
の
〈
言
語
〉
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
根
本
的
に
は
、

「
光
」、「
大
空
」
等
の
〈
語こ
と
ば
〉（W

ort
）
の
こ
と
で
あ
り
、「
昼
」、「
天
」

等
の
〈
名
〉（N

am
e

）
の
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
神

の
〈
言
語
〉
は
、「
〜
あ
れ
」
の
「
〜
」
と
い
う
〈
語こ
と
ば〉
で
あ
る
こ
と
に

お
い
て
創
造
す
る
も
の
で
あ
り
、〈
〜
と
呼
ば
れ
た
〉
の
「
〜
」
と
い
う

〈
名
〉
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
。
神
の
〈
言
語
〉

に
は
、〈
語こ
と
ば
〉
の
絶
対
的
な
創
造
力
と
、〈
名
〉
の
絶
対
的
な
認
識
力
が

一
体
的
に
顕
現
し
て
い
る
﹇〈
神
は
言
わ
れ
た
。
／
「
光
あ
れ
。」〉
で

「
光
」
が
創
造
さ
れ
、〈
神
は
光
と
闇
を
分
け
、
光
を
昼
と
呼
び
、
闇
を

夜
と
呼
ば
れ
た
〉
で
は
「
光
」「
闇
」
は
「
昼
」「
夜
」
と
名
付
け
ら
れ

る
。「
光
あ
れ
」
と
い
う
言
語
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
の
は
「
光
」（
お

よ
び
、
事
後
的
に
「
闇
」）、
そ
の
「
光
」（
お
よ
び
「
闇
」）
が
名
付
け

ら
れ
た
結
果
と
し
て
の
〈
名
〉
は
「
昼
」（
お
よ
び
「
夜
」）
と
い
う
ズ

レ
の
問
題
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
こ
で
は
不
問
に
付
し
て
お

く
﹈。た

だ
し
、〈
神
は
〜
と
呼
ば
れ
た
〉
と
い
う
神
の
命
名
行
為
の
結
果
と

し
て
の
「
昼
」、「
天
」
等
の
〈
名
〉
を
、
人
間
の
〈
名
の
言
語
〉
に
お

け
る
〈
名
〉
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
神
の
命
名
行
為
の
結
果
と
し

て
の
〈
名
〉
は
「
昼
」、「
天
」
等
の
日
本
語
の
〈
名
〉、「T

ag

」、

「H
im

m
el

」
等
の
ド
イ
ツ
語
の
〈
名
〉
に
よ
っ
て
表
記
す
る
し
か
な
い

の
で
は
あ
る
が
、
実
は
、
人
間
の
言
語
の
レ
ベ
ル
と
は
根
本
的
に
異
な

っ
た
レ
ベ
ル
に
あ
る
〈
名
〉
で
あ
る
―

〈
事
物
た
ち
は
、
神
に
お
け
る
以
外
に
は
固
有
名
を
持
た
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
神
は
、
創
造
す
る
語こ
と
ば
に
お
い
て
も
ち
ろ
ん
、
事
物
た
ち
を

そ
れ
ら
の
固
有
名
で
喚
び
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。〉（155

）

―
神
の
創
造
＝
命
名
行
為
に
お
け
る
〈
語こ
と
ば
〉
＝
〈
名
〉
は
〈
固
有
名
〉

（E
igennam

e

﹇nom
en

proprium

﹈）
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

日
本
語
の
「
昼
」、「
天
」
等
の
〈
名
〉、
ド
イ
ツ
語
の
「T

a
g

」、

「H
im

m
el

」
等
の
〈
名
〉
は
言
う
ま
で
も
な
く
〈
普
通
名
〉（nom

en
appellativum

）
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
、〈
種
族
名
〉（G

attungsnam
e

）、

〈
類
概
念
〉（G

attungsbegriff

）
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
先
に
述
べ
た

よ
う
に
、
こ
の
神
に
よ
る
〈
固
有
名
〉
そ
の
も
の
は
人
間
の
言
語
に
よ

っ
て
は
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、「
昼
」、「
天
」
等
の
日
本
語

の
〈
普
通
名
〉、「T

ag

」、「H
im

m
el

」
等
の
ド
イ
ツ
語
の
〈
普
通
名
〉

を
用
い
て
表
現
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
、
神
に
よ
る
事
物
た
ち
の

〈
名
〉
が
本
来
〈
固
有
名
〉
で
あ
る
か
ら
に
は
、〈
普
通
名
〉
と
は
ま
っ

た
く
違
う
性
質
を
有
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

原
則
と
し
て
、〈
固
有
名
〉
は
指
示
対
象
を
一
つ
し
か
持
た
な
い
、
つ

ま
り
、
外
延
が
そ
の
指
示
対
象
そ
の
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
逆

に
、
内
包
は
そ
の
指
示
対
象
の
属
性
の
す
べ
て
で
あ
り
得
る
、
と
い
う
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投稿論文（1）

性
質
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
固
有
名
〉
の
性
質
を
勘
案
す
る

と
、
神
の
創
造
＝
命
名
行
為
に
お
け
る
〈
語こ
と
ば〉
＝
〈
名
〉
が
〈
固
有
名
〉

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
途
方
も
な
い
含
み
を
帯
び
て
く
る
。

つ
ま
り
、
神
に
よ
る
事
物
た
ち
の
〈
名
〉
は
、
外
延
的
に
は
、
す
べ

て
の
指
示
対
象
を
一
つ
の
も
の
と
し
て
指
示
し
、
内
包
的
に
は
、
一
つ

の
も
の
と
見
な
さ
れ
た
す
べ
て
の
指
示
対
象
の
す
べ
て
の
属
性
を
包
括

す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
神
は
「
光
」
を
創
造
＝
命
名
す
る
行
為

に
お
い
て
、
す
べ
て
の
「
光
」
を
一
つ
の
も
の
と
し
て
創
造
し
、
す
べ

て
の
「
光
」
の
す
べ
て
の
属
性
を
創
造
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
す
る
と
、
神
の
創
造
＝
命
名
行
為
に
お
け
る
「
光
」
と
い
う

〈
語こ
と
ば
〉
＝
〈﹇
固
有
﹈
名
〉
は
、
外
延
的
に
は
す
べ
て
の
「
光
」
を
一
つ

の
「
光
」
と
し
て
名
付
け
、
内
包
的
に
は
す
べ
て
の
「
光
」
の
す
べ
て

の
属
性
を
孕
む
と
い
う
様
態
で
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
神
は
、
い
わ

ば
、「
光
あ
れ
」
と
い
う
創
造
＝
命
名
行
為
に
お
い
て
、
無
限
の
属
性
を

孕
む
一
つ
の
無
限
大
の
「
光
」
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
例

え
ば
日
本
語
の
「
光
」
と
い
う
〈﹇
普
通
﹈
名
〉
が
〈
類
概
念
〉
と
し
て

様
々
な
光
の
細
か
な
差
異
を
抹
消
し
平
均
化
し
て
し
て
し
ま
う
の
に
対

し
て
、
神
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
「
光
」
と
い
う
〈
語こ
と
ば〉
＝
〈﹇
固
有
﹈
名
〉

は
、
む
し
ろ
正
反
対
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
光
の
あ
ら
ゆ
る
細
か
な
差
異
を

生
か
し
含
み
込
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

神
の
創
造
＝
命
名
行
為
に
お
け
る
〈
語こ
と
ば〉
＝
〈﹇
固
有
﹈
名
〉
は
、
そ

の
〈
語こ
と
ば
〉
の
外
延
と
内
包
の
総
体
を
名
指
す
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、

当
然
、
完
璧
な
認
識
力
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
神
の

〈
語こ
と
ば〉
＝
〈
名
〉
に
お
い
て
、
創
造
と
認
識
は
一
致
し
て
い
る
―

〈﹇
…
﹈
明
ら
か
に
、﹇
神
に
よ
る
﹈
こ
の
名
付
け
は
、
神
に
お
い
て

創
造
す
る
語こ
と
ば
と
認
識
す
る
名
と
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
ま
さ
し
く
表

現
し
て
い
る
の
で
あ
る
〉（151

）

で
は
、
人
間
の
言
語
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
の
か
。
人
間
の
言
語
は
事
物
た
ち
の
言
語
と
は
違
っ
た
特

質
を
有
し
て
い
る
は
ず
だ
―

〈
人
間
の
言
語
的
本
質
は
、
そ
れ
故
、
人
間
が
事
物
た
ち
に
名
付
け

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。〉（143

）

―
こ
の
〈
名
付
け
る

・

・

・

・

言
語
〉（benennende

Sprache

）（143

）
が
〈
名

の
言
語
〉（N

am
ensprache

）
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
先
に
述
べ
た

よ
う
に
、
神
の
言
語
こ
そ
、（
創
造
す
る
と
共
に
）〈
名
付
け
る
言
語
〉

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

人
間
の
〈
名
付
け
る
言
語
〉
と
神
の
〈
名
付
け
る
言
語
〉
と
は
、
ど

の
よ
う
な
関
係
に
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
。
人
間
の
〈
名
付
け

る
言
語
〉
に
は
、
当
然
な
が
ら
、
神
の
言
語
の
〈
創
造
す
る
語こ
と
ば
〉
と
い

う
側
面
は
欠
け
て
い
る
の
だ
が
、
更
に
―

〈
人
間
が
事
象
に
与
え
る
名
は
、
そ
の
事
象
が
人
間
に
自
ら
を
伝
達

す
る
仕
方
に
基
づ
い
て
い
る
。〉（150

）

―
の
で
あ
り
、
人
間
の
命
名
行
為
は
、
事
物
の
言
語
に
よ
る
伝
達
の
影

響
下
に
あ
る
よ
う
な
の
で
あ
る
﹇
こ
の
引
用
に
お
け
る
〈
事
象
〉
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（S
ache

）
は
〈
事
物
〉（D

ing

）
と
同
じ
も
の
と
見
な
し
て
も
差
し
支

え
な
い
だ
ろ
う
﹈。

『
創
世
記
』
は
人
間
の
命
名
行
為
を
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
―

〈
主
な
る
神
は
、
野
の
あ
ら
ゆ
る
獣
、
空
の
あ
ら
ゆ
る
鳥
を
土
で
形

づ
く
り
、
人
の
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
来
て
、
人
が
そ
れ
ぞ
れ
を
ど
う
呼

