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On the Meaning of Poetry and the Novel as Concepts in M. M. Bakhtin’s Works:
Perspectives on Socratic Dialogues and Carnivalesque Laughter

 Atsushi TAJIMA

Summary

      The present study investigates the meaning of “poetry” and the “novel” as concepts in Rus-
sian literary theorist M. M. Bakhtin’s work on “monologue” and “dialogue.” Bakhtin’s view of 
the novel  is based on a perspective that promotes intersubjective “dialogues” between speakers 
from different backgrounds, whereas poetry, for him, suggests “monologic” communication be-
tween parties who share similar backgrounds. 

     Bakhtin’s investigation of the relationship between  Socratic dialogues in ancient Greek and 
the fools’ laughter in medieval carnivals are important to an understanding of his ideas of the 
novel (dialogue) and poetry (monologue). However, his ideas on these topics cannot be clearly 
understood without knowledge about the history of ancient and medieval literature, since he 
rarely cites specific examples in his argumentation. Furthermore, his descriptions of these ideas 
were not systematically given but were developed in fragments in several of his works.  

     In this study, I organize Bakhtin’s fragmented ideas on poetry and the novel in  his significant 
works; I also cite specific examples of Socratic dialogues, carnival laughter, and other discourses 
relevant to his arguments, and examine the meanings of dialogues in today’s world. The works 
analyzed in this study are mainly Bakhtin’s Discourse on the Novel, Epic and Novel, Problems 
of Dostoevsky’s Poetics, and From the Prehistory of Novelistic Discourse.
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１
．
は
じ
め
に

　

ロ
シ
ア
（
旧
ソ
連
）
に
お
い
て
一
九
二
〇
年
代
以
降
に
活
躍
し
た
文
芸

学
者
・
バ
フ
チ
ン
に
よ
る
「
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
」
に
関
す
る
思
想
は
、コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
体
系
的
理
論
と
し
て
、
国
際
的
に
知
ら
れ
て

い
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
バ
フ
チ
ン
の
い
う
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
は
、
慣

れ
親
し
ん
だ
生
活
圏
の
外
に
住
み
、話
題
を
批
判
的
に
評
価
す
る
「
他
者
」

と
の
や
り
と
り
を
主
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
や
り
と
り
を
通
し

て
喚
起
さ
れ
る
、
話
者
の
意
識
内
で
行
う
多
面
的
な
解
釈
活
動
を
も
含
む

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
反
対
概
念
と
し
て
の「
モ

ノ
ロ
ー
グ
」
は
、
話
題
に
つ
い
て
、
話
者
に
よ
る
批
判
的
な
検
証
活
動
の

な
い
ま
ま
の
受
容
に
と
ど
ま
る
や
り
と
り
を
主
に
示
す
も
の
と
い
え
る
。

こ
れ
ら
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
・
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
性
質
を
解
釈
す
る
上
で
重
要
と

な
る
概
念
が
、「
小
説
」
お
よ
び
「
詩
」
で
あ
る
。
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は
小
説
、

モ
ノ
ロ
ー
グ
は
詩
と
関
連
づ
け
ら
れ
、
反
対
概
念
と
し
て
バ
フ
チ
ン
の
議

論
に
お
い
て
広
範
囲
に
わ
た
り
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
小
説
は
カ
ー
ニ

バ
ル
の
笑
い
と
も
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
議
論
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
詩
と
小
説
に
関
す
る
文
学

史
を
背
景
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
特
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
記
録
さ

れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
に
関
す
る
議
論
は
、
バ
フ
チ
ン

バ
フ
チ
ン
理
論
に
お
け
る
詩
と
小
説
：

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
論
お
よ
び
カ
ー
ニ
バ
ル
に
お
け
る
笑
い
論
を
中
心
的
な
視
座
と
し
て

田
島
充
士

の
小
説
論
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
論
じ
た
、
本
論
で
主
な
分
析
対
象
と
し
た
主
要
著

作
を
読
む
限
り
、
バ
フ
チ
ン
が
参
照
す
る
論
拠
（
特
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
時

代
の
文
学
論
）
の
多
く
は
断
片
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
の
議
論

を
解
釈
す
る
た
め
の
具
体
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
例
も
ほ
と
ん

ど
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
詩
と
小
説
が
反
対
概
念
と
し
て

扱
わ
れ
る
の
か
と
い
う
根
本
的
な
概
念
整
理
の
根
拠
で
す
ら
、
具
体
的
な

史
実
や
事
例
に
即
し
て
は
、
明
確
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
論
に
お
い
て
は
、
主
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
を

中
心
に
、
バ
フ
チ
ン
の
詩
・
小
説
論
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
文
学
研

究
や
こ
れ
ら
の
文
学
作
品
中
に
お
い
て
記
述
さ
れ
た
登
場
人
物
ら
の
具

体
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
例
を
参
照
し
、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
考

察
を
行
う
。
な
お
本
論
で
主
な
分
析
対
象
と
す
る
著
作
は
、
詩
と
小
説
に

関
す
る
文
学
史
を
中
心
的
に
論
じ
て
い
る
『
小
説
の
言
葉
』（
バ
フ
チ
ン 

一
九
九
六
）『
叙
事
詩
と
小
説
』（
バ
フ
チ
ン 

二
〇
〇
一
ｂ
）『
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
の
詩
学
』（
バ
フ
チ
ン 

一
九
九
五
）『
小
説
の
言
葉
の
前
史
よ
り
』（
バ

フ
チ
ン 

二
〇
〇
一
ａ
）
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
他
の
著
作
か
ら
の
引
用

も
補
足
的
に
行
う
。
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２
．
言
説
と
し
て
の
「
詩
」
と
「
小
説
」

　

本
節
で
は
、
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
詩
と
小
説
に
着
目
し
、
そ
れ

ら
の
文
学
史
に
お
け
る
展
開
と
バ
フ
チ
ン
の
議
論
に
お
け
る
「
詩
」「
小

説
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
詩
は
、
韻
律
と
定
型
句
を
多
用
す
る
韻
文

と
結
び
つ
い
て
語
ら
れ
た
物
語
で
あ
り
、
神
話
を
起
源
と
す
る
文
学

の
歴
史
に
お
い
て
も
っ
と
も
古
い
ジ
ャ
ン
ル
の
一
つ
と
さ
れ
る
（
後
藤 

一
九
九
五
、  

三
五
七
︱
三
五
八
頁
／
逸
見 

二
〇
一
八
、六
︱
八
頁
、
二
五
︱

三
〇
頁
）。
叙
事
詩
の
代
表
例
と
し
て
は
、
紀
元
前
八
世
紀
頃
に
成
立
し

た
と
い
わ
れ
る
、
ギ
リ
シ
ア
軍
の
ト
ロ
イ
ア
攻
め
に
関
す
る
伝
説
を
歌
い

上
げ
た
叙
事
詩
で
あ
る
ホ
メ
ロ
ス
の
『
イ
リ
ア
ス
』『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』

が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
叙
事
詩
は
、
神
聖
な
神
お
よ
び
神
の
子
孫
で

あ
る
英
雄
た
ち
が
展
開
し
た
様
々
な
出
来
事
や
問
題
に
関
す
る
、
権
威
あ

る
道
徳
観
・
世
界
観
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
叙
事
詩
は
長
ら
く
、
口
承
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
叙
事
詩
の
学
習

に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
は
、
師
匠
の
朗
誦
を
徹
底
的
に
復
唱

し
、
そ
の
中
で
語
り
出
さ
れ
る
登
場
人
物
と
感
情
的
に
一
体
化
す
る
こ
と

で
あ
り
、
弟
子
が
自
分
な
り
に
そ
の
内
容
の
意
味
を
再
解
釈
す
る
余
地
は

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
（H

avelock, 1963, pp.43-47, pp.208-210 

邦
訳 

六
一
︱
六
六
頁
、
二
四
六
︱
二
四
九
頁
）。

　

バ
フ
チ
ン
（
一
九
九
六
、五
三
︱
五
八
頁
／
二
〇
〇
一
b
、 

四
八
四
︱

四
九
〇
頁
／
二
〇
一
八
ａ
、
一
四
二
︱
一
四
三
頁
）
の
い
う
「
詩
」
と
は
、

直
接
的
に
は
、
こ
の
史
実
に
従
う
よ
う
に
、
聞
き
手
が
、
個
人
的
な
視

点
か
ら
の
新
た
な
解
釈
を
行
う
こ
と
な
く
、
話
し
手
の
こ
と
ば
を
受
動

的
に
受
け
入
れ
る
形
で
展
開
さ
れ
る
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
の
文
学
作
品
を

示
す
概
念
と
し
て
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
バ
フ
チ
ン
（
二
〇
〇
一
ｂ
、

四
八
四
︱
四
九
〇
頁
）
は
、
詩
の
対
象
は
そ
れ
を
聴
く
人
々
が
生
き
る
現

在
な
い
し
未
来
と
は
隔
絶
さ
れ
た
英
雄
ら
に
よ
る
、
権
威
あ
る
「
絶
対
的

過
去
」
で
あ
る
と
論
じ
る
。

叙
事
詩
は
、
価
値
と
い
う
も
の
を
ま
る
ご
と
叙
事
詩
的
な
過
去
の
遠
い
次

元
に
預
け
て
し
ま
う
。
叙
事
詩
か
ら
見
る
と
、
お
よ
そ
未
来
に
属
す
る
も

の
は
例
外
な
く
（
子
孫
で
あ
れ
、
現
在
の
人
で
あ
れ
）
衰
退
で
し
か
あ
り

え
な
い
（「
そ
う
、
わ
し
ら
の
時
代
に
は
い
た
も
の
さ
・
・
・
英
雄
た
ち

が
な
、
お
前
さ
ん
た
ち
は
違
う
が
・
・
・
」）。（
バ
フ
チ
ン 

二
〇
一
八
ａ
、

一
四
二
︱
一
四
三
頁
）

　