ぶ
か
見
て
お
ら
れ
た
。
人
が
呼
ぶ
と
、
そ
れ
は
す
べ
て
、
生
き
物
の

名
と
な
っ
た
。〉（
前
掲
『
創
世
記
』2,19

）

―
人
間
の
命
名
行
為
に
、
神
が
動
物
た
ち
を
〈
人
の
と
こ
ろ
へ
持
っ
て

来
る
〉
と
い
う
行
為
が
先
立
っ
て
い
る
し
、
人
間
の
命
名
行
為
は
神
に

よ
っ
て
見
守
ら
れ
て
い
る
。
人
間
の
命
名
行
為
は
神
に
よ
っ
て
主
導
さ

れ
て
い
る
よ
う
だ
―

〈﹇
…
﹈﹇
動
物
た
ち
を
含
め
た
﹈
事
物
た
ち
が
創
造
さ
れ
る
源
泉
と

な
っ
た
﹇
神
の
﹈
語こ
と
ば
だ
け
が
人
間
に
対
し
て
、
事
物
た
ち
に
名
付
け

る
こ
と
を
許
す
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、﹇
神
の
﹈
語こ
と
ばが
、
動
物
た
ち
の

―
黙
し
た
ま
ま
の
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
―
多
様
な
言
語
の
中
で
自

ら
を
伝
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。﹇
神
の
﹈
語こ
と
ばが
自
ら
を
伝
達

す
る
様
子
を
示
し
て
い
る
の
が
、
神
が
動
物
た
ち
に
順
番
に
合
図

（Zeichen

）
を
与
え
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
の
合
図
に
従

っ
て
、
動
物
た
ち
は
名
付
け
ら
れ
る
た
め
に
人
間
の
前
に
歩
み
出
る

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
ほ
と
ん
ど
崇
高
と
い
っ
て
い
い
や

り
方
で
、
黙
し
た
ま
ま
の
被
造
物
が
神
と
結
ば
れ
る
言
語
共
同
性

（Sprachgem
einschaft

）
が
合
図
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
与
え

ら
れ
て
い
る
。〉（152

）

―
神
の
合
図
こ
そ
、
事
物
た
ち
﹇
動
物
た
ち
﹈
が
人
間
に
名
付
け
ら
れ

る
た
め
に
人
間
の
前
に
歩
み
出
る
と
い
う
事
態
を
可
能
に
し
て
い
る
。

〈
黙
し
た
ま
ま
の
被
造
物
〉
は
、
合
図
と
い
う
言
語
様
の
も
の
に
よ
っ
て

神
と
の
〈
言
語
共
同
性
〉
を
分
か
ち
持
っ
て
い
る
﹇『
創
世
記
』
に
よ
れ

ば
、
神
の
合
図
に
従
っ
て
、
名
付
け
ら
れ
る
た
め
に
人
間
の
前
に
歩
み

出
る
の
は
、
動
物
た
ち
だ
け
で
あ
っ
て
、
事
物
た
ち
一
般
で
は
な
い
の

だ
が
﹈。

で
は
、
神
の
合
図
に
よ
っ
て
事
物
た
ち
﹇
動
物
た
ち
﹈
が
人
間
の
前

に
歩
み
出
た
後
に
は
、
人
間
は
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
自
由
に
事
物
た

ち
﹇
動
物
た
ち
﹈
に
名
付
け
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
に
よ
る
と
、
そ
う
で
は
な
い
。〈
人
間
が
事
象
に
与
え
る
名
は
、
そ
の

事
象
が
人
間
に
自
ら
を
伝
達
す
る
仕
方
に
基
づ
い
て
い
る
〉
の
で
あ
り
、

そ
の
事
物
た
ち
の
言
語
に
お
い
て
〈﹇
神
の
﹈
語こ
と
ば
が
自
ら
を
伝
達
す
る
〉

か
ら
で
あ
る
―

〈
人
間
が
事
物
た
ち
の
黙
し
た
ま
ま
で
名
の
な
い
言
語
を
受
け
取
り

﹇
受
胎
し
﹈（em

pfangen

）
音
声
に
よ
っ
て
名
の
中
へ
と
移
行
さ
せ

る
に
よ
っ
て
、
人
間
は
こ
の
﹇
名
付
け
る
と
い
う
﹈
課
題
を
解
く
。

も
し
人
間
の
名
の
言
語
と
事
物
た
ち
の
名
の
な
い
言
語
が
神
に
お
い

て
血
縁
関
係
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
も
し
そ
れ
ら
二
つ
の
言
語
が

﹇
神
の
﹈
同
じ
創
造
す
る
語こ
と
ばか
ら
解
き
放
た
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
―
事

物
た
ち
に
あ
っ
て
は
魔
術
的
共
同
性
に
お
け
る
物
質
の
伝
達
と
な
り
、

投

稿

論

文

（1）
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人
間
に
あ
っ
て
は
至
福
の
精
神
に
お
け
る
認
識
と
名
の
言
語
と
な
っ

て
い
る
﹇
神
の
﹈
同
じ
創
造
す
る
語こ
と
ば
か
ら
解
き
放
た
れ
た
の
で
な
け

れ
ば
、
こ
の
﹇
人
間
が
名
付
け
る
と
い
う
﹈
課
題
は
解
く
こ
と
が
で

き
な
い
だ
ろ
う
。〉（151

）

―
人
間
は
〈
事
物
た
ち
の
黙
し
た
ま
ま
で
名
の
な
い
言
語
〉
を
音
声
の

あ
る
〈
名
〉
の
中
へ
と
移
行
さ
せ
る
の
だ
が
、
人
間
に
そ
の
よ
う
な
移

行
作
業
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
〈
事
物
た
ち
の
名
の
な
い
言

語
〉
も
〈
人
間
の
名
の
言
語
〉
も
〈﹇
神
の
﹈
創
造
す
る
語こ
と
ば〉
と
い
う
同

一
の
起
源
を
有
し
、
根
本
的
に
は
同
一
の
性
質
を
帯
び
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
神
の
言
語
↓
事
物
た
ち
の
言
語
↓
人
間
の
言
語
と
い
う
、
神
に

発
す
る
言
語
の
一
貫
し
た
流
れ
が
存
在
す
る
よ
う
だ
。

人
間
は
自
然
の
事
物
た
ち
に
宿
る
〈﹇
神
の
﹈
創
造
す
る
語こ
と
ば〉
を
受
け

取
る
﹇
受
胎
す
る
﹈
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
物
た
ち
に
名
付
け
る
。
事
物

た
ち
に
宿
る
〈
神
の
語こ
と
ば
〉
と
は
、
先
に
挙
げ
た
〈
魔
術
的
な
共
同
性
に

お
け
る
、
物
質
の
伝
達
〉
の
こ
と
で
あ
る
―

〈
こ
の
﹇
人
間
の
﹈
受
容
﹇
受
胎
﹈
は
、
事
物
た
ち
自
身
の
言
語
へ

と
向
け
ら
れ
て
い
る
。
事
物
た
ち
か
ら
は
ま
た
、
音
も
な
く
、
自
然

の
黙
し
た
ま
ま
の
魔
術
に
お
い
て
、
神
の
語こ
と
ば
が
輝
き
出
て
く
る
。〉

（150

）

―
結
局
、
人
間
が
〈
受
胎
〉
す
る
〈
事
物
た
ち
の
名
の
な
い
言
語
〉
は

〈
神
の
語こ
と
ば
〉
に
淵
源
し
、
そ
こ
か
ら
は
〈
神
の
語こ
と
ば
が
輝
き
出
て
く
る
〉。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
事
物
た
ち
の
言
語
が
〈
神
の
語こ
と
ば
〉
そ
の
も
の
で
あ

る
わ
け
で
は
な
い
―

〈
自
然
に
人
間
が
名
を
与
え
る
の
は
、
人
間
が
自
然
か
ら
受
け
取
る

﹇
受
胎
す
る
﹈
伝
達
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
全
体
に
も
、

名
の
な
い
黙
し
た
ま
ま
の
言
語
、
創
造
す
る
神
の
語こ
と
ば
の
名
残

（R
esiduum

）
が
浸
透
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
﹇
…
﹈〉（157

）

―
〈
名
の
な
い
黙
し
た
ま
ま
の
言
語
〉
で
あ
る
事
物
の
言
語
は
、〈
創
造

す
る
神
の
語こ
と
ばの
名
残
〉
で
は
あ
っ
て
も
、〈
神
の
語こ
と
ば〉
そ
の
も
の
で
は
な

い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、〈
創
造
す
る
神
の
語こ
と
ば〉
の
創
造
の
息
吹
が
残

っ
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
事
物
の
言
語
の
記
述
に
際
し
て
し
ば
し
ば

〈
魔
術
〉、〈
魔
術
的
〉
と
い
う
語
を
使
う
の
は
、
事
物
の
言
語
の
〈
創
造

す
る
神
の
語こ
と
ば
の
名
残
〉
と
い
う
性
質
を
示
唆
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
、
と

思
わ
れ
る
。

す
る
と
、〈
創
造
す
る
神
の
語こ
と
ば
の
名
残
〉
と
し
て
の
事
物
の
言
語
を
、

単
に
、
物
体
、
分
子
、
原
子
等
の
純
粋
に
物
質
的
な
レ
ベ
ル
で
の
み
想

定
す
る
の
で
は
、
済
ま
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。〈
物
質
の
魔
術
〉

は
、
神
の
創
造
的
〈
魔
術
〉
の
〈
名
残
〉
の
こ
と
を
目
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。〈
人
間
が
自
然
か
ら
受
け
取
る
﹇
受
胎
す
る
﹈
伝
達
〉
に
お

い
て
人
間
に
伝
達
さ
れ
る
の
は
、
事
物
た
ち
か
ら
発
し
て
く
る
神
の
創

造
の
息
吹
の
〈
名
残
〉、
あ
る
種
の
霊
気
の
よ
う
な
も
の
で
な
い
か
。

〈﹇
神
の
﹈
語こ
と
ば
が
自
ら
を
伝
達
し
〉
つ
つ
事
物
た
ち
に
与
え
る
〈
合
図
〉

（Zeichen

）
と
は
、
霊
的
な
〈
兆
し
〉（Zeichen

）
の
よ
う
な
も
の
で

は
な
い
か
（
事
物
た
ち
が
伝
達
す
る
〈
精
神
的
本
質
〉
と
は
、
こ
の
よ

う
な
神
に
淵
源
す
る
霊
的
な
〈
兆
し
〉
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
）。
人
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間
は
、
こ
の
霊
的
な
〈
兆
し
〉
を
〈
受
胎
す
る
〉
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
〈
兆
し
〉
を
事
物
た
ち
の
〈
名
〉
へ
と
移
行
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
こ
の
移
行
の
こ
と
を
〈
翻
訳
〉（Ü

bersetzung

）

と
呼
ぶ
。
人
間
が
事
物
た
ち
に
名
付
け
る
行
為
は
、〈
事
物
た
ち
の
言
語

の
、
人
間
の
言
語
へ
の
翻
訳
〉〈
黙
し
た
ま
ま
の
も
の
の
、
音
声
的
な
も

の
へ
の
翻
訳
〉〈
名
の
な
い
も
の
の
、
名
へ
の
翻
訳
〉（151

）
で
あ
る
。

こ
の
〈
翻
訳
〉
は
人
間
の
自
由
意
志
に
よ
っ
て
恣
意
的
に
行
わ
れ
る
の

で
は
な
く
、〈
事
物
た
ち
の
名
の
な
い
言
語
〉
の
孕
む
〈
創
造
す
る
神
の

語こ
と
ばの
名
残
〉
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
結
局
―

〈﹇
…
﹈
こ
の
翻
訳
の
客
観
性
は
神
に
お
い
て
保
証
さ
れ
て
い
る
。〉

（151

）

―
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

か
く
し
て
、〈
創
造
す
る
神
の
語こ
と
ば〉
↓
そ
の
〈
名
残
〉
と
し
て
の
〈
事

物
た
ち
の
名
の
な
い
言
語
〉
↓
そ
の
〈
受
胎
〉〈
翻
訳
〉
と
し
て
の
〈
人

間
の
名
の
言
語
〉
と
い
う
形
で
世
界
を
貫
流
し
て
い
る
言
語
の
流
れ
が

存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
人
間
は
こ
の
よ
う
な
言
語
の

流
れ
の
最
終
的
な
頂
点
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
―

〈
あ
ら
ゆ
る
自
然
は
、
そ
れ
が
自
ら
を
伝
達
す
る
限
り
、
言
語
の
中

で
自
ら
を
伝
達
す
る
―
従
っ
て
、
究
極
的
に
は
、
人
間
の
中
で
伝
達

す
る
。
そ
れ
故
、
人
間
は
自
然
の
主
人
（H

err

）
で
あ
り
、
事
物
た

ち
に
名
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。〉（144

）

―
人
間
は
〈
自
然
の
主
人
〉
だ
と
い
う
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
規
定
は
、
決
し

て
、
人
間
を
自
然
の
頂
点
に
定
位
す
る
単
な
る
人
間
中
心
主
義
な
ど
で

は
な
く
、
人
間
が
、
世
界
を
貫
流
す
る
言
語
と
い
う
〈
媒
質
〉
の
枢
要

な
中
継
点
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
―

〈
名
に
お
い
て
、
人
間
の
精
神
的
本
質
は
自
ら
を
神
に
伝
達
す
る
。〉

（144

）

―
〈
創
造
す
る
神
の
語こ
と
ば〉
に
端
を
発
し
た
言
語
の
流
れ
は
、
こ
う
し
て
、

〈
事
物
た
ち
の
名
の
な
い
言
語
〉
↓
〈
人
間
の
名
の
言
語
〉
を
経
て
、
そ

の
起
源
で
あ
る
神
へ
と
還
帰
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
世
界
を
貫
流
す
る
言
語
の
流
れ
の
一
貫
し
た
様
態
を
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
〈
媒
質
〉（M

edium

）
と
呼
ぶ
。
神
↓
事
物
↓
人
間
↓

神
と
い
う
形
で
流
れ
る
言
語
は
、
元
々
神
に
淵
源
す
る
同
一
の
言
語
、

同
一
の
〈
媒
質
〉
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
の
質
的
な
差
異
は
、

同
じ
言
語
と
い
う
〈
媒
質
〉
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
の
〈
密
度
〉

（D
ichte

）（146

）
の
違
い
に
由
来
す
る
よ
う
だ
。
こ
の
〈
密
度
〉
の
違

い
は
、〈
存
在
の
程
度
〉（E

xistenzgrade,Seinsgrade

）（146

）
に
発

す
る
段
階
的
な
違
い
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
そ
こ
で
〈
ス
コ
ラ
学
〉

（146

）
に
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
存
在
を
貫
く

〈
位
階
〉（A

bstufung

）（146

）
の
あ
り
方
に
は
、
例
え
ば
、
ホ
イ
ジ
ン

ガ
が
『
中
世
の
秋
』
で
描
写
し
た
、
す
べ
て
の
も
の
が
神
の
位
階
秩
序

の
中
で
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
く
様
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ホ
イ
ジ
ン
ガ
と
異
な
る
の
は
、
こ
の
神
の
位
階
秩
序

の
中
に
貫
流
し
て
い
る
の
が
言
語
と
い
う
〈
媒
質
〉
で
あ
る
と
す
る
点
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で
あ
る
―

〈
あ
る
本
質
の
言
語
は
媒
質
で
あ
り
、
そ
の
媒
質
の
中
で
そ
の
精
神

的
本
質
が
自
ら
を
伝
達
す
る
。
こ
の
伝
達
の
絶
え
間
の
な
い
流
れ
が

自
然
全
体
を
貫
い
て
、
最
も
低
次
の
存
在
物
か
ら
人
間
へ
と
、
人
間

か
ら
神
へ
と
流
れ
て
い
る
。〉（157

）

―
そ
の
よ
う
に
、〈
段
階
〉
を
経
巡
り
つ
つ
、
言
語
と
い
う
〈
媒
質
〉
が

世
界
を
貫
流
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
貫
流
の
開
始
点
も
終
着
点
も
神

に
存
し
て
お
り
、
世
界
を
貫
流
す
る
言
語
と
い
う
〈
媒
質
〉
は
、
根
本

的
に
は
、〈
こ
の
よ
う
な
言
語
運
動
（S

prachbew
egung

）
の
一
体
性

で
あ
る
、
神
の
語こ
と
ば〉（157

）
に
他
な
ら
な
い
。

Ⅱ
　
人
間
の
言
語
―
〈
名
の
言
語
〉

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、『
創
世
記
』
に
従
っ
て
、
人
間
の
言
語
の
あ
り
方
を

先
ず
、
人
間
の
堕
罪
・
楽
園
追
放
の
前
と
後
と
で
截
然
と
分
け
る
。
堕

罪
以
前
の
楽
園
に
は
、
人
間
の
言
語
は
一
つ
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
―

〈
人
間
の
楽
園
的
言
語
（d

ie
parad

iesisch
e

S
prach

e
d

es
M

ensch
en

）
は
完
璧
に
認
識
す
る
言
語
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。〉

（152

）

―
〈
楽
園
言
語
〉
の
完
璧
な
認
識
力
は
、
第
Ⅰ
章
で
引
用
し
た
〈
神
に

お
い
て
、
創
造
す
る
語こ
と
ば
と
認
識
す
る
名
と
が
同
一
で
あ
る
こ
と
〉
と
い

う
〈
神
の
語こ
と
ば
〉
＝
〈
名
〉
の
あ
り
方
を
〈
楽
園
言
語
〉
が
分
有
し
て
い

る
こ
と
に
由
来
す
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
人
間
の
〈
楽
園
言
語
〉
は

も
は
や
〈
神
の
語こ
と
ば
〉
の
創
造
力
を
有
し
て
は
い
な
い
が
、〈
名
の
言
語
〉

で
あ
り
、〈
名
と
い
う
唯
一
の
至
福
の
楽
園
言
語
〉（die

eine
selige

P
aradiessprache

der
N

am
en

）（155

）
で
あ
る
。〈
楽
園
言
語
〉
が

〈
名
の
言
語
〉
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
は
完
璧
な
認
識
力
が
具
備
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
Ⅰ
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
神
が

事
物
た
ち
に
名
付
け
た
〈﹇
固
有
﹈
名
〉
は
、
そ
の
〈
名
〉
の
外
延
と
内

包
の
総
体
を
名
指
す
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
完
璧
な
認
識
力
を
有
し

て
い
る
の
だ
が
、
人
間
の
〈
楽
園
言
語
〉
＝
〈
名
と
い
う
純
粋
言
語
〉

（die
reine

Sprache
des

N
am

ens

）（153

）
に
も
、〈
神
の
語こ
と
ば〉
に
発

す
る
〈
名
の
永
遠
の
純
粋
性
〉（153

）
が
残
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

楽
園
に
人
間
の
言
語
が
一
つ
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
唯

一
つ
の
言
語
が
完
璧
な
認
識
力
を
具
備
し
て
い
た
の
で
、
認
識
の
足
り

な
か
っ
た
部
分
を
他
の
言
語
で
補
う
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い

か
。
楽
園
に
お
い
て
人
間
は
、
神
に
発
し
て
世
界
を
貫
流
す
る
〈
名
の

言
語
〉
の
〈
内
在
的
な
独
自
の
魔
術
〉（153

）
の
中
に
あ
り
、
例
え
ば

「
草
」
や
「
獣
」
を
、
そ
れ
ら
の
外
延
と
内
包
の
総
体
を
名
指
す
〈
名
〉

に
お
い
て
完
全
に
認
識
し
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

〈
名
の
言
語
〉
は
、
言
語
以
外
の
も
の
を
伝
達
す
る
た
め
の
〈
手
段
〉

と
し
て
の
言
語
で
は
な
い
―

〈
名
は
、
そ
れ
を
通
し
て

・

・

・

（durch

）
は
も
は
や
何
も
の
も
自
ら
を
伝

達
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
中
で
・

・

（in

）
言
語
が
そ
れ
自
体
で
絶
対

的
に
自
ら
を
伝
達
す
る
も
の
で
あ
る
。〉（144

）
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―
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
言
語
が
〈
精
神
的
本
質
〉
を
伝
達
す
る
〈
媒
質
〉