た
だ
し
バ
フ
チ
ン
の
い
う
詩
と
は
、
以
下
の
抜
粋
に
お
い
て
も
示
さ
れ

る
よ
う
に
、
実
際
に
交
わ
さ
れ
る
テ
ー
マ
や
素
材
に
関
わ
り
な
く
、
上
述

の
よ
う
な
話
し
手
と
聞
き
手
と
の
間
の
こ
と
ば
の
引
用
関
係
に
お
い
て

展
開
す
る
文
学
作
品
一
般
を
示
す
概
念
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

絶
対
的
過
去
を
描
く
叙
事
詩
の
世
界
は
、
そ
の
本
質
か
ら
す
れ
ば
、
個
人

的
な
経
験
の
お
よ
び
が
た
い
世
界
で
あ
り
、
個
人
的
・
個
性
的
な
視
点
か

ら
見
た
り
、
価
値
評
価
を
く
だ
し
た
り
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
。・
・
・
重
要
な
こ
と
は
、
叙
事
詩
の
実
際
の
材
源
が
何
か
だ
と
か
、

そ
の
内
容
的
契
機
が
い
か
な
る
も
の
か
だ
と
か
、
は
た
ま
た
、
作
者
た
ち

の
宣
言
が
ど
う
だ
と
か
い
っ
た
点
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
（
バ
フ
チ
ン 

二
〇
〇
一
ｂ
、
四
八
九
頁
）。

　

さ
ら
に
詩
は
、
バ
フ
チ
ン
の
議
論
に
お
い
て
「
モ
ノ
ロ
ー
グ
」
に
関
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Es
sa

ys
　
—

連
す
る
概
念
と
し
て
も
発
展
的
に
扱
わ
れ
得
る
（
桑
野 

二
〇
一
一
、一
四
五

頁
）。
モ
ノ
ロ
ー
グ
は
、
話
し
手
の
発
話
に
対
し
、
聞
き
手
の
視
点
か

ら
再
解
釈
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
の
形
で
受
け
入
れ
る
と
い
う
関
係

の
も
と
で
展
開
さ
れ
る
言
説
の
特
性
を
主
に
示
す
（
田
島 

二
〇
一
九
ｃ
、

二
百
四
頁
）。
つ
ま
り
詩
は
、
こ
の
よ
う
な
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
言
説
を
反
映

し
た
文
学
作
品
群
を
示
す
概
念
な
の
だ
と
い
え
る
。

　

一
方
の
小
説
と
は
、
韻
律
を
持
た
な
い
普
通
の
こ
と
ば
（
散
文
）
で
書

か
れ
た
物
語
で
あ
り
、
文
学
史
的
に
は
も
っ
と
も
遅
れ
て
出
現
し
た
も
の

と
さ
れ
る
（
後
藤 

一
九
九
五
、三
五
八
︱
三
六
一
頁
）。
後
藤
は
、
叙
事
詩

を
は
じ
め
既
存
の
ジ
ャ
ン
ル
を
批
評
す
る
形
で
出
現
し
た
の
が
小
説
で

あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。H

avelock
（1963, p.209 

邦
訳 

二
四
七
頁
）
も
叙

事
詩
を
朗
誦
中
の
詩
人
に
対
し
、「
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
、
も

う
一
度
言
っ
て
く
だ
さ
い
」
な
ど
と
い
う
、
詩
人
と
の
陶
酔
的
な
一
体
感

を
壊
す
よ
う
な
聞
き
手
独
自
の
解
釈
を
交
え
る
問
い
か
け
が
な
さ
れ
、
そ

こ
に
詩
人
な
り
の
内
省
を
交
え
た
返
答
を
行
う
こ
と
は
、
必
然
的
に
散
文

的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
導
い
た
だ
ろ
う
と
論
じ
る
。

　

こ
の
史
実
に
従
う
か
の
よ
う
に
、
バ
フ
チ
ン
（
一
九
九
六
、一
二
︱
三
四

頁
／
二
〇
〇
一
ｂ
、
四
八
二
︱
四
八
五
頁
）
は
「
小
説
」
を
、
詩
と
は
対
照

的
に
、
実
際
に
交
わ
さ
れ
る
テ
ー
マ
や
素
材
に
関
わ
り
な
く
、
話
し
手
の

こ
と
ば
を
聴
く
聞
き
手
が
、
そ
の
者
の
個
人
的
な
視
点
か
ら
の
再
解
釈
を

積
極
的
に
交
え
る
形
で
展
開
す
る
よ
う
な
文
学
作
品
一
般
を
示
す
概
念

と
し
て
位
置
づ
け
る
。
詩
が
話
者
の
現
実
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
絶
対
的
な

過
去
（
神
や
英
雄
の
権
威
的
世
界
）
を
扱
う
ジ
ャ
ン
ル
な
の
に
対
し
、
小

説
は
話
者
が
生
き
る
「
現
在
」（
私
た
ち
自
身
が
生
き
る
世
界
）
の
視
点
を

活
か
し
た
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
も
重
要
な
特
性
の
一
つ

で
あ
る
。

で
き
ご
と
を
自
己
、
お
よ
び
自
己
の
同
時
代
人
と
同
一
の
価
値
的
・
時
間

的
レ
ヴ
ェ
ル
で
描
写
す
る
（
し
た
が
っ
て
、
個
人
的
な
経
験
や
虚
構
を
も

と
に
描
写
す
る
）
と
い
う
こ
と
は
、
根
本
的
な
転
換
が
な
し
と
げ
ら
れ
た

こ
と
、
叙
事
詩
的
世
界
か
ら
小
説
的
世
界
へ
一
歩
踏
み
だ
す
こ
と
を
意
味

す
る
。（
バ
フ
チ
ン 

二
〇
〇
一
ｂ
、
四
八
五
頁
）

　

こ
の
小
説
も
、
バ
フ
チ
ン
の
議
論
に
お
い
て
「
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
」
に
関

連
す
る
概
念
と
し
て
扱
わ
れ
得
る
（
桑
野 

二
〇
一
一
、一
四
五
頁
）。
ダ
イ

ア
ロ
ー
グ
は
、
話
し
手
の
発
話
を
聞
き
手
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
受
け
入
れ

ず
、
聞
き
手
の
視
点
か
ら
積
極
的
に
解
釈
し
直
し
、
話
者
が
互
い
に
こ
の

再
編
さ
れ
た
解
釈
を
交
わ
し
あ
う
こ
と
で
継
続
し
続
け
る
言
説
の
特
性

を
主
に
示
す
（
田
島
二
〇
一
九
ｂ
、
一
六
〇
︱
一
六
一
頁
）。
つ
ま
り
小
説

は
、
こ
の
よ
う
な
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
的
言
説
を
反
映
し
た
文
学
作
品
群
を
示

す
概
念
な
の
だ
と
い
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
バ
フ
チ
ン
（ 

一
九
九
六
、三
八
︱
七
九
頁
／
二
〇
〇
一

ｂ
、
四
八
四
︱
五
〇
九
頁
）
の
議
論
に
お
い
て
、
表
面
的
に
は
、
小
説
（
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
）
は
詩
（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）
の
反
対
概
念
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
詩
的
言
説
を
、
人
々
の
抱
え
る
独
自
の
視
点
に
よ
る
積
極
的
な
解

釈
を
抑
圧
す
る
も
の
と
し
て
問
題
視
し
、
小
説
的
言
説
を
、
そ
れ
ら
の
解

釈
が
大
い
に
反
映
さ
れ
る
も
の
と
し
て
理
想
化
し
て
い
る
よ
う
に
も
読

み
取
れ
る
。
し
か
し
実
は
、
両
概
念
の
関
係
は
相
互
依
存
的
な
も
の
と
し

て
扱
わ
れ
得
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
（
貝
澤 

二
〇
一
八
、一
六
五
︱

一
六
六
頁
）。
そ
も
そ
も
小
説
は
、
叙
事
詩
や
神
話
を
取
り
こ
む
こ
と
で

成
立
し
て
き
た
も
の
な
の
で
、
叙
事
詩
と
対
立
す
る
ジ
ャ
ン
ル
と
い
う
よ

り
も
む
し
ろ
、
そ
れ
に
寄
生
す
る
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
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た
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
の
関
係
も
、
必
ず
し
も
絶
対
的
に
対

立
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
子
ど
も
が
親
と
の
権
威
的
な

関
係
（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）
に
お
い
て
学
ん
だ
こ
と
ば
を
苗
床
に
、
自
分
自
身

の
ユ
ニ
ー
ク
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
展
開
し
て
い
く
（
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
）
と
い

う
よ
う
な
、
相
互
連
関
的
な
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
も
読
み
取
れ
る
と

い
う
（Sullivan, Sm

ith, &
 M

atusov, 2009, pp.330-331; 

田
島 

二
〇
一
九
ｂ
、

一
七
九
︱
一
八
四
頁
）。
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
バ
フ
チ
ン
が

問
題
視
す
る
の
は
、特
定
の
言
説
が
小
説
的
（
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
）
に
な
ら
ず
、

い
つ
ま
で
も
詩
的（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）な
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
状
況
で
あ
っ
て
、
詩
的
言
説
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ

る
。

３
．
話
者
の
能
動
性
を
示
す
否
定
的
評
価
（
異
化
）
と
ラ
ズ
ノ
レ
ー
チ
エ

（
言
語
的
多
様
性
）

　

な
お
他
の
話
者
が
発
し
た
こ
と
ば
を
自
分
な
り
の
視
点
か
ら
解
釈
す

る
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
話
者
の
能
動
性
に
つ
い
て
田
島

（
二
〇
一
九
ａ
、
一
〇
八
︱
一
〇
九
頁
／
二
〇
一
九
ｃ
、
二
二
二
︱
二
三
一
頁
）

は
、
そ
の
こ
と
ば
に
情
報
の
共
有
お
よ
び
、
話
者
独
自
の
視
点
か
ら
の
否

認
・
批
判
が
、
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
指
摘
す
る
。

　