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
際
に
、
こ
の
〈
媒
質
〉
が
〈
そ
れ
を
通
し
て

・

・

・

〉

伝
達
さ
れ
る
〈
手
段
〉
で
は
な
く
、〈
そ
の
中
で
・

・

〉
伝
達
さ
れ
る
〈
媒
質
〉

で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。〈
名
の
言
語
〉
に
お
い
て
は
、
言
語
が
言
語

自
体
の
中
で
言
語
自
体
を
伝
達
す
る
―

〈﹇
…
﹈
お
の
お
の
の
言
語
は
、
自
ら
の
中
で

・

・

・

（in

）
自
ら
を
伝
達
す

る
。
お
の
お
の
の
言
語
は
、
最
も
純
粋
な
意
味
に
お
い
て
伝
達
の
》
媒

質
《（M

edium

）
で
あ
る
。
中
動
態
で
あ
る
こ
と
（das

M
ediale

）

―
こ
の
こ
と
が
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
本
質
の
無
媒
体

・

・

・

性
﹇
無
手
段

・

・

・

性
、

直・

接・

性
﹈（U

nm
ittelbarkeit

）
で
あ
る
の
だ
が
―
は
、
言
語
理
論
の

根
本
問
題
で
あ
る
。〉（142

）

―
〈
中
動
態
〉
は
こ
こ
で
は
ギ
リ
シ
ア
語
動
詞
の
〈
直
接
再
帰
中
動
態
〉

の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。〈
直
接
再
帰
中
動
態
〉
は
、〈
自
分
自
身

を
〜
す
る
〉
と
い
う
（
再
帰
的
）
能
動
態
が
〈
自
分
自
身
が
〜
さ
れ
る
〉

と
い
う
受
動
態
で
も
あ
る
と
い
う
動
詞
の
あ
り
方
の
こ
と
で
あ
る
。〈
名

の
言
語
〉
に
お
い
て
は
、〈
言
語
が
言
語
自
身
を
伝
達
す
る
〉
こ
と
は
、

即
、〈
言
語
自
身
が
伝
達
さ
れ
る
〉
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
伝
達
の
あ
り
方
に
お
い
て
は
、
言
語
が
言
語
外
の
何
か
を
伝
達
す
る

た
め
の
〈
媒
体
〉（
手
段
）（M

ittel

）
で
は
な
い
。
従
っ
て
、〈
言
語
の

内
容
（Inhalt

）
な
ど
存
在
し
な
い
〉（142

）
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
言
語
の
内
部
で
伝
達
が
生
起
す
る
あ
り
方
が
、〈
名
の

言
語
〉
に
お
け
る
〈
内
在
的
な
独
自
の
魔
術
〉
で
あ
る
。〈
名
の
言
語
〉

は
、
自
ら
の
外
部
に
あ
る
何
か
を
伝
達
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
中

で
自
ら
を
伝
達
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
で
は
、
外
部
か
ら
内
部
へ
の
転

送
に
伴
う
質
的
変
化
や
ロ
ス
が
生
じ
る
こ
と
な
く
、
言
語
の
内
部
で
丸

ご
と
の
完
璧
な
伝
達
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
―
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
、

〈
絶
対
的
に
自
ら
を
伝
達
す
る
〉
と
い
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ

る
。〈

名
の
言
語
〉
に
お
け
る
丸
ご
と
の
伝
達
、
絶
対
的
な
伝
達
は
、〈
具

体
的
な
も
の
の
伝
達
に
お
け
る
無
媒
体
性
﹇
直
接
性
﹈

（U
nm

ittelbarkeit

）〉（154

）
で
あ
り
、〈
事
物
た
ち
を
直
観
す
る
こ
と

（A
nschauen

）
に
お
い
て
事
物
た
ち
の
言
語
が
人
間
に
流
れ
込
ん
で
い

く
〉（154

）
と
い
う
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
達
に
お
い
て
は
、

転
送
に
伴
う
、
伝
達
さ
れ
る
も
の
の
〈
抽
象
化
〉
は
生
じ
な
い
。〈
楽
園

言
語
〉
と
し
て
の
〈
名
の
言
語
〉
に
は
、
事
物
た
ち
を
直
接
的
に
直
観

す
る
完
全
な
認
識
力
が
備
わ
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
は
蛇
の
誘
惑
に
負
け
て
善
悪
の
認
識

の
木
の
実
を
食
べ
る
。
こ
う
し
て
、〈
神
の
語こ
と
ば
〉
に
よ
る
創
造
の
度
に

〈
神
は
こ
れ
を
見
て
、
良
し
と
さ
れ
た
〉
世
界
に
、
善
悪
の
分
裂
が
持
ち

込
ま
れ
る
。
人
間
の
言
語
は
、
言
語
の
外
部
に
あ
る
何
か
を
伝
達
す
る

た
め
の
手
段
と
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
人
間
の
言
語
は
、
事

物
そ
の
も
の
を
認
識
す
る
〈
名
の
言
語
〉
か
ら
、
事
物
を
外
か
ら
あ
れ

こ
れ
と
詮
索
す
る
〈
お
し
ゃ
べ
り
〉（G

eschw
ätz

）、
善
悪
に
つ
い
て

の
〈
お
し
ゃ
べ
り
〉（153

）、
善
悪
を
〈
裁
く
語こ
と
ば
〉（das

rich
tende

W
ort

）（153

）
へ
と
頽
落
す
る
―

〈
堕
罪
が
人
間
の
語

・

・

・

・

の
誕
生
の
刻
で
あ
る
。
人
間
の
語こ
と
ばに
お
い
て
は
、

名
は
も
は
や
無
傷
の
ま
ま
で
は
済
ま
ず
、
人
間
の
語こ
と
ば
は
名
の
言
語
、
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認
識
す
る
名
の
言
語
の
中
か
ら
―
内
在
的
な
独
自
の
魔
術
の
中
か
ら
、

と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
―
抜
け
落
ち
、
表
現
的
に
﹇
表
出
的
に
﹈、
い

わ
ば
外
部
か
ら
魔
術
的
に
な
っ
た
。
語こ
と
ば
は
、（
自
分
自
身
の
外
部
の
）

何
か
・

・

を
伝
達
す
べ
き
も
の
と
な
る
。〉（153

）

―
人
間
の
語こ
と
ばが
〈（
自
分
自
身
の
外
部
の
）
何
か
・

・

を
伝
達
す
る
〉
と
い
う

こ
と
は
、
伝
達
す
る
言
語
と
、
言
語
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
も
の
と
が

分
離
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
伝
達
さ
れ
る
も
の
は
言
語
を
〈
手
段
〉

（M
ittel

）（153

）
と
し
て
伝
達
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
言
語
の
あ
り
方
は
、
ま
さ
し
く
〈
単
な
る

・

・

・

記
号
〉（d

as
blo

βe
Zeichen

）（153

）
と
し
て
の
言
語
で
あ
る
。

伝
達
さ
れ
る
も
の
か
ら
分
離
さ
れ
た
伝
達
の
〈
手
段
〉
と
し
て
の

〈
記
号
〉
か
ら
は
、〈
名
の
言
語
〉
の
直
接
的
な
認
識
力
が
失
わ
れ
る
―

〈
堕
罪
に
お
い
て
、
抽
象
の
伝
達
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
直
接
性

（U
nm

ittelbarkeit

）
が
裁
き
を
伴
い
つ
つ
出
現
し
た
の
は
、
人
間
が

具
体
的
な
も
の
の
伝
達
に
お
け
る
直
接
性
﹇
無
媒
体
性
﹈

（U
nm

ittelbarkeit

）
か
ら
、
つ
ま
り
、
名
か
ら
離
れ
去
り
、
あ
ら
ゆ

る
伝
達
の
間
接
性
﹇
媒
体
性
﹈（M

ittelbarkeit

）
の
深
淵
、
つ
ま
り
、

手
段
﹇
媒
体
﹈
と
し
て
の
語こ
と
ば
、
空
虚
な
語こ
と
ば
の
深
淵
へ
と
、
お
し
ゃ
べ

り
の
深
淵
へ
と
陥
っ
た
と
き
だ
っ
た
。〉（154

）

―
こ
こ
で
、
堕
罪
後
の
〈
手
段
〉
と
し
て
の
言
語
に
つ
い
て
も
〈
直
接

性
〉
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
〈
直
接
性
〉
は
〈
具
体

的
な
も
の
の
伝
達
に
お
け
る
直
接
性
〉
か
ら
離
れ
去
っ
た
〈
あ
ら
ゆ
る

伝
達
の
間
接
性
〉
の
レ
ベ
ル
で
生
じ
る
〈
直
接
性
〉、
あ
く
ま
で
も
〈
抽

象
の
伝
達
に
お
け
る
直
接
性
〉
で
あ
る
。

伝
達
さ
れ
る
事
物
た
ち
の
〈
精
神
的
本
質
〉
と
、
そ
れ
を
伝
達
す
る

〈
手
段
〉（
媒
体
）（M

ittel

）
と
し
て
の
言
語
が
こ
の
よ
う
に
分
離
す
る

と
、〈
名
の
言
語
〉
に
お
け
る
よ
う
に
、
言
語
の
内
部
で
丸
ご
と
の
完
璧

な
伝
達
が
〈
直
接
的
に
〉﹇
無
媒
体
に
﹈（unm

ittelbar

）
行
わ
れ
る
こ

と
は
な
く
な
り
、
伝
達
は
〈
間
接
的
に
〉
﹇
媒
体
を
通
し
て
﹈

（m
ittelbar

）
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
事
物
た
ち
の
〈
精
神
的
本

質
〉
が
〈
媒
体
〉
と
し
て
の
言
語
へ
と
転
送
さ
れ
る
際
に
、
具
体
的
な

も
の
が
抽
象
化
さ
れ
、
伝
達
さ
れ
る
も
の
の
ロ
ス
、
質
的
変
化
が
生
じ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

す
る
と
、
事
物
た
ち
の
（
伝
達
さ
れ
得
る
）〈
精
神
的
本
質
〉
の
な
に

が
し
か
の
も
の
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
こ
で
生
じ
た
認
識
の
欠

落
を
埋
め
よ
う
と
し
て
、
別
の
言
い
方
、
言
語
が
生
起
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
が
、
バ
ベ
ル
の
塔
の
建
設
で
生
じ
た
〈
言
語
の
混
乱
〉（154

）、

〈
言
語
の
多
様
性
〉（154

）
の
原
因
で
あ
る
。
事
物
た
ち
の
〈
精
神
的
本

質
〉
が
直
接
的
に
丸
ご
と
具
体
的
に
伝
わ
っ
て
こ
な
い
の
で
、
ど
ん
な

に
多
様
に
言
い
換
え
て
み
て
も
、
い
つ
も
間
接
的
、
抽
象
的
な
ま
ま
に

留
ま
り
、
認
識
の
欠
落
感
（
隔
靴
掻
痒
の
感
）
が
残
留
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
多
様
な
言
い
換
え
の
こ
と
を
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
〈﹇
事
物

た
ち
の
言
語
か
ら
の
﹈
か
く
も
多
く
の
翻
訳
〉（152

）、〈
過
剰
な
名
付

け
〉（Ü

berbenennung

）（155

）
と
呼
ぶ
。
事
物
た
ち
は
〈
過
剰
な
被

規
定
性
〉（Ü

berbestim
m

theit

）（156

）
を
被
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る

の
だ
が
、
逆
説
的
な
こ
と
に
は
、
こ
の
〈
過
剰
な
被
規
定
性
〉
は
ど
こ

ま
で
も
過
少
な
ま
ま
で
あ
る
。
事
物
た
ち
が
ど
ん
な
に
と
っ
か
え
ひ
っ
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か
え
規
定
さ
れ
て
み
て
も
、
事
物
た
ち
は
十
全
に
は
規
定
さ
れ
な
い
ま

ま
で
あ
り
続
け
る
。
こ
う
し
て
生
じ
ざ
る
を
得
な
い
多
様
な
言
い
換
え
、

〈
過
剰
な
名
付
け
〉
の
現
実
的
な
あ
り
方
が
、
日
本
語
と
か
ド
イ
ツ
語
と

か
の
多
様
な
言
語
、〈
そ
こ
で
は
名
が
既
に
し
お
れ
て
し
ま
っ
た
何
百
も

の
人
間
言
語
〉（155

）
に
他
な
ら
な
い
。

〈
単
な
る

・

・

・

記
号
〉
と
し
て
の
言
語
は
、
言
語
学
・
記
号
論
で
定
義
さ

れ
る
言
語
の
有
り
よ
う
そ
の
も
の
で
あ
る
―

〈
伝
達
の
手
段
は
語こ
と
ば
で
あ
り
、
伝
達
の
対
象
は
事
象
で
あ
り
、
伝
達

の
受
信
者
は
人
間
で
あ
る
。〉（144
）

―
言
語
外
の
事
象
を
伝
達
す
る
〈
手
段
〉
と
し
て
の
〈
単
な
る

・

・

・

記
号
〉

に
つ
い
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
的
な
言
語
記
号
の
恣
意
性

を
指
摘
す
る
―

〈
語こ
と
ば
と
事
象
と
の
関
係
は
偶
然
的
で
あ
り
、
語こ
と
ば
は
、
何
ら
か
の
慣
習

に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
た
、
事
物
た
ち
の
（
あ
る
い
は
、
事
物
た
ち
の

認
識
の
〉
記
号
で
あ
る
と
い
う
観
念
﹇
…
﹈〉（150

）

―
言
語
記
号
は
、
恣
意
的
な
成
り
立
ち
を
し
て
い
る
が
故
に
、
慣
習

（
コ
ー
ド
）
に
よ
っ
て
縛
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
逆
説
は
、
ソ
シ
ュ
ー

ル
が
つ
と
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
堕
罪
後
の
人
間
の
言
語
は
、
直
観
の
言
語

か
ら
分
析
の
言
語
へ
と
堕
し
て
い
る
―

〈
神
の
語こ
と
ばの
絶
対
的
に
無
限
定
で
創
造
す
る
無
限
性
と
比
較
す
る
と
、

あ
ら
ゆ
る
人
間
の
言
語
の
無
限
性
は
常
に
、
制
限
さ
れ
た
分
析
的
な

本
質
の
も
の
で
あ
り
続
け
る
。〉（149

）

―
堕
罪
後
の
人
間
の
言
語
は
、〈
名
の
言
語
〉
と
は
い
っ
て
も
、〈
具
体

的
な
も
の
の
伝
達
に
お
け
る
直
接
性
〉
か
ら
離
れ
去
り
、〈
あ
ら
ゆ
る
伝

達
の
間
接
性
〉
の
レ
ベ
ル
に
堕
し
、
抽
象
的
な
認
識
と
分
析
の
言
語
と

化
し
た
の
で
あ
り
、〈﹇
神
の
﹈
語こ
と
ば
の
、
名
に
お
け
る
反
映
〉（149

）
は

希
薄
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
の
〈
名
の
言
語
〉
は
、
世
界
を
貫
流

す
る
〈
神
の
語こ
と
ば〉
に
与
っ
て
い
る
。『
創
世
記
』
に
よ
れ
ば
、
神
は
そ
も

そ
も
人
間
を
、
他
の
事
物
た
ち
と
は
本
質
的
に
異
な
る
仕
方
で
創
造
し

た
。
神
は
人
間
を
、
他
の
事
物
た
ち
の
よ
う
に
「
〜
あ
れ
」
と
い
う

〈
語こ
と
ば
〉
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、〈
土
〉
か
ら
造
っ
た
後
に
〈
命
の
息
を
吹

き
入
れ
ら
れ
た
〉。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
こ
の
〈
息
〉
は
〈
同
時
に
命
で
あ

り
精
神
で
あ
り
言
語
で
あ
る
〉
と
言
う
（147

）。
人
間
だ
け
に
、〈
言
語

と
い
う
贈
り
物

・

・

・

〉（148

）
が
授
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
自
ら

名
付
け
る
も
の
と
な
っ
た
。

人
間
が
名
付
け
る
行
為
に
は
、
二
つ
の
場
合
が
あ
る
。
一
つ
は
人
間

が
﹇
動
物
た
ち
を
も
含
む
﹈
事
物
た
ち
に
名
付
け
る
場
合
で
あ
る
。
こ

の
場
合
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
人
間
の
名
付
け
に
、
神
が
事
物
た
ち

に
与
え
る
〈
合
図
〉（〈
兆
し
〉）
が
先
立
っ
て
お
り
、
人
間
の
名
付
け
は
、

事
物
の
言
語
に
残
存
す
る
〈
創
造
す
る
神
の
語こ
と
ば
の
名
残
〉
を
人
間
が

〈
受
容
す
る
〉﹇
受
胎
す
る
﹈
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
名
付
け
が
〈
創
造
す
る
神
の
語こ
と
ば
の
名
残
〉
を

投

稿

論

文

（1）
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事
物
た
ち
に
お
い
て
〈
受
容
す
る
〉﹇
受
胎
す
る
﹈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

生
起
す
る
と
し
て
も
、
そ
こ
で
は
、
人
間
に
よ
る
〈
黙
し
た
ま
ま
の
も

の
の
、
音
声
的
な
も
の
へ
の
翻
訳
〉〈
名
の
な
い
も
の
の
、
名
へ
の
翻
訳
〉

（151
）
が
行
わ
れ
、
そ
こ
に
人
間
の
〈
自
発
性
〉（S

pon
tan

eität

）

（150

）
が
介
在
し
て
く
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
る
こ
の
〈
自
発
性
〉
の

位
置
づ
け
は
も
う
一
つ
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
こ
の
人
間
の
命
名
行
為

に
お
け
る
〈
自
発
性
〉
が
堕
罪
後
の
言
語
の
抽
象
性
、〈﹇
事
物
た
ち
の

言
語
か
ら
の
﹈
か
く
も
多
く
の
翻
訳
〉、〈
過
剰
な
名
付
け
〉
に
つ
な
が

っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

人
間
が
名
付
け
る
行
為
の
も
う
一
つ
の
場
合
は
、
人
間
が
人
間
に
名

付
け
る
場
合
、
つ
ま
り
、
人
間
の
〈
固
有
名
〉
の
場
合
、
人
間
が
自
分

の
子
供
た
ち
に
命
名
す
る
場
合
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
人

間
の
〈
固
有
名
〉
は
、
そ
の
語
源
的
な
意
味
（
例
え
ば
「
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
」

と
い
う
〈
名
〉
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
語
源
で
は
〈
右
手
の
息
子
、
幸
運
の

子
〉
と
い
う
語
義
を
持
っ
て
い
る
）
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、〈
人
間

の
音
声
の
形
を
取
っ
た
神
の
語こ
と
ば
〉（150

）
で
あ
る
。
従
っ
て
、
人
間
の

〈
固
有
名
〉
に
は
〈
神
の
語こ
と
ば〉
の
創
造
す
る
力
が
宿
っ
て
い
る
―

〈﹇
…
﹈
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
固
有
名
自
体
が
創
造
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
人
間
の
名
は
人
間
の
運
命
で
あ
る
と
い
う
直
観

の
形
で
こ
の
こ
と
を
﹇
…
﹈
神
話
の
知
恵
が
言
い
表
し
て
い
る
通
り

で
あ
る
。〉（150

）

―
人
間
は
そ
の
〈
固
有
名
〉
に
お
い
て
自
ら
の
〈
運
命
〉
を
創
造
す
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

我
々
は
先
に
、
神
に
よ
る
創
造
＝
命
名
行
為
に
お
け
る
〈
固
有
名
〉

は
、
外
延
的
に
は
す
べ
て
の
指
示
対
象
を
包
括
し
、
内
包
的
に
は
す
べ

て
の
指
示
対
象
の
す
べ
て
の
属
性
を
包
括
す
る
、
と
考
え
た
の
だ
が
、

創
造
力
を
孕
む
と
い
う
、
人
間
の
〈
固
有
名
〉
の
場
合
は
ど
う
な
る
の

だ
ろ
う
か
。

確
か
に
、
人
間
が
自
分
の
〈
固
有
名
〉
に
お
い
て
豊
穣
な
〈
運
命
〉

を
創
造
し
て
い
け
ば
、
そ
の
〈
固
有
名
〉
は
無
限
の
属
性
を
孕
む
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
〈
固
有
名
〉
は
そ
の
人
し
か
名
指
さ
な

い
の
だ
か
ら
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
外
延
が
広
が
る
こ
と
は
あ
り
得
な