田
島
は
バ
フ
チ
ン
の
議
論
を
要
約
し
、
言
語
交
流
の
特
性
を
決
め
る
要

素
と
し
て
「
情
報
的
側
面
」
お
よ
び
「
評
価
的
側
面
」
を
あ
げ
る
。
情

報
的
側
面
と
は
、
話
し
手
が
発
す
る
こ
と
ば
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

1
に
対
す

る
、
聞
き
手
の
事
実
的
認
識
を
示
す
。
話
し
手
が
聞
き
手
に
対
し
て
期
待

す
る
、
こ
の
情
報
共
有
の
程
度
は
、
彼
ら
が
展
開
す
る
言
語
交
流
の
特
性

に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
一
方
の
評
価
的
側
面
は
、
話
し
手
が
発
す
る

こ
と
ば
に
対
す
る
聞
き
手
の
主
観
的
な
価
値
判
断
を
示
す
。
こ
れ
は
相
手

が
提
供
し
た
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
価
値
づ

け
る
「
肯
定
的
評
価
（
是
認
）」
と
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
受
け
入
れ
ず

に
批
判
し
（「
分
か
ら
な
い
」
と
内
容
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
表
明
す

る
評
価
も
含
む
）、
多
面
的
な
検
証
が
必
要
な
も
の
と
価
値
づ
け
る
「
否
定

的
評
価
（
否
認
）」
に
分
か
れ
る
。

　

話
し
手
が
発
す
る
こ
と
ば
に
関
す
る
情
報
共
有
と
、
肯
定
的
な
評
価
が

高
く
期
待
さ
れ
る
聞
き
手
に
対
し
て
は
、
話
し
手
は
自
分
が
提
供
す
る
話

題
内
容
に
つ
い
て
内
省
的
に
な
ら
ず
、
緊
張
せ
ず
に
話
を
行
う
よ
う
に
な

る
。
そ
の
結
果
、
話
者
の
自
覚
的
な
言
語
操
作
を
あ
ま
り
介
さ
な
い
、
ス

ム
ー
ズ
な
相
互
交
流
が
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
生
じ
る
話
者
ら
の
言
語
認
識
の
特
徴
は
「
自

動
現
象
・
自
動
化
（
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ズ
ム
）」
と
も
呼
ば
れ
る
（
バ
フ
チ
ン 

一
九
九
五
、二
二
九
頁
）。
生
活
圏
を
共
に
す
る
家
族
や
仲
間
と
の
間
で
交

わ
さ
れ
る
日
常
的
会
話
が
典
型
例
だ
が
、
詩
的
言
説
（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）
の

よ
う
に
、
神
話
や
指
導
者
の
権
威
的
な
言
説
を
無
批
判
に
受
動
的
に
受
け

容
れ
る
状
況
で
も
こ
の
自
動
化
は
促
進
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
話
し
手
が
発
す
る
こ
と
ば
に
関
す
る
情
報
共
有
が
期
待
で
き

ず
、
ま
た
否
定
的
評
価
が
期
待
さ
れ
る
聞
き
手
に
対
し
て
は
、
話
し
手
は

相
手
の
視
点
を
注
意
深
く
吟
味
し
、
相
手
が
受
け
容
れ
可
能
な
内
容
や
言

語
的
表
現
に
つ
い
て
省
察
し
た
上
で
、
慎
重
に
相
互
交
流
を
進
め
ね
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
生
じ
る
言
語
認

識
の
特
徴
は
「
異
化
（
オ
ス
ト
ラ
ニ
ェ
ー
ニ
エ
）」
と
も
呼
ば
れ
る
（
バ
フ

チ
ン 
一
九
九
五
、二
九
五
、二
九
八
頁
／
一
九
九
六
、二
五
六
︱
二
六
〇
頁
）。
こ

の
異
化
は
、
実
際
の
発
話
前
後
に
行
わ
れ
る
、
話
者
の
自
意
識
に
お
け
る
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想
像
上
の
相
手
と
の
相
互
交
渉
を
示
す
複
雑
な
「
内
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
」

（
バ
フ
チ
ン 

一
九
九
六
、四
四
頁 

）
の
促
進
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
生
活
圏

外
に
住
む
、
異
質
な
活
動
文
脈
を
背
景
に
持
つ
相
手
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
典
型
例
で
あ
る
。
話
者
な
り
の
視
点
か
ら
の
再
解
釈
を
能
動
的

に
行
う
形
で
展
開
さ
れ
る
小
説
（
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
）
は
、
こ
の
異
化
と
親

和
性
が
高
い
概
念
で
あ
る

2
。

　

本
論
文
で
は
、
こ
の
種
の
言
説
を
生
じ
さ
せ
る
人
物
を
、
バ
フ
チ
ン
の

い
う
「
他
者
」
と
位
置
づ
け
る
。

　

そ
し
て
バ
フ
チ
ン
（
一
九
九
六
、七
十
︱
七
二
頁
）
は
、
話
者
ら
が
否
定

的
評
価
を
行
わ
ず
に
相
手
の
こ
と
ば
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
受
動
的
に
受
け

容
れ
る
に
と
ど
ま
る
状
況
を
問
題
視
す
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
人
々
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
詩
的
な
言
説
に
と
ど
ま
る
状
況
を
示
す
。
こ
の

よ
う
な
状
況
の
事
例
と
し
て
、
バ
フ
チ
ン
は
家
庭
・
役
所
・
教
会
な
ど
で

異
な
る
言
語
実
践
に
参
加
し
て
い
な
が
ら
、
互
い
に
交
わ
す
言
語
の
意
味

に
つ
い
て
批
判
的
に
検
証
す
る
こ
と
な
く
自
動
的
に
使
用
し
て
い
る
農

民
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
あ
げ
る
。
彼
ら
は
あ
る
言
語
世
界
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
、
異
な
る
言
語
世
界
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
視
点
か
ら
批
判
的
に
解
釈
す

る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
バ
フ
チ
ン
は
指
摘
し
、
こ
の
農
民
ら
の
こ
と
ば
に

対
す
る
態
度
を
問
題
視
す
る
。

　

一
方
、
こ
れ
ら
の
農
民
が
異
な
る
言
語
実
践
を
否
定
的
に
評
価
し
、
他

者
と
し
て
そ
の
関
係
性
を
組
み
直
す
（
す
な
わ
ち
異
化
す
る
）
よ
う
に
な

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
状
況
を
「
ラ
ズ
ノ
レ
ー
チ
エ
（
言
語
的
多
様
性
）」

と
呼
び
、
小
説
と
関
連
づ
け
て
理
想
化
す
る
（
バ
フ
チ
ン 

一
九
九
六
、七
一
︱

七
八
頁
、
二
〇
〇
一
ａ
、
四
三
八
頁
）。
つ
ま
り
話
者
の
視
点
が
能
動
的
に

活
か
さ
れ
る
小
説
と
は
、
人
々
が
詩
的
言
説
（
既
存
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）

を
取
り
入
れ
、
独
自
の
視
点
を
発
揮
す
る
他
者
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
改
変

す
る
ラ
ズ
ノ
レ
ー
チ
エ
を
実
現
す
る
言
説
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の

だ
と
い
え
る
。

４
．
小
説
と
し
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇

　

そ
し
て
バ
フ
チ
ン
が
「
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
的
」
と
呼
ぶ
小
説
ジ
ャ
ン

ル
の
始
祖
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
る
の
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て

記
録
さ
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
で
あ
る
（
バ
フ
チ
ン 

一
九
九
五
、二
二
四
︱
二
二
五
頁
）。
バ
フ
チ
ン
の
小
説
論
に
お
い
て
、
ソ
ク

ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
描
か
れ
た
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
作
品
に
関
す

る
考
察
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
複
数
の
著
作
に
わ
た
っ
て
展
開

さ
れ
て
い
る( Zappen, 2004, pp.51-55)

。

　

し
か
し
そ
の
重
要
性
と
比
較
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
関
す
る
議
論
は
断

片
的
で
あ
り
、
本
論
で
分
析
対
象
と
し
た
著
作
に
お
い
て
、
具
体
的
な
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
事
例
に
即
し
た
分
析
も
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ

で
本
節
以
降
、
バ
フ
チ
ン
の
議
論
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
諸
研
究
お
よ

び
、
こ
の
議
論
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ

の
具
体
的
な
事
例
を
参
照
し
、
バ
フ
チ
ン
の
小
説
論
を
拡
張
的
に
解
釈
す

る
。

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
活
躍
し
た
紀
元
前
五
世
紀
以
降
の
ア
テ
ネ
で
は
、
ペ
ロ

ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
の
敗
退
な
ど
に
よ
る
政
治
経
済
的
な
地
位
の
低
下
に
と

も
な
い
、
伝
統
的
な
価
値
観
が
急
速
に
崩
壊
し
、
権
威
あ
る
知
的
市
民
の

宗
教
的
・
道
徳
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
見
解
も
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り

つ
つ
あ
っ
た
（C

ornford, 1932, pp.56-58 

邦
訳
八
〇
︱
八
一
頁
）。
人
々
は

自
分
た
ち
に
と
っ
て
都
合
が
よ
い
よ
う
に
伝
統
的
な
価
値
観
を
勝
手
に
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解
釈
し
た
た
め
、た
と
え
ば
「
勇
気
」
が
「
無
謀
な
大
胆
さ
」
に
、「
賢
明
」

が
「
万
事
に
無
為
」
に
、「
用
心
」
が
「
臆
病
」
な
ど
に
結
び
つ
け
ら
れ

る
始
末
だ
っ
た
（
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス 

二
〇
〇
〇
、三
二
八
︱
三
三
一
頁
）。

プ
ラ
ト
ン
が
描
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
こ
の
気
風
の
中
で
、
社
会
規
範
の
基

盤
と
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
、
人
々
と
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
通
し

た
、
そ
れ
ら
の
意
味
内
容
の
批
判
的
な
検
証
を
志
向
し
て
い
た
。
こ
の
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
は
、「
反
駁
（
エ
レ
ン
コ
ス
）」
と
も
呼
ば
れ
る
。

　

こ
の
傾
向
が
特
に
顕
著
に
見
て
取
れ
る
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
・
中

期
作
品
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
動
で
あ
る

3
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
お

け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
こ
と
ば
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
無
自
覚
か
つ
恣
意
的

な
使
用
状
況
を
否
定
的
に
評
価
し
、
そ
れ
ら
の
意
味
の
再
検
討
を
促
す
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
を
導
く
他
者
と
し
て
ふ
る
ま
う
。
こ
の
こ
と
を
実
現
す
る

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
手
法
は
、
一
つ
の
事
象
に
対
す
る
様
々
な
見
解
を
対
比
さ

せ
る
「
シ
ン
ク
リ
シ
ス
」
と
、
相
手
を
け
し
か
け
て
意
見
を
最
後
ま
で
い

わ
ざ
る
を
得
な
く
す
る
「
ア
ナ
ク
リ
シ
ス
」
と
も
呼
ば
れ
る
（
バ
フ
チ
ン 

一
九
九
五
、二
二
七
︱
二
二
八
頁
）。

　

以
下
に
示
す
、『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ

は
、
根
幹
的
な
道
徳
に
関
わ
る
「
善
・
悪
」
お
よ
び
「
快
・
不
快
」
概
念

の
関
係
に
つ
い
て
、
相
手
と
す
る
カ
リ
ク
レ
ス
の
主
張
す
る
複
数
の
考
え

を
確
認
・
引
用
し
な
が
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
こ
れ
ら
の
考
え
を
統
合
し
、

そ
れ
ら
の
間
の
矛
盾
点
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
カ
リ
ク
レ
ス
が
表
明

す
る
意
見
に
お
い
て
、
道
徳
律
で
あ
る
「
善
・
悪
」
と
人
々
の
感
覚
で
あ

る
「
快
・
不
快
」
の
関
係
を
混
同
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
抜
粋
で
展
開

さ
れ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
反
駁
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
：
・
・
・
君
が
、「
渇
い
て
い
る
と
き
に
飲
む
」
と
言
う
場

合
に
は
、苦
痛
を
感
じ
て
い
な
が
ら
同
時
に
快
い
思
い
を
し
て
い
る
の
だ
、

と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
。
そ
れ
と
も
、
そ
う
い
う
こ
と
が
、

同
じ
場
所
と
時
間
と
に
お
い
て
、
両
方
と
も
に
一
緒
に
生
ず
る
と
い
う
こ

と
は
な
い
の
か
ね
・
・
・

カ
リ
ク
レ
ス
：
そ
れ
は
、
そ
う
な
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
：
と
こ
ろ
で
、
人
は
よ，
，く
や
っ
て
い
な
が
ら
、
同
時
に
ま
た

悪
く
や
っ
て
い
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
、
こ
う
君
は
主
張
し
て
い
る

の
だ
。

カ
リ
ク
レ
ス
：
そ
う
主
張
し
て
い
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
：
だ
が
し
か
し
、
苦
痛
を
感
じ
て
い
な
が
ら
、
快
い
思
い
を

し
て
い
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
、
君
は
同
意
し
た
の
だ
。

カ
リ
ク
レ
ス
：
そ
う
ら
し
い
ね
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
：
し
て
み
る
と
、
快
い
思
い
を
し
て
い
る
こ
と
は
よ，
，く
や
っ

て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
、
苦
痛
を
感
じ
て
い
る
の
も
悪
く
や
っ
て

い
る
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
快
は

善
と
は
別
の
も
の
に
な
る
わ
け
だ
。

カ
リ
ク
レ
ス
：
何
だ
か
わ
か
ら
ん
け
ど
、
あ
な
た
は
賢
い
人
ぶ
っ
て
屁
理

屈
を
こ
ね
て
い
る
の
だ
よ
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
。

（
プ
ラ
ト
ン 

一
九
七
四
ｂ
、
一
五
二
︱
一
五
三
頁
）

　

こ
の
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
相
手

は
、
自
分
の
見
解
を
引
用
す
る
彼
の
見
解
へ
の
同
意
を
求
め
ら
れ
る
。
ソ

ク
ラ
テ
ス
は
、
こ
の
相
手
が
同
意
し
た
見
解
を
論
理
的
に
検
証
し
、
新
た

な
論
に
仕
立
て
上
げ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
論
に
対
す
る
矛
盾
点
を
指
摘

す
る
な
ど
の
否
定
的
評
価
を
行
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の

相
手
は
、
こ
れ
ら
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
発
話
を
通
し
、
外
化
さ
れ
変
形
さ
れ
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Es
sa

ys
　
—

た
自
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
見
る
わ
け
で
あ
る
。
上
記
の
事
例
の
カ
リ
ク

レ
ス
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
発
話
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
矛
盾
点
を
抱
え
た
自
ら
の
見
解
に
明
ら
か
に
う
ろ
た
え
、
そ
の
受
け
取

り
を
拒
絶
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　

バ
フ
チ
ン
（
二
〇
〇
一
ｂ 

、
五
一
八
頁
）
は
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ

ア
ロ
ー
グ
を
含
む
小
説
の
特
徴
を「
自
己
自
身
に
と
っ
て
の
人
間
」と「
他

者
の
眼
に
映
る
人
間
」
と
い
う
、
二
つ
の
見
地
の
不
一
致
と
捉
え
る
。
上

記
の
カ
リ
ク
レ
ス
の
立
場
を
例
に
と
れ
ば
、
話
し
手
自
身
の
自
意
識
を
示

す
「
自
己
自
身
に
と
っ
て
の
人
間
（
カ
リ
ク
レ
ス
が
最
初
に
提
示
し
た
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
反
映
）」
と
、
彼
の
発
話
に
対
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
の
応
答

か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
「
他
者
の
眼
に
映
る
人
間
（
カ
リ
ク
レ
ス
の
発
話

に
否
定
的
評
価
を
下
し
て
引
用
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
返
答
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
反
映
）」と
の
間
の
不
一
致
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
不
一
致
に
よ
り
、

話
者
が
意
識
内
で
イ
メ
ー
ジ
す
る
自
己
像
は
彼
／
彼
女
の
既
存
の
想
像

の
域
を
超
え
る
も
の
と
な
る
た
め
、
そ
の
矛
盾
に
つ
い
て
考
え
る
内
的
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
の
働
き
が
必
然
的
に
促
進
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
特
に
自
覚
な
く

使
用
し
て
い
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
意
味
が
異
化
さ
れ
る
の
だ
と
い
え
る
。

内
的
人
間
と
外
的
人
間
の
あ
い
だ
の
本
質
的
な
不
一
致
が
あ
ら
わ
れ
、
そ

の
結
果
、
人
間
の
主
観
性
が
、
最
初
は
く
つ
ろ
い
だ
雰
囲
気
を
醸
し
だ
す

滑
稽
な
分
野
に
お
い
て
、実
験
と
表
現
の
対
象
と
な
る
。自
己
自
身
に
と
っ

て
の
人
間
と
他
者
の
眼
に
映
る
人
間
と
い
う
二
つ
の
見ア
ス
ペ
ク
ト地の
不
一
致
が
あ

ら
わ
れ
る
。（
バ
フ
チ
ン 

二
〇
〇
一
ｂ 

、
五
一
八
頁
）

　

バ
フ
チ
ン
（
一
九
九
五
、二
二
八
︱
二
三
〇
頁
）
は
、
こ
の
よ
う
に
否
定

的
評
価
を
下
す
他
者
と
の
関
係
を
「
土
壇
場
・
境
界
」（
別
の
箇
所
で
は
同

じ
用
語
に
対
し
「
敷
居
」
と
も
訳
出
さ
れ
る
）
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
プ
ラ
ト
ン

の
作
品
で
は
、
日
常
生
活
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
外
れ
た
や
り
と
り
を
通
し

「
言
葉
を
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ズ
ム
や
客
体
性
か
ら
解
放
」
し
て
、
話
者
自
身

の
思
想
の
深
層
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
み
て
と
れ
る
の
だ

と
指
摘
す
る
。
こ
の
種
の
や
り
と
り
を
バ
フ
チ
ン
は
、「
境
界
線
上
の
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
」
と
も
呼
ぶ
。
他
者
と
展
開
す
る
こ
の
境
界
線
上
の
ダ
イ
ア

ロ
ー
グ
を
通
し
、
人
々
が
抱
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
無
自
覚
さ
が
暴
か
れ
、

そ
の
内
実
に
つ
い
て
探
求
す
る
言
説
と
し
て
の
小
説
が
展
開
さ
れ
る
の

だ
と
い
え
る
。

　

一
方
、
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
は
対
極
に
あ
る
言
説

と
し
て
は
、
自
分
が
話
し
て
い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
す
る
自
覚
も
な

く
、「
神
懸
か
り
（
テ
イ
ア
・
モ
イ
ラ
）」
状
態
で
道
徳
律
を
吟
誦
す
る

詩
人
た
ち
と
、
そ
の
こ
と
ば
を
無
反
省
に
聴
き
、
神
々
や
英
雄
た
ち
が

展
開
す
る
叙
事
詩
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
情
動
的
に
共
感
す
る
聴
き
手
た
ち

と
の
交
流
が
あ
げ
ら
れ
る
（
中
澤 

二
〇
〇
一
、八
︱
十
一
頁
）。
プ
ラ
ト

ン
は
複
数
の
著
作
に
お
い
て
（
著
名
な
も
の
と
し
て
は
『
国
家
』（
プ
ラ
ト

ン 

一
九
七
六
、六
九
〇
︱
七
二
五
頁
）『
イ
オ
ン
』（
プ
ラ
ト
ン 

一
九
七
五
ｃ
、

一
五
二
︱
一
五
四
頁
）
な
ど
）、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
こ
の
種
の
詩
人
た
ち
の
実