い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
〈
固
有
名
〉
の
内
包
が
総
体
性
に
近
づ
い
て

い
け
ば
、
そ
の
〈
固
有
名
〉
は
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
属
性
を
含
み
込
ん
で

い
く
こ
と
に
な
る
が
故
に
、
そ
の
〈
固
有
名
〉
は
外
延
的
に
は
、
一
人

の
特
定
の
人
間
を
名
指
す
〈
固
有
名
〉
で
あ
り
つ
つ
、
い
わ
ば
、
あ
ら

ゆ
る
人
間
を
包
括
す
る
普
遍
性
に
近
づ
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
、
と
い

う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

何
れ
に
し
て
も
、
人
間
の
〈
固
有
名
〉
は
別
格
と
し
て
、
堕
罪
後
の

人
間
の
言
語
は
、〈
手
段
〉
と
し
て
の
〈
記
号
〉
で
し
か
あ
り
得
な
い
の

だ
ろ
う
か
。
一
般
に
は
、
文
学
の
言
語
は
〈
記
号
〉
と
し
て
の
言
語
と

は
違
う
レ
ベ
ル
に
あ
る
、
と
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
実
際
、
文
学
の
言

語
、
特
に
詩
の
言
語
に
お
い
て
は
、
一
語
一
語
の
姿
形
が
問
題
と
な
る
。

姿
形
が
問
題
と
な
る
言
語
は
、
単
な
る
〈
手
段
〉
と
し
て
の
言
語
で
は

あ
り
得
な
い
は
ず
な
の
だ
が
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
一
方
で
は
、
文
学
（P

oesie

）
の
言
語
を
も
含
め

て
芸
術
の
言
語
は
〈
事
物
的
な
言
語
精
神
〉（147

）
に
基
づ
い
て
い
る

と
す
る
が
、
他
方
で
は
、
文
学
の
言
語
を
彫
刻
、
絵
画
の
言
語
と
は
区
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別
し
―

〈
何
れ
に
し
ろ
、
そ
れ
で
も
や
は
り
文
学
の
言
語
が
、
人
間
の
名
の

言
語
に
も
―
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
―
基
礎
を
置
い
て
い
る

よ
う
に
﹇
…
﹈〉（156

）

―
と
述
べ
、
文
学
の
言
語
の
基
底
に
〈
名
の
言
語
〉
の
要
素
を
認
め
て

い
る
。

Ⅲ
　
〈
名
の
言
語
〉
に
お
け
る
内
包
と
外
延

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
文
学
の
言
語
の
基
底
に
〈
名
の
言
語
〉
の
支
え
が

あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
堕
罪
以
前
の
人
間
の
〈
名
の
言
語
〉
に
つ

い
て
、
更
に
具
体
的
に
考
え
て
み
た
い
。

第
Ⅰ
章
で
、
神
に
よ
る
事
物
た
ち
の
〈﹇
固
有
﹈
名
〉
は
、
外
延
的
に

は
、
す
べ
て
の
指
示
対
象
を
一
つ
の
も
の
と
し
て
指
示
し
、
内
包
的
に

は
、
一
つ
の
も
の
と
見
な
さ
れ
た
す
べ
て
の
指
示
対
象
の
す
べ
て
の
属

性
を
包
括
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
述
べ
た
。
何
し
ろ
、
神
は
事
物
の

〈﹇
固
有
﹈
名
〉
に
よ
っ
て
一
切
の
そ
の
事
物
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
か

ら
に
は
、
そ
の
〈﹇
固
有
﹈
名
〉
は
一
切
の
そ
の
事
物
の
存
在
と
、
一
切

の
そ
の
事
物
の
一
切
の
属
性
を
包
括
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

で
は
、〈
人
間
言
語
の
遺
産
と
し
て
の
名
〉（144

）
の
場
合
は
ど
う
な

の
か
―

〈
こ
の
よ
う
に
し
て
、
絶
対
的
に
伝
達
さ
れ
得
る
精
神
的
本
質
と
し

て
の
言
語
の
内
包
的
総
体
性
（intensive

T
otalität

）
と
、
普
遍
的

に
伝
達
す
る
（
名
付
け
る
）
本
質
と
し
て
の
言
語
の
外
延
的
総
体
性

（extensive
T

otalität

）
と
が
、
名
に
お
い
て
頂
点
に
達
す
る
。〉

（145

）

―
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
、
堕
罪
以
前
の
人
間
の
〈
名
の
言
語
〉
は
内
包
的
に

も
外
延
的
に
も
〈
神
の
語こ
と
ば〉
に
比
肩
す
る
〈
総
体
性
〉
を
備
え
て
い
た
、

と
想
定
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
﹇
現
代
の
論
理
学
で
は
、〈
内
包
〉
に

は
〈Intension

〉、〈
内
包
的
〉
に
は
〈intensional

〉、〈
外
延
〉
に
は

〈E
xtension

〉、〈
外
延
的
〉
に
は
〈extensional

〉
を
使
う
の
が
通
常

の
よ
う
だ
が
、〈Intensität

〉〈intensiv

〉〈E
xtensität

〉〈extensiv

〉

も
そ
れ
ら
の
語
と
ま
っ
た
く
同
じ
語
源
を
有
し
て
お
り
、
か
つ
て
は
論

理
学
の
術
語
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
の
で
、
こ
こ
で
は
、

〈Intensität

〉〈intensiv

〉〈E
xtensität

〉〈extensiv

〉
を
そ
の
よ
う

な
論
理
学
上
の
術
語
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。
も
っ
と
も
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
は
、〈
外
延
〉
＝
〈E

xtensität

〉
の
代
わ
り
に
、〈
普
遍
性
〉
を
意

味
す
る
〈U

niversalität

〉
を
使
っ
て
い
る
。〈
内
包
〉
に
は
〈Inhalt

〉、

〈
外
延
〉
に
は
〈U

m
fang

〉
と
い
う
言
い
方
も
あ
る
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

は
前
者
の
〈Inhalt

〉
を
〈
内
容
〉
と
い
う
普
通
の
意
味
で
使
っ
て
い

る
﹈。〈

名
〉
の
あ
り
方
を
内
包
の
側
面
か
ら
見
て
い
こ
う
。〈
名
〉
は
、

〈
自
分
自
身
を
言
い
表
す
〉（sich

selbstaussprechen

）
こ
と
（145

）、

〈
言
語
の
究
極
的
な
叫
び
（A

usruf

）〉（145

）
で
あ
る
。〈
名
〉
は
何
を

〈
言
い
表
し
〉、〈
叫
ぶ
〉
の
か
。
事
物
た
ち
の
〈
精
神
的
本
質
〉
を
、
で

あ
る
―
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〈
そ
れ
故
、
精
神
的
本
質
は
初
め
か
ら
伝
達
さ
れ
得
る
も
の
と
し
て

置
か
れ
る
―
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
ま
さ
し
く
、
伝
達
さ
れ
得
る
可

能
性
の
中
へ
と

・

・

・

・

（in

）
置
か
れ
る
の
で
あ
る
﹇
…
﹈〉（145

）

―
こ
う
し
て
、
事
物
た
ち
は
〈
名
〉
の
中
で
、
自
ら
の
〈
精
神
的
本
質
〉

を
、
つ
ま
り
、〈
伝
達
さ
れ
得
る
〉
自
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
属
性
を
〈
言
い

表
し
〉、〈
叫
ぶ
〉
の
で
あ
る
。

外
延
の
側
面
か
ら
見
れ
ば
、〈
名
〉
は
〈
あ
ら
ゆ
る
他
の
も
の
に
話
し

か
け
る
〉（alles

andere
ansprechen

）
こ
と
（145

）、〈
言
語
の
本
来

的
な
呼
び
か
け
（A

nruf

）〉（145
）
で
あ
る
。〈
あ
ら
ゆ
る
他
の
も
の
に

話
し
か
け
る
〉
こ
と
は
、〈
普
遍
的
な
名
付
け
〉（u

n
iv

e
rse

lle
B

enennung

）（145

）
と
も
呼
ば
れ
る
。〈
名
〉
は
、〈
普
遍
的
に
伝
達

す
る
（
名
付
け
る
）
本
質
と
し
て
の
言
語
〉（145

）
で
あ
り
、
そ
の

〈
名
〉
の
あ
ら
ゆ
る
指
示
対
象
に
〈
話
し
か
け
〉、〈
呼
び
か
け
る
〉
の
で

あ
る
。

〈
名
の
言
語
〉
は
、
内
包
的
に
は
、
そ
の
〈
名
〉
の
事
物
の
あ
ら
ゆ

る
属
性
を
〈
伝
達
さ
れ
得
る
〉
も
の
と
し
て
〈
言
い
表
す
〉、
つ
ま
り
、

〈
自
分
自
身
を
言
い
表
す
〉
の
で
あ
り
、
外
延
的
に
は
、
そ
の
〈
名
〉
の

あ
ら
ゆ
る
事
物
た
ち
に
〈
伝
達
す
る
（
名
付
け
る
）〉、
つ
ま
り
、
そ
の

〈
名
〉
の
あ
ら
ゆ
る
指
示
対
象
に
〈
話
し
か
け
〉、〈
呼
び
か
け
る
〉
の
で

あ
る
。
こ
う
し
て
、〈
名
〉
に
お
い
て
、〈
内
包
的
総
体
性
〉
と
〈
外
延

的
総
体
性
〉
が
同
時
に
顕
現
す
る
こ
と
に
な
る
―

〈
人
間
だ
け
が

・

・

・

・

・

、﹇
外
延
的
﹈
普
遍
性
と
内
包
性

・

・

・

・

・

・

・

（Intensität

）
の・

点
で
完
璧
な
言
語
を
有
し
て
い
る

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

。〉（145

）

こ
の
よ
う
な
〈
名
の
言
語
〉
の
最
高
の
あ
り
方
が
〈
啓
示
〉
に
お
い

て
範
例
的
に
出
現
す
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
言
語
を

め
ぐ
る
考
え
方
に
は
、〈
言
い
表
さ
れ
た
も
の
、
言
い
表
さ
れ
得
る
も
の

と
、
言
い
表
さ
れ
得
な
い
も
の
、
言
い
表
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
の
対