践
を
問
題
視
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
言
説
は
、
バ
フ
チ
ン
の
議
論
で
い
え
ば

詩
に
関
連
づ
く
。

　

詩
人
た
ち
が
展
開
す
る
や
り
と
り
に
お
い
て
、
聞
き
手
は
話
し
手
の

発
話
を
肯
定
的
（
受
動
的
）
に
評
価
し
て
受
け
止
め
る
た
め
、
詩
人
が
語

る
、
神
々
や
英
雄
に
関
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
い
わ
ば
「
自
己
自
身
に
と
っ

て
の
人
間
」）
と
、
聞
き
手
が
受
け
止
め
る
そ
れ
ら
の
解
釈
（
い
わ
ば
「
他

者
の
眼
に
映
る
人
間
」）
は
基
本
的
に
一
致
す
る
（
バ
フ
チ
ン 

二
〇
〇
一
ｂ
、

五
一
三
頁
）。
こ
の
一
致
の
結
果
と
し
て
、
話
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
意
識
内
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で
イ
メ
ー
ジ
す
る
自
己
像
は
彼
／
彼
女
の
既
存
の
想
像
の
域
を
超
え
る

も
の
に
は
な
ら
ず
、
内
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
も
低
調
と
な
り
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
意
味
は
一
義
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
（
話
者

ら
の
言
語
認
識
の
自
動
化
が
促
進
さ
れ
る
）。
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
詩
人
批

判
は
、
市
民
ら
に
耳
障
り
の
善
い
話
を
繰
り
広
げ
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
論
理
的
な
根
拠
を
示
す
こ
と
の
な
い
ま
ま
（
本
人
も
そ
の
根
拠
を
自
覚

し
な
い
ま
ま
）、
自
分
に
都
合
の
よ
い
合
意
を
取
り
付
け
よ
う
と
す
る
大

衆
演
説
家
（
ソ
フ
ィ
ス
ト
）
や
彼
ら
を
利
用
す
る
権
力
者
た
ち
へ
の
批
判

を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
中
澤 

二
〇
〇
一
、十
四
︱
十
五
頁
／

西
尾 

二
〇
〇
四
、八
〇
︱
八
七
頁
）。

　

た
だ
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
語
り
は
、
必
ず
し
も
こ
れ
ら
の
詩
人
・
権
力
者

ら
の
語
り
を
一
方
的
に
敵
視
し
、
そ
れ
ら
の
破
壊
・
排
除
を
試
み
る
よ
う

な
も
の
で
は
な
い( Zappen, 2004, pp.13-15, pp.58-63)

。
む
し
ろ
ソ
ク
ラ

テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
に
お
い
て
、
詩
人
ら
の
語
り
（
彼
ら
の
主
張
を
無

自
覚
に
受
け
入
れ
る
市
民
の
語
り
も
含
め
）
を
積
極
的
に
取
り
込
み
、
彼
ら

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
実
を
調
べ
上
げ
、
そ
の
構
造
を
自
覚
さ
せ
る
協
働

の
よ
う
な
形
で
成
り
立
っ
て
い
る
場
面
は
多
い
。
裏
を
返
す
な
ら
ば
、
詩

人
・
権
力
者
ら
と
の
協
働
を
目
指
す
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
の
語
り
に
対
す
る

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
検
証
は
よ
り
真
摯
な
も
の
と
な
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
彼
の

相
手
の
語
り
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
内
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
も
複
雑
化
し
、

緊
迫
し
た
ラ
ズ
ノ
レ
ー
チ
エ
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
プ
ラ
ト

ン
の
書
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
も
ま
た
、
詩
（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）

を
苗
床
に
し
て
成
立
し
た
小
説
（
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
）
な
の
だ
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

５
．
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
カ
ー
ニ
バ
ル
の
笑
い 

　

バ
フ
チ
ン
（
一
九
九
五
、二
六
五
︱
二
六
六
頁
）
は
、
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス

の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
「
カ
ー
ニ
バ
ル
の
笑
い
」
に
関
わ
る
も
の
だ
と
論
じ

る
。《

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
》
が
、
そ
の
複
雑
な
文
学
形
式
と
哲
学
的
深
さ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ー
ニ
バ
ル
を
基
盤
と
し
て
い
る
こ
と
に
、
疑
問
の
余

地
は
な
い
。
死
と
生
、
闇
と
光
、
冬
と
夏
等
々
を
め
ぐ
る
民
衆
の
カ
ー
ニ

バ
ル
で
の
《
議
論
》、
す
な
わ
ち
変
転
と
陽
気
な
相
対
性
の
パ
ト
ス
に
貫

か
れ
て
い
て
、
一
面
的
な
真
面
目
さ
、
あ
る
い
は
明
快
さ
や
一
義
性
へ
の

お
ぞ
ま
し
い
情
熱
の
中
に
と
ど
ま
り
、
そ
こ
で
固
ま
っ
て
し
ま
お
う
と
す

る
考
え
を
許
容
す
る
こ
と
の
な
い
《
議
論
》
が
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
そ
も

そ
も
の
核
心
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。（
バ
フ
チ
ン 

一
九
九
五
、二
六
五
頁
）

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
に
お
い
て
展
開
し
た
祭
事
で
あ
る
カ
ー
ニ
バ
ル
の

笑
い
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
に
結

び
つ
く
と
い
う
論
展
開
は
唐
突
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
接
続
す
る
根
拠
に
関

す
る
具
体
的
な
事
例
提
示
な
ど
も
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
こ

の
箇
所
の
議
論
は
、
バ
フ
チ
ン
の
テ
キ
ス
ト
を
理
解
す
る
上
で
難
所
の
一

つ
と
い
え
る
。
し
か
し
カ
ー
ニ
バ
ル
お
よ
び
笑
い
は
、
バ
フ
チ
ン
の
小
説

論
お
よ
び
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
論
に
関
連
す
る
概
念
の
中
で
も
主
要
な
位
置

づ
け
を
占
め
る
も
の
で
も
あ
る
。
本
節
で
は
、
本
論
に
関
わ
る
範
囲
で
の

カ
ー
ニ
バ
ル
と
笑
い
の
歴
史
を
概
観
し
、
バ
フ
チ
ン
の
議
論
に
お
け
る
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

カ
ー
ニ
バ
ル
（
謝
肉
祭
）
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
・
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
す
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る
中
世
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
祝
祭
で
あ
り
、
春
の
復
活
祭
前
、

四
十
日
間
の
精
進
・
断
食
（
節
食
）
を
行
う
四
旬
節
に
先
立
っ
て
開
催
さ

れ
た
。
仮
面
を
被
り
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
に
身
を
包
ん
だ
人
々
が
、
春
の
訪

れ
を
祝
い
狂
騒
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
う
も
の
が
多
い
。
こ
の
コ

ス
チ
ュ
ー
ム
や
仮
面
に
は
道
化
（
ほ
ぼ
同
義
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
の
愚

者
も
含
む
）
を
始
め
、
異
教
の
神
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
や
古
代

ケ
ル
ト
・
ゲ
ル
マ
ン
の
神
々
、
悪
魔
、
異
教
徒
の
外
国
人
（
ム
ス
リ
ム
な

ど
）
な
ど
雑
多
な
モ
チ
ー
フ
が
用
い
ら
れ
た
。
要
す
る
に
道
化
は
、
正

統
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
共
同
体
に
は
属
さ
な
い
、
外
部
者
の
象
徴
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
（M

etzger, 2004, pp.17−18, pp.80-82

／
森
本 

一
九
九
三
、一
七
六
︱
一
七
八
頁
）。
ま
た
カ
ー
ニ
バ
ル
の
間
だ
け
町
を
支
配

す
る
、
道
化
ら
に
よ
る
「
偽
王
」
が
戴
冠
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
こ
れ
ら
の
道
化
た
ち
が
跋
扈
す
る
祝
祭
で
は
、
道
化
の
批
判

内
容
は
子
ど
も
と
同
様
、
社
会
的
に
信
用
さ
れ
な
い
と
い
う
前
提
の
下

に
、
普
段
の
日
常
世
界
を
支
配
す
る
強
固
な
身
分
制
の
中
で
は
不
可
能

で
あ
っ
た
、
政
治
・
宗
教
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
日
常
の
卑
近
な
現
象

な
ど
に
引
き
寄
せ
る
、
滑
稽
な
社
会
批
評
・
諷
刺
劇
が
行
わ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
（K

aiser, 1973, pp.515-517

邦
訳 

四
七
︱
五
二
頁
／
ヴ
ェ
ル
ド
ン 

二
〇
〇
二
、一
五
〇
︱
一
五
九
頁 

／W
elsford, 1935, pp.197-217 

邦
訳
一
八
七

︱
二
〇
四
頁
）。
こ
の
道
化
は
、
街
の
住
人
が
仮
面
と
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
を

着
用
し
て
演
じ
る
こ
と
も
あ
り
、
同
じ
街
の
住
人
た
ち
の
多
く
が
無
自
覚

に
受
け
止
め
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
し
て
否
定
的
評
価
を
下
し
た
。
そ
の

た
め
身
元
が
特
定
さ
れ
ぬ
よ
う
、
人
々
は
道
化
の
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
で
全
身

を
覆
い
、
ま
た
指
先
も
露
出
し
な
い
よ
う
手
袋
を
着
用
す
る
場
合
も
あ
っ
た

4
。

　

こ
の
祝
祭
に
お
け
る
愚
者
の
社
会
批
判
の
権
利
は
、
ド
イ
ツ
語
圏
に
お

い
て
「
愚
者
の
自
由
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
伝
統
は
今
日
ま
で
引
き
継
が
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、
ス
イ
ス
・
バ
ー
ゼ
ル
市
の
カ
ー
ニ
バ
ル
で
は
、
こ

の
愚
者
に
与
え
ら
れ
た
社
会
批
判
の
自
由
を
守
る
た
め
、
現
在
も
特
定
の

政
治
・
宗
教
団
体
や
企
業
な
ど
か
ら
の
献
金
を
受
け
取
ら
ず
、
市
民
や
参

加
者
か
ら
の
寄
付
で
そ
の
開
催
費
用
が
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
（C

hristen, 
2009, p.96

）。
そ
し
て
高
度
な
社
会
批
評
を
行
う
自
由
を
享
受
す
る
道
化

に
は
高
い
知
性
を
と
も
な
う
者
も
多
く
、
そ
の
場
合
、「
賢
明
な
愚
者
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
（K

aiser, 1973, pp.517-518 

邦
訳 

五
二
︱
五
八

頁
）。

　

こ
の
カ
ー
ニ
バ
ル
に
お
け
る
道
化
の
お
ど
け
た
社
会
批
判
に
は
、
聖
な

る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
卑
俗
な
日
常
的
事
象
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ

の
ま
ま
で
は
無
意
味
な
音
読
や
ド
グ
マ
に
堕
す
る
可
能
性
の
あ
る
聖
書

の
記
述
を
非
聖
職
者
の
立
場
か
ら
批
判
的
に
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
、
教
会
の

下
層
聖
職
者
た
ち
の
「
愚
者
祭
」
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
る
（W

elsford, 
1935, pp.198-203 

邦
訳 

一
八
八
︱
一
九
二
頁
）。
こ
れ
は
本
来
、
聖
書
な
ど

教
会
の 

権
威
的
な
テ
キ
ス
ト
を
、
一
見
無
関
係
に
見
え
る
、
教
会
の
外

で
生
じ
る
様
々
な
事
象
と
の
間
に
滑
稽
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
接
続
し
て

い
く
、
知
性
の
増
進
行
為
だ
っ
た
と
い
う
。
聖
職
者
た
ち
は
、
そ
の
ま
ま

で
は
慣
習
化
さ
れ
自
動
的
に
認
識
さ
れ
て
し
ま
う
自
分
た
ち
の
言
語
実

践
を
省
察
す
る
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
、
非
教
会
的
な
視
点
を
導
入
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

バ
フ
チ
ン
（
一
九
九
五
、二
四
七
︱
二
四
九
頁
）
は
カ
ー
ニ
バ
ル
を
、
役

者
と
観
客
を
隔
て
る
「
フ
ッ
ト
ラ
イ
ト
」
の
な
い
見
世
物
と
も
呼
ぶ
。
こ

れ
は
社
会
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
中
で
、
普
段
で
あ
れ
ば
相
互
接
触
の
な
い

異
な
る
階
級
世
界
を
背
景
と
し
た
人
物
同
士
が
出
会
い
、
対
等
な
立
場
で

自
説
を
披
露
し
あ
う
カ
ー
ニ
バ
ル
の
史
実
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
カ
ー
ニ
バ
ル
に
は
、
様
々
な
階
層
の
人
間
が
参
加
し
た
の
で
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あ
り
（
川
那
部 

二
〇
一
一
、 

四
一
︱
四
二
頁
）、
人
々
は
「
社
会
的
に
信
用

で
き
な
い
」
道
化
の
仮
面
を
外
さ
な
い
限
り
、
説
教
を
行
う
聖
職
者
や
貴

族
な
ど
の
上
流
階
級
の
人
間
に
対
し
て
す
ら
、
お
ど
け
た
批
判
を
行
う

こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
普
段
の
語
る
者
と
聞
く
者
の
関
係
が
転
倒
す
る

フ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の
な
い
見
世
物
に
お
い
て
、
権
威
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

卑
俗
な
日
常
生
活
と
の
間
に
、
滑
稽
で
新
た
な
知
的
連
鎖
も
見
出
さ
れ
た

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

カ
ー
ニ
バ
ル
に
お
い
て
は
・
・
・
外
部
の
生
活
で
は
万
能
の
社
会
的
ヒ
エ

ラ
ル
ヒ
ー
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
、
人
間
の
相
関
関
係
の
新
し
い
様
態

が
作
り
出
さ
れ
る
。・・・
自
由
で
無
遠
慮
な
関
係
は
価
値
、
思
想
、
現
象
、

事
物
の
す
べ
て
に
及
ぶ
。
カ
ー
ニ
バ
ル
外
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的
世
界
観
の

中
で
閉
ざ
さ
れ
、孤
立
し
、引
き
離
さ
れ
て
い
た
も
の
の
す
べ
て
が
、カ
ー

ニ
バ
ル
的
接
触
や
結
合
に
突
入
す
る
。
カ
ー
ニ
バ
ル
は
神
聖
な
も
の
と
冒

瀆
的
な
も
の
、
高
い
も
の
と
低
い
も
の
、
偉
大
な
も
の
と
下
ら
ぬ
も
の
、

賢
い
も
の
と
愚
か
な
も
の
等
々
を
近
づ
け
、
ま
と
め
、
手
を
取
り
合
わ
せ
、

結
合
さ
せ
る
の
で
あ
る
。（
バ
フ
チ
ン 

一
九
九
五
、二
四
九
︱
二
五
〇
頁
）

　

こ
の
カ
ー
ニ
バ
ル
に
お
い
て
展
開
す
る
笑
い
に
つ
い
て
も
、
バ
フ
チ

ン
に
よ
る
明
確
な
定
義
的
説
明
が
な
く
、
唐
突
に
議
論
の
中
に
登
場
す

る
。
し
か
し
バ
フ
チ
ン
の
い
う
笑
い
は
、
異
化
と
ほ
ぼ
同
義
の
概
念
と
し

て
解
釈
で
き
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（
桑
野 

二
〇
〇
九
、一
七
二
︱

一
七
三
頁
／
田
島 

二
〇
一
九
ｃ
、
二
〇
〇
︱
二
〇
二
頁
）。
道
化
た
ち
の
も
た

ら
す
笑
い
と
は
、
み
な
が
常
識
と
考
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
再
創
造
し
よ

う
と
し
て
滑
稽
に
失
敗
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
い
うW

illeford

（1969, 
pp.98-99 

邦
訳 

一
五
六
頁
）
の
説
も
参
考
に
す
る
な
ら
ば
、
バ
フ
チ
ン
の

い
う
笑
い
と
は
、
慣
習
化
さ
れ
自
動
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
話
者
ら
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
道
化
に
よ
っ
て
滑
稽
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
で
生

じ
る
、
言
語
認
識
の
異
化
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
を
行
う
道
化
ら
は
、
彼
ら
を
眺
め

る
人
々
を
写
す
鏡
を
持
つ
者
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
も
多
い
（W

illeford, 
1969, pp.30-54 

邦
訳 

六
三
︱
九
四
頁
）。
人
び
と
は
、
道
化
に
よ
っ
て
滑
稽

に
引
用
さ
れ
否
定
的
評
価
が
下
さ
れ
た
自
分
た
ち
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を

鏡
と
し
、
自
分
た
ち
の
世
界
の
あ
り
方
を
異
化
す
る
知
的
刺
激
を
受
け
る

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
議
論
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
バ
フ
チ
ン
の
議
論
に
お
け
る

カ
ー
ニ
バ
ル
と
は
、
道
化
な
ど
の
外
部
世
界
を
背
景
と
す
る
他
者
と

人
々
の
日
常
的
な
世
界
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
交
差
す
る
、
言
語
的
多
様

性
の
展
開
を
示
す
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
バ
フ
チ
ン

（
一
九
九
六
、二
六
〇
︱
二
六
二
頁
）
が
、
ラ
ズ
ノ
レ
ー
チ
エ
を
駆
動
さ
せ
る

人
物
の
モ
デ
ル
と
し
て
道
化
お
よ
び
愚
者
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

示
唆
さ
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
カ
ー
ニ
バ
ル
に
関
す
る
考
察
の
視
点
か
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス

の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
。

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
カ
ー
ニ
バ
ル
の
道
化
が
行
う
よ
う
に
、
多
く
の
人
び

と
が
高
尚
と
み
な
す
概
念
を
、
日
常
生
活
に
お
け
る
卑
近
な
事
例
に
落
と

し
込
ん
で
解
釈
す
る
よ
う
迫
る
こ
と
も
多
い
。
以
下
の
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』

か
ら
の
抜
粋
は
、「
法
律
は
劣
っ
た
人
が
自
分
達
を
守
る
た
め
に
作
っ
た

も
の
で
、
優
れ
た
人
に
と
っ
て
、
法
律
は
不
要
で
あ
り
遵
守
も
必
要
な

い
」
と
主
張
す
る
カ
リ
ク
レ
ス
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
で
あ

る
。
当
時
の
ア
テ
ネ
で
は
権
力
の
あ
る
市
民
の
間
で
支
持
を
集
め
た
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
近
い
カ
リ
ク
レ
ス
の
意
見
を
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
様
々
な
日
常
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的
な
事
例
に
落
と
し
込
ん
で
、
そ
れ
ら
の
解
釈
へ
の
同
意
を
迫
る
。
権
力

者
と
同
様
に
、
叙
事
詩
の
英
雄
の
よ
う
な
人
物
を
優
れ
た
人
と
主
張
す
る

カ
リ
ク
レ
ス
が
、
自
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ

る
卑
近
化
に
た
じ
ろ
ぐ
様
子
は
、
バ
フ
チ
ン
の
い
う
笑
い
を
引
き
出
す
も

の
か
も
し
れ
な
い
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
：
君
が
よ
り
優
れ
た
人
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
よ
り
思
慮
の

あ
る
人
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
ね
。
ど
う
だ
ね
、こ
れ
は
認
め
る
の
か
ね
。

認
め
な
い
の
か
ね
。

カ
リ
ク
レ
ス
：
そ
れ
は
認
め
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
：
と
こ
ろ
で
、
よ
り
優
れ
た
人
は
、
よ
り
多
く
持
つ
べ
き
で

あ
る
と
、
こ
う
君
は
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

カ
リ
ク
レ
ス
：
う
ん
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
食
べ
物
の
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、