立
〉（146

）
が
見
ら
れ
る
。
一
般
に
は
、〈
究
極
的
な
精
神
的
本
質
〉
は

〈
言
い
表
さ
れ
得
な
い
〉
と
見
な
さ
れ
る
（146

）。
神
性
の
〈
啓
示
〉
の

よ
う
な
事
柄
は
言
語
で
は
〈
言
い
表
さ
れ
得
な
い
〉、
と
い
う
の
が
一
般

的
な
考
え
で
あ
る
（
例
え
ば
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て
も
、
神
の
〈
名
〉

は
本
来
的
に
は
〈
言
い
表
さ
れ
得
な
い
〉
も
の
で
あ
っ
た
）。
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
、
神
性
の
〈
啓
示
〉
の
よ
う
な
事
柄
こ
そ
、
言

語
に
よ
っ
て
〈
言
い
表
さ
れ
得
る
〉
の
で
あ
り
、〈
啓
示
〉
は
、〈
言
い

表
さ
れ
得
る
〉
か
ら
こ
そ
、〈
啓
示
〉
な
の
で
あ
る
―

〈（
啓
示
と
い
う
概
念
に
お
け
る
）
宗
教
の
最
高
の
精
神
領
域
は
同
時

に
、
言
い
表
さ
れ
得
な
い
も
の
な
ど
な
い
唯
一
の
領
域
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
こ
の
最
高
の
精
神
領
域
は
名
の
中
で
呼
び
か
け
ら
れ
、
啓

示
と
し
て
自
ら
を
言
い
表
す
か
ら
で
あ
る
。〉（147

）

―
神
性
の
〈
啓
示
〉
の
よ
う
な
〈
最
高
の
精
神
領
域
は
名
の
中
で
﹇
外

延
的
に
﹈
呼
び
か
け
ら
れ
、
啓
示
と
し
て
﹇
内
包
的
に
﹈
自
ら
を
言
い

表
す
〉
の
で
あ
る
。〈
啓
示
〉
に
お
い
て
は
、
世
界
総
体
の
秘
密
が
現
れ

る
の
だ
か
ら
、〈
名
〉
に
お
け
る
〈
啓
示
〉
の
瞬
間
に
は
、
全
き
〈
内
包

的
総
体
性
〉
と
全
き
〈
外
延
的
総
体
性
〉
と
が
同
時
に
出
現
す
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
友
人
だ
っ
た
シ
ョ
ー
レ
ム
も
、〈
啓
示
〉
に
つ
い
て
ベ
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ン
ヤ
ミ
ン
と
同
じ
考
え
を
抱
い
て
い
た
。〈
啓
示
〉
の
言
語
の
典
型
が
例

え
ば
『
聖
書
』（
聖
な
る
テ
キ
ス
ト
）
だ
が
、
シ
ョ
ー
レ
ム
は
、
ユ
ダ
ヤ

神
秘
主
義
に
お
け
る
〈
啓
示
〉
の
出
現
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
―

〈
神
秘
主
義
者
は
聖
な
る
テ
キ
ス
ト
を
変
容
さ
せ
る
の
だ
が
、
こ
の

よ
う
な
変
容
の
決
定
的
な
要
素
の
本
質
は
、
硬
く
て
、
一
義
的
と
も

言
っ
て
い
い
、
誤
解
し
よ
う
の
な
い
、
啓
示
の
語こ
と
ば
が
、
今
や
無
限
に

・

・

・

意
味
の
充
溢
し
た
も
の
と
な
る
と
い
う
点
に
あ
る
。〉（G

ersh
om

Scholem
:Zur

K
abbala

und
ihrer

Sym
bolik.stw

13.F
rankfurt

a.M
.1981,S.21

）

―
シ
ョ
ー
レ
ム
の
言
う
、〈
啓
示
の
語こ
と
ば〉
に
お
け
る
無
限
の
意
味
の
充
溢

は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
的
に
言
い
換
え
れ
ば
、
全
き
〈
内
包
的
総
体
性
〉
と

全
き
〈
外
延
的
総
体
性
〉
の
顕
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
堕
罪

以
前
の
〈
楽
園
言
語
〉
と
し
て
の
人
間
の
〈
名
の
言
語
〉
は
、
そ
の
よ

う
な
〈
啓
示
〉
に
お
け
る
言
語
の
性
質
を
帯
び
て
い
た
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

『
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
の
議
論
は
、
こ
の
よ
う
に
、
記
号
と
し
て
の
あ
り
方
を
超
え
る
言
語

の
最
高
の
可
能
性
を
考
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
が
、
そ
の
議
論
は
抽

象
的
な
ユ
ダ
ヤ
教
神
学
的
な
色
に
色
濃
く
染
ま
っ
て
お
り
、
人
間
の
言

語
の
具
体
的
な
ケ
ー
ス
に
本
当
に
当
て
は
ま
る
の
か
、
と
い
う
疑
義
を

掻
き
立
て
る
。

こ
の
小
論
文
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
挙
げ
て
い
る
具
体
例
と
言
え
る
も
の

は
、「L

am
pe

」（
ラ
ン
プ
、
電
灯
、
電
球
）（142,143

）、「G
ebirge

」

（
山
脈
、
山
地
）、「F

uchs

」（
狐
）（143

）
だ
け
で
あ
り
、
数
が
少
な
い

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
わ
ず
か
な
例
も
何
ら
具
体
的
に
展
開
さ
れ
て

い
な
い
。
唯
一
、
具
体
的
な
展
開
に
近
い
箇
所
を
引
用
し
て
み
よ
う
―

〈
例
え
ば
、
こ
のL

am
pe

の
言
語
はL

am
pe

を
伝
達
す
る
わ
け
で
は

な
い
（
な
ぜ
な
ら
、L

am
pe

の
精
神
的
本
質
は
―
そ
の
精
神
的
本
質

が
伝
達
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
限
り
―
断
じ
て
そ
のL

am
pe

そ
れ
自

体
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
）。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
のL

am
pe

の
言
語

は
、
言
語-L

am
p

e

を
、
伝
達
の
中
のL

am
p

e

を
、
表
現
の
中
の

L
am

pe

を
伝
達
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
言
語
の
中
で
は
、
事

情
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
―
事
物
た
ち
の
言
語
的

・

・

・

・

・

・

・

・

本
質
は

・

・

・

、
そ
の
事
物
た
ち
の
言
語
で
あ
る

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

。〉（142

）

―
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
考
え
に
従
え
ば
、〈
こ
のL

am
pe

の
言
語
は
﹇
言
語
記

号
「L

am
pe

」
の
物
質
的
な
指
示
対
象
と
し
て
の
﹈L

am
pe

を
伝
達
す

る
わ
け
で
は
な
い
〉
の
は
、
当
然
で
あ
る
。〈
事
物
た
ち
の
言
語
的
本
質

は
、
そ
の
事
物
た
ち
の
言
語
で
あ
る
〉
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
「L

am
pe

」

に
当
て
は
め
れ
ば
、〈L

am
pe

の
言
語
的
本
質
は
、
そ
のL

am
pe

の
言
語

で
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
に
な
り
、〈Lam

pe

の
言
語
〉、〈
言
語-Lam

pe

〉、

〈
伝
達
の
中
のL

am
pe

〉、〈
表
現
の
中
のL

am
pe

〉
の
あ
り
方
が
問
題
と

な
る
。

我
々
と
し
て
は
こ
こ
で
、
微
細
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
逃
さ
な
い
議
論

を
す
る
た
め
に
、「
電
球
」
と
い
う
語
の
使
わ
れ
た
日
本
語
の
短
歌
を
素

材
に
し
て
み
よ
う
﹇
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
挙
げ
て
い
る
ド
イ
ツ
語
の
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「L
am

pe

」
は
、〈
ラ
ン
プ
、
電
灯
、
電
球
〉
等
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

「
電
球
」
の
場
合
は
、「G

lühlam
pe

」「B
irne

」「G
lühbirne

」
等
の
言

い
方
も
あ
る
が
、「L

am
pe

」
が
「
電
球
」
の
意
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ

る
﹈
―

〈
わ
が
内
蔵
わ

た

の
う
ら
が
は
ま
で
を
照
ら
さ
む
と
電
球
涯
な
く
呑
み
く

だ
す
夢
〉（
辰
巳
泰
子
）

―
光
源
と
し
て
の
「
電
球
」
は
通
常
、〈
物
体
・
身
体
の
表
側
・
外
側
を

照
ら
す
〉
も
の
だ
が
、
こ
の
短
歌
で
は
、〈
物
体
・
身
体
の
裏
側
・
内
側

を
照
ら
す
〉
も
の
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。「
電
球
」
に
よ
っ
て
身
体
の

表
面
を
照
ら
さ
れ
る
と
、
そ
の
「
電
球
」
は
〈
心
の
表
面
を
照
ら
し
て

い
る
〉
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
（
一
般
に
は
「
電
球
」
の
灯
り
が

〈
心
を
暖
め
る
〉
感
覚
が
伴
う
。
青
白
い
光
線
は
逆
に
〈
心
を
冷
や
す
〉

こ
と
も
あ
る
）、
そ
の
「
電
球
」
が
〈
内
蔵
わ

た

の
う
ら
が
は
ま
で
を
照
ら
す
〉

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
「
電
球
」
は
〈
心
の
裏
側
を
も
照
ら
す
〉

よ
う
な
気
配
を
帯
び
て
く
る
。

「
電
球
」
は
辺
り
を
照
ら
し
出
し
、
そ
こ
に
〈
光
の
輪
を
出
現
さ
せ

る
〉。
逆
に
、
光
の
当
た
ら
な
い
反
対
側
に
〈
影
を
作
り
出
す
〉。
こ
の

短
歌
で
は
、「
電
球
」
が
〈
呑
み
く
だ
さ
〉
れ
、〈
内
蔵
わ

た

の
う
ら
が
は
ま

で
を
照
ら
す
〉
こ
と
に
な
る
の
で
、
光
と
影
の
位
置
関
係
が
反
転
す
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
通
常
は
光
が
届
か
ず
影
に
な
る
内
側
に
光
の
輪

が
広
が
り
、
光
の
尽
き
る
外
側
に
影
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
電
球
」
は
、
辺
り
を
照
ら
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
〈
光