飲
み
物
の
こ
と
で
も
な
い
の
だ
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
：
あ
あ
、
わ
か
っ
た
よ
。
で
な
け
れ
ば
、
た
ぶ
ん
、
着
物
の

こ
と
だ
ろ
う
ね
・
・
・

（
中
略
）

カ
リ
ク
レ
ス
：
・
・
・
あ
な
た
は
い
つ
だ
っ
て
、
靴
屋
だ
と
か
、
洗
い
張

り
屋
だ
と
か
、
肉
屋
だ
と
か
、
そ
し
て
医
者
だ
と
か
の
こ
と
ば
か
り
話
し

て
い
て
、
い
っ
こ
う
に
や
め
よ
う
と
し
な
い
の
だ
。
ま
る
で
ぼ
く
た
ち
の

議
論
は
、そ
の
人
た
ち
の
こ
と
を
問
題
に
し
て
で
も
い
る
か
の
よ
う
に
ね
。

（
プ
ラ
ト
ン 

一
九
七
四
ｂ
、
一
三
三
︱
一
三
四
頁
）

　

こ
の
カ
リ
ク
レ
ス
と
の
や
り
と
り
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
は
人
々
が
無
自
覚
に
受
け
入
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
し
て
滑
稽
な

否
定
的
評
価
を
下
す
こ
と
で
、
あ
え
て
「
敷
居
」
を
作
る
他
者
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
し
て
人
び
と
は
自
分
自
身
が
解
釈
す
る
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
内
在
す
る
葛
藤
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
こ
と
ば
を
鏡
と
し
て
認

識
し
、
矛
盾
す
る
複
数
の
知
見
を
多
面
的
に
参
照
す
る
内
的
ダ
イ
ア
ロ
ー

グ
を
披
露
す
る
よ
う
に
な
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
笑
い
（
抑
制
さ
れ
て
イ
ロ
ニ
ー
化
し
た
笑
い
）
や
ソ
ク
ラ

テ
ス
的
格
下
げ
（
職
人
仕
事
や
あ
り
ふ
れ
た
日
常
生
活
と
い
う
、
下
層
の

生
活
圏
か
ら
借
用
し
て
き
た
隠
喩
や
直
喩
の
全
体
系
）
は
、
何
ひ
と
つ
畏

れ
る
こ
と
な
く
自
由
に
世
界
を
研
究
す
る
た
め
に
、
世
界
を
身
近
に
引
き

寄
せ
、
卑
近
な
も
の
と
す
る
。
そ
の
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
同
時

代
で
あ
り
、
周
囲
に
生
き
て
い
る
人
々
と
彼
ら
の
意
見
で
あ
る
。（
バ
フ

チ
ン 

二
〇
〇
一
ｂ
、
五
〇
一
頁
）

　

そ
の
意
味
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
同
じ
ア
テ
ネ
市
民
で
あ
り
な
が
ら
、
他

の
ア
テ
ネ
市
民
に
と
っ
て
は
異
質
な
思
考
に
基
づ
く
批
判
的
な
視
点
を

持
ち
込
み
続
け
る
と
い
う
意
味
で
の
他
者
＝
道
化
と
な
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
（
バ
フ
チ
ン 

二
〇
〇
一
ａ
、
四
四
一
頁
）。Zappen （2004, pp.49-50

）

は
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
に
お
い
て
、
権
力
者
の
語
り
に
荷
担
す
る
カ
リ
ク
レ

ス
ら
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
意
表
を
突
い
た
批
判
に
右
往
左
往
し
、
読
者
に

笑
い
を
生
じ
さ
せ
る
や
り
と
り
を
、
祭
の
間
だ
け
君
臨
す
る
道
化
の
偽
王

の
戴
冠
に
た
と
え
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
相
手
と
な
る
市
民
た
ち
は
、
彼
が

展
開
す
る
、
自
分
た
ち
に
と
っ
て
は
異
質
な
視
点
か
ら
笑
わ
れ
る
と
い

う
、
後
世
の
カ
ー
ニ
バ
ル
に
お
け
る
愚
者
の
鏡
と
の
接
触
に
近
い
体
験
す

る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
が
自
動
的
に
受
け
入
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す

る
内
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
展
開
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
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意
味
で
プ
ラ
ト
ン
が
記
録
す
る
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
は
、
他
者
＝
道
化
と
し

て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
彼
と
関
わ
る
人
び
と
と
様
々
な
世
界
の
知
と
の
接

続
を
展
開
す
る
カ
ー
ニ
バ
ル
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
捉
え
ら
れ
る
の
だ
ろ

う
5
。

　

な
お
バ
フ
チ
ン
（
一
九
九
五
、三
三
一
頁
）
は
笑
い
を
、
必
ず
し
も
お
か

し
み
を
前
提
と
す
る
も
の
と
し
て
は
捉
え
て
い
な
い
。
哲
学
的
で
ま
じ
め

な
議
論
で
あ
っ
て
も
、
以
上
の
よ
う
な
変
化
を
人
々
に
も
た
ら
す
異
化
作

用
も
含
め
て
、
笑
い
を
広
く
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
生
じ
さ
せ
ら
れ
た
人
々
の
、
お
か
し
み
を
生
じ
さ
せ

な
い
笑
い
を
「
希
釈
さ
れ
た
」
笑
い
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

６
．
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
引
き
起
こ
す
笑
い
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス（
両
義
性
）

 　

な
お
バ
フ
チ
ン
（
一
九
九
五
、二
二
七
頁
）
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
弟
子
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
否
定
し
て
自
分
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
優
等
さ
を
ね
じ

込
む
よ
う
な
「
教
師
」
で
は
な
か
っ
た
点
を
重
視
す
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、

以
下
の
『
メ
ノ
ン
』
に
お
け
る
や
り
と
り
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

自
ら
が
下
し
た
結
論
に
対
し
、
否
定
的
な
評
価
を
下
す
こ
と
も
多
い
（
田

島 

二
〇
一
九
ｃ
、
一
九
四
︱
一
九
五
頁
）。
極
端
な
場
合
、
そ
の
場
で
の
結

論
を
避
け
、
や
り
と
り
を
終
了
す
る
こ
と
も
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
：
そ
う
す
る
と
、
す
ぐ
れ
た
人
物
た
ち
の
徳
性
は
生
ま
れ
つ

き
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
以
上
、
は
た
し
て
そ
れ
は
、
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？

メ
ノ
ン
：
そ
の
帰
結
は
も
う
動
か
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
そ
し
て
仮
説

に
し
た
が
っ
て
徳
が
知
識
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
そ
れ

が
教
え
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
し
ょ
う
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
：
ゼ
ウ
ス
に
誓
っ
て
、
た
ぶ
ん
ね
。—

し
か
し
ひ
ょ
っ
と

し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
こ
と
に
同
意
し
た
の
は
正
し
く
な
か
っ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

メ
ノ
ン
：
で
も
た
っ
た
い
ま
、た
し
か
に
正
し
い
と
思
わ
れ
た
の
で
す
よ
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
：
い
や
、
少
し
で
も
そ
れ
に
確
か
な
と
こ
ろ
が
あ
る
べ
き
だ

と
す
る
な
ら
、
た
っ
た
い
ま
そ
う
思
わ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
い
ま

こ
の
現
在
に
お
い
て
も
、
将
来
に
お
い
て
も
、
や
は
り
正
し
い
と
思
わ
れ

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

メ
ノ
ン
：
ど
う
し
た
の
で
す
か
、
い
っ
た
い
。
何
の
つ
も
り
で
あ
な
た
は

こ
の
結
論
に
難
色
を
示
し
、
徳
が
知
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
疑
う
の
で

す
か
？

（
プ
ラ
ト
ン 

一
九
七
四
ｃ
、
三
〇
一
︱
三
〇
四
頁
）

　

こ
の
事
例
の
メ
ノ
ン
の
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
正
し
い
知
識
を
教
え

る
教
師
と
し
て
の
役
割
を
期
待
し
て
い
る
者
（
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
の
読
者

も
含
む
）
は
、
自
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
解
釈
に
対
す
る
彼
の
こ
の
よ
う
な

優
柔
不
断
な
態
度
に
驚
き
、
笑
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
以

下
の
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
か
ら
の
抜
粋
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ダ
イ

ア
ロ
ー
グ
を
行
う
以
前
に
知
っ
て
い
る
知
識
を
弟
子
に
教
え
込
む
教
師

で
は
な
く
、
自
ら
が
知
る
知
識
を
も
批
判
的
に
検
討
し
、
相
手
と
の
ダ
イ

ア
ロ
ー
グ
を
通
し
て
新
た
な
知
恵
と
す
る
可
能
性
を
探
る
存
在
な
の
で

あ
る
。ソ

ク
ラ
テ
ス
：
・
・
・
そ
こ
で
も
し
、
諸
君
の
な
か
の
誰
か
に
、
ぼ
く
が
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ぼ
く
自
身
に
同
意
を
あ
た
え
て
い
る
こ
と
は
、
事
実
に
反
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
な
ら
、
そ
の
人
は
話
の
中
に
割
り
込
ん
で
、
ぼ
く
を
反
駁
し
て
く

れ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
い
い
か
ね
、
諸
君
、
ぼ
く

と
し
て
は
、こ
れ
か
ら
ぼ
く
が
話
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、決
し
て
知
っ

て
い
て
話
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
諸
君
と
と
も
に
共
同
で
探
求
し
よ

う
と
し
て
い
る
か
ら
な
の
だ
。・
・
・

（
プ
ラ
ト
ン 
一
九
七
四
ｂ
、
一
八
二
頁
）

　

こ
れ
は
一
般
に
「
無
知
の
知
」
と
呼
ば
れ
る
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
に
向
か

う
際
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
態
度
と
響
き
あ
う
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
場
合

の
「
無
知
」
と
は
、
彼
が
個
々
具
体
的
な
知
識
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
相
手
と
の
意
味
交
渉
に
お
い
て
も
、
ま
た
様
々