に
包
ま
れ
た
小
宇
宙
を
出
現
さ
せ
る
〉。
こ
こ
で
は
、
光
に
包
ま
れ
て
出

現
す
る
小
宇
宙
は
、
内
臓
の
内
側
の
風
景
と
い
う
異
様
な
風
景
で
あ
る
。

「
電
球
」
に
は
ま
た
、〈
辺
り
を
照
ら
し
出
し
つ
つ
見
て
い
る
〉
と
い
う

感
じ
が
つ
き
ま
と
う
。「
電
球
」
が
〈
呑
み
く
だ
さ
〉
れ
る
と
、
普
段
は

隠
さ
れ
た
内
臓
の
内
側
の
異
様
な
光
景
が
見
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
感

覚
が
生
じ
る
。

一
般
に
は
、「
電
球
」
は
ど
こ
か
の
位
置
に
電
気
具
と
し
て
〈
固
定
さ

れ
て
い
る
〉
も
の
だ
が
、
そ
の
「
電
球
」
を
〈
呑
み
く
だ
そ
う
〉
と
す

る
か
ら
に
は
、
そ
の
「
電
球
」
は
ど
こ
か
に
自
由
に
手
に
取
る
こ
と
の

で
き
る
も
の
と
し
て
存
在
し
、
手
に
取
っ
て
〈
宙
に
浮
か
せ
る
こ
と
の

で
き
る
〉（
宙
に
浮
く
こ
と
の
で
き
る
）
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
「
電
球
」
は
そ
の
よ
う
に
自
由
に
手
に
取
る
こ
と
の
で
き
る
も
の

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
手
に
と
っ
て
〈
呑
み
く
だ
す
〉
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

通
常
、「
電
球
」
は
電
気
具
と
し
て
固
定
さ
れ
、
電
線
を
通
し
て
〈
電

気
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
供
給
さ
れ
て
い
る
〉。
だ
か
ら
こ
そ
、「
電
球
」
は

〈
白
熱
し
〉
光
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
く
ま
で
も
〈
照
ら
す
〉
た
め
に
こ

の
「
電
球
」
は
〈
呑
み
く
だ
さ
〉
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、

こ
の
「
電
球
」
は
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
供
給
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ

こ
で
〈
呑
み
く
だ
さ
〉
れ
た
「
電
球
」
は
ど
こ
か
ら
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
供
給
さ
れ
て
光
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
か
す
る
と
、

こ
の
「
電
球
」
は
中
空
か
ら
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
取
り
込
む
の
か
も
し

れ
な
い
。
何
れ
に
し
て
も
、〈
呑
み
く
だ
さ
〉
れ
た
「
電
球
」
は
〈
白
熱

し
〉、
内
臓
を
熱
く
焼
き
焦
が
す
怖
れ
が
あ
る
。
こ
の
短
歌
を
読
ん
で
感

じ
る
恐
い
と
い
う
感
覚
の
一
半
は
こ
の
焼
き
焦
が
す
白
熱
か
ら
来
て
い

る
だ
ろ
う
。
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「
電
球
」
は
一
般
に
は
〈
ガ
ラ
ス
で
で
き
て
い
る
〉。
だ
か
ら
、「
電

球
」
に
は
〈
割
れ
や
す
い
〉
と
い
う
危
険
性
が
あ
り
、〈
割
れ
た
破
片
が

鋭
利
な
刃
物
に
な
る
〉
と
い
う
恐
ろ
し
さ
を
秘
め
て
い
る
。
こ
の
短
歌

の
怖
さ
の
相
当
の
部
分
は
、
狭
い
食
道
を
通
っ
て
〈
呑
み
く
だ
さ
〉
れ

る
「
電
球
」
は
割
れ
て
破
片
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
感
覚
か
ら

生
ま
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。「
電
球
」
は
〈
球
形
を
し
て
い
る
〉。
こ
の
短

歌
で
は
、〈
呑
み
く
だ
さ
〉
れ
た
「
電
球
」
は
内
臓
の
形
に
（
例
え
ば
、

胃
や
子
宮
の
形
に
）
フ
ィ
ッ
ト
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
異
様
な
感

覚
が
感
じ
ら
れ
る
。
フ
ィ
ッ
ト
す
る
か
ら
余
計
に
「
電
球
」
の
割
れ
や

す
さ
が
増
幅
さ
れ
る
と
い
う
面
も
あ
り
そ
う
だ
。

普
段
意
識
さ
れ
て
い
る
「
電
球
」
と
い
う
語
の
内
包
、
つ
ま
り
、「
電

球
」
の
属
性
は
、〈
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
が
発
光
し
て
光
源
と
な
る
ガ
ラ
ス
の

球
〉
程
度
の
も
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
、「
電
球
」
と
い
う
語
の

概
念
的
意
味
の
構
成
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
辰
巳
泰

子
の
短
歌
か
ら
は
、
上
述
の
よ
う
な
実
に
様
々
な
内
包
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
。
そ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
が
、
図
１
で
あ
る
。「
電
球
」
と
い

う
語
の
内
包
が
〈
内
包
的
総
体
性
〉
に
近
づ
い
て
い
く
様
が
見
て
取
れ

る
だ
ろ
う
。

次
に
、「
電
球
」
と
い
う
語
の
外
延
を
見
て
い
こ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

の
短
歌
で
も
表
面
的
に
は
差
し
当
た
り
、「
電
球
」
と
い
う
語
は
「
電
球
」

だ
け
を
指
示
し
て
い
る
、
と
し
か
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の

短
歌
か
ら
感
じ
ら
れ
る
含
み
か
ら
す
れ
ば
、
様
々
な
指
示
対
象
の
可
能

性
が
生
じ
て
く
る
。〈
涯
な
く
〉
と
い
う
言
い
回
し
か
ら
〈
宇
宙
〉
の
イ

メ
ー
ジ
が
生
じ
る
の
で
、
そ
こ
に
、
宙
に
浮
い
て
照
ら
し
出
す
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
重
な
っ
て
、〈
光
る
天
体
〉（
例
え
ば
〈
太
陽
〉〈
月
〉〈
星
〉

〈﹇
宇
宙
空
間
か
ら
見
た
、
光
る
﹈
地
球
〉）
が
思
い
当
た
る
し
、
辺
り
を

照
ら
し
出
す
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、〈
光
の
輪
の
中
心
〉
で
あ
る

も
の
が
思
い
浮
か
ぶ
し
、〈
呑
み
く
だ
さ
〉
れ
内
臓
の
中
に
入
っ
て
い
く

イ
メ
ー
ジ
か
ら
、〈
ペ
ニ
ス
〉
も
想
起
さ
れ
る
。
更
に
、
内
臓
に
収
蔵
さ

れ
て
内
側
か
ら
照
ら
す
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、〈
胎
児
〉
の
姿
が
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
。「
電
球
」
と
い
う
語
は
、
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
を
孕
む

こ
と
に
よ
っ
て
、〈
電
球
的
な
も
の
〉
一
切
を
指
し
示
す
域
へ
と
、
つ
ま

り
、〈
外
延
的
総
体
性
〉
へ
と
近
づ
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と

を
ま
と
め
た
の
が
、
図
２
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
文
学
の
言
語
（
特
に
、
詩
の
言
語
）
が
内
包
と
外
延
を

限
り
な
く
押
し
広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
内
包
的
総
体
性
〉
と
〈
外
延

的
総
体
性
〉
に
近
づ
い
て
い
こ
う
と
す
る
運
動
体
で
あ
る
こ
と
が
、
分

か
る
だ
ろ
う
。
運
動
体
と
し
て
の
言
語
に
つ
い
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は

『
聖
書
』
と
の
関
連
で
、〈
た
だ
そ
の
展
開
に
お
い
て
の
み
考
察
さ
れ
る

べ
き
、
説
明
し
が
た
く
神
秘
的
な
究
極
の
現
実
と
し
て
の
言
語
〉（147

）

と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
『
言
語
一
般
お
よ
び
人

間
の
言
語
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
言
語
論
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
神
秘
主
義
の

臭
い
が
色
濃
い
の
で
は
あ
る
が
、
人
間
の
〈
名
の
言
語
〉
が
、
言
語
の

最
高
の
あ
り
方
に
お
い
て
顕
現
す
る
〈
内
包
的
総
体
性
〉
と
〈
外
延
的

総
体
性
〉
を
目
指
し
て
運
動
し
て
い
る
、
と
い
う
考
え
方
は
、
ユ
ダ
ヤ

教
神
秘
主
義
を
離
れ
て
も
な
お
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

先
ほ
ど
の
シ
ョ
ー
レ
ム
か
ら
の
引
用
を
借
用
し
て
み
よ
う
―
辰
巳
泰

子
の
短
歌
に
お
い
て
は
、〈
硬
く
て
、
一
義
的
と
も
言
っ
て
い
い
、
誤
解

し
よ
う
の
な
い
、「
電
球
」
と
い
う
語こ
と
ばが
、
今
や
無
限
に

・

・

・

意
味
の
充
溢
し

た
も
の
と
な
ろ
う
と
す
る
〉
の
で
あ
る
。
文
学
（
詩
）
の
言
語
の
み
な

投

稿

論

文

（1）
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ら
ず
、
人
間
の
言
語
は
根
本
的
に
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
〈
名
の

言
語
〉
で
あ
り
、〈
た
だ
そ
の
展
開
に
お
い
て
の
み
考
察
さ
れ
る
べ
き
、

説
明
し
が
た
く
神
秘
的
な
究
極
の
現
実
と
し
て
の
言
語
〉
で
あ
る
。
人

間
の
心
の
現
実
は
、
そ
の
よ
う
な
言
語
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
。
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図１「電球」の内包 

光源である 影を作り出す ガラスでできてい

る 

物体・身体の表側・

外側を照らす 

呑みくだされる 割れやすい 

物体・身体の裏側・

内側を照らす 

光に包まれた小宇

宙を出現させる 

割れた破片が鋭利

な刃物になる 

心の表面を照らす 辺りを照らしつつ

見ている 

球形をしている 

心の裏側を照らす 固定されている 

心を暖める 宙に浮くことがで

きる 

心を冷やす 電気エネルギーを

供給される 

光の輪を出現させ

る 

白熱する 

投

稿

論

文

（1）
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図２「電球」の外延 

電球 地球 

光る天体 光の輪の中心 

太陽 ペニス 

月 胎児 

星 
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