な
具
体
的
な
状
況
に
お
い
て
も
適
用
可
能
な
真
理
（
イ
デ
ア
・
形
相
）
に

つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
態
度
を
示
す
（
岩
田 
二
〇
一
四
、二
九
四
︱

二
九
八
頁
）。
形
相
は
、
具
体
的
な
現
象
の
背
後
に
見
え
隠
れ
す
る
、
抽

象
的
な
意
味
を
指
す
。「
敬
虔
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
を
追
求
す
る
上

で
、
具
体
的
事
例
の
列
挙
で
は
な
く
、
そ
の
背
景
に
あ
る
明
瞭
な
「
相
」

を
検
討
す
る
よ
う
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
相
手
に
求
め
る
、
以
下
に
示
す
『
エ
ウ

テ
ュ
プ
ロ
ン
』
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
こ
と
ば
か
ら
も
、
彼
が
求
め
る

形
相
の
姿
が
示
唆
さ
れ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
：
・
・
・
ぼ
く
が
君
に
要
求
し
て
い
た
の
は
、
そ
ん
な
、
多

く
の
敬
虔
な
こ
と
の
う
ち
の
ど
れ
か
一
つ
二
つ
を
ぼ
く
に
教
え
て
く
れ
る

こ
と
で
は
な
く
て
、
す
べ
て
の
敬
虔
な
こ
と
が
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
、
い

ず
れ
も
敬
虔
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
か
の
相す
が
たそ
の
も
の
を
教
え
て

ほ
し
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
を
ね
。
だ
っ
て
、
た
し
か
君
は
、
不
敬
虔

な
こ
と
が
不
敬
虔
で
あ
る
の
も
、
敬
虔
な
こ
と
が
敬
虔
で
あ
る
の
も
、
単

一
の
相
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
の
だ
か
ら
ね
。
そ
れ
と
も
思

い
出
さ
な
い
か
ね
。

（
プ
ラ
ト
ン 

一
九
七
五
ａ
、
十
七
頁
）

　

た
だ
し
人
々
を
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
外
か
ら
批
判
し
、
自
ら
の
知
恵
で
啓

蒙
し
よ
う
と
す
る
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
は
異
な
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
個
々
の

特
殊
な
状
況
に
お
い
て
人
々
と
共
に
展
開
す
る
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
中
で

見
出
さ
れ
る
合
意
を
通
し
、
真
理
を
見
出
そ
う
と
し
た
と
さ
れ
る
（
高
橋 

一
九
九
五
、一
八
三
︱
二
〇
二
頁
）。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
離

れ
た
人
か
ら
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
真
理
の
存
在
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
認
識

し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
必
然
的
に
彼
は
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
に

向
か
う
相
手
に
対
し
、
教
師
の
立
場
に
は
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
た
と
え
千
回
の
個
別
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
合
意
に

よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
真
理
で
あ
っ
て
も
、
千
一
回
目
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
に

お
い
て
話
者
個
々
が
抱
え
る
主
観
的
視
点
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
出
来

ず
、
合
意
が
得
ら
れ
な
い
可
能
性
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
捨
象
し
な
い
か
ら
で

あ
る
。

　

バ
フ
チ
ン
（
二
〇
〇
一
ｂ
、
五
〇
〇
頁
）
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
知
に
向

か
う
姿
勢
を
「
賢
明
な
無
知
」
と
呼
ぶ
。
具
体
的
に
い
え
ば
そ
れ
は
、
上

述
の
『
メ
ノ
ン
』
か
ら
の
抜
粋
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
他
者
の
意

見
だ
け
で
は
な
く
、
い
っ
た
ん
結
論
を
下
し
た
自
分
の
意
見
に
対
し
て
も

否
定
的
評
価
を
下
し
、
フ
ラ
フ
ラ
と
自
ら
の
最
終
判
断
を
保
留
す
る
葛
藤

に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
も
の
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
ソ
ク

ラ
テ
ス
は
教
師
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
賢
明
な
愚
者
」
の
典
型
な
の
だ

と
い
え
る
。
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さ
ら
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
批
判
（
特
に
権
力
者
に
対
す
る
も
の
）
は
、
先

述
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
そ
れ
ら
に
対
す
る
一
方
的
な
攻
撃
で
は
な
い
。

む
し
ろ
彼
ら
を
批
判
す
る
、
自
分
自
身
の
論
点
を
批
判
す
る
場
面
も
あ
る 

（Zappen, 2004, p. 118

）。
そ
も
そ
も
書
か
れ
た
も
の
に
対
し
て
批
判
的
で

あ
っ
た
プ
ラ
ト
ン
は
（
廣
川 

一
九
八
〇
、四
五
︱
五
七
頁
、 

一
六
五
︱
一
八
七

頁
／
金
山  
二
〇
一
二
、 

一
三
一
︱
一
三
四
頁
）、
書
く
と
い
う
行
為
は
「
ま

じ
め
な
目
的
」
で
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
書
か
れ
た
も
の
を
読

む
こ
と
も
「
酒
盛
り
の
よ
う
な
慰
み
ご
と
」
で
あ
る
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
述

べ
さ
せ
て
い
る
（
プ
ラ
ト
ン 
一
九
七
四
ａ
、 

二
五
九
︱
二
六
〇
頁
）。
つ
ま

り
書
か
れ
た
主
人
公
と
し
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
書
か
れ
た
情
報
と
し
て

の
自
ら
の
意
見
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
、
こ
れ
ら
は
信
用
に
値
す
る
権
威
あ
る

意
見
で
は
な
い
と
自
ら
否
定
的
評
価
を
下
す
道
化
的
存
在
に
な
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
滑
稽
な
存
在
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
な
る
こ
と
で
、
プ
ラ

ト
ン
は
自
ら
の
テ
キ
ス
ト
が
後
世
の
読
者
に
よ
っ
て
モ
ノ
ロ
ー
グ
化
さ

れ
、
生
き
た
人
々
の
視
点
に
よ
る
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
抑
圧
す
る
こ
と
を
拒

絶
し
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
、
他
者
を
批
判
す
る
自
ら
の
論
点
を
否
定
す
る
ソ
ク
ラ

テ
ス
の
態
度
は
、「
陽
気
な
相
対
性
」（
バ
フ
チ
ン 

一
九
九
五
、三
三
一
頁
）

な
い
し
「
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
（
両
義
的
）」（
バ
フ
チ
ン 

二
〇
〇
一
ｂ
、

五
〇
〇
頁
）
と
も
呼
ば
れ
る
。

こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
主
要
な
主ヒ
ー
ロ
ー

人
公
と
し
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
の
な
か

に
、・
・
・
何
も
理
解
で
き
な
い
愚
者
と
い
う
民
衆
的
仮
面
と
、
卓
越
せ

る
賢
者
・
・
・
の
諸
特
徴
と
が
統
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
特
筆
に
値
す
る
。

こ
う
し
た
統
合
の
結
果
、
賢
明
な
無
知
と
い
う
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
人

物
像
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
対
話
に
見
ら
れ
る
ア
ン
ビ
ヴ
ァ

レ
ン
ト
な
自
賛—

何
も
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
ゆ
え

に
、
わ
た
し
は
誰
よ
り
も
賢
明
で
あ
る—

に
注
目
し
て
お
こ
う
。
こ
の

人
物
像
を
中
心
に
し
て
、
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
化
さ
れ
た
伝
説
・
・
・
が
生
ま

れ
る
。
英
雄
は
道
化
に
姿
を
変
え
る
・
・
・（
バ
フ
チ
ン 

二
〇
〇
一
ｂ
、

四
九
九
︱
五
〇
〇
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
バ
フ
チ
ン
の
捉
え
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン

ト
な
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は
、
特
定
の
権
力
者
を
一
方
的
に
攻
撃
し
た
り
特
定

の
市
民
を
擁
護
し
た
り
す
る
言
説
（
い
わ
ば
「
革
命
（
レ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ

ン
）」）
で
は
な
く
、
権
威
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
市
民
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
の
新
た
な
関
係
を
再
構
築
す
る
話
者
個
々
人
の
自
意
識
を
刺
激
す
る

言
説
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
登
場
人
物
ら
が
、
社
会
の
権
威
に
頼
り

切
る
こ
と
な
く
、
し
か
し
そ
れ
を
拒
絶
す
る
こ
と
も
な
く
、
既
存
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
自
分
自
身
の
視
点
と
の
自
律
的
な
調
整
を
行
お
う
と
す
る

「
小
説
」
を
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
の
否
定
的
評
価
は
、
彼
も
含
め
た
登
場
人
物
一
人
ひ
と
り
が
、「
自
分

が
い
か
に
生
き
る
か
」
を
自
己
決
定
す
る
自
意
識
＝
内
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ

を
刺
激
し
続
け
る
と
い
う
意
味
で
の
、い
わ
ば「
進
化（
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ

ン
）」
を
展
開
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
に
類
す
る
ジ
ャ
ン
ル
は
、
時
代

が
下
る
中
で
哲
学
的
な
生
真
面
目
さ
が
う
す
れ
、
神
や
権
力
者
、
哲
学
者

た
ち
が
道
化
た
批
判
者
に
よ
っ
て
否
定
的
評
価
が
下
さ
れ
る
と
い
う
類

の
滑
稽
話
で
あ
る
「
メ
ニ
ッ
ペ
ア
」
と
呼
ば
れ
る
小
説
に
発
展
し
て
い
っ

た
と
さ
れ
る
（
バ
フ
チ
ン 

一
九
九
五
、二
三
一
︱
二
三
三
頁
／
二
〇
〇
一
ｂ
、

五
〇
一
頁
）。
そ
の
中
で
も
、
語
り
手
で
あ
る
作
者
の
批
判
的
視
点
に
権

威
が
な
く
信
用
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
、
異
化
を
促
進
す
る
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
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Es
sa

ys
　
—

レ
ン
ス
は
依
然
と
し
て
、
重
要
な
特
徴
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
北
野 

一
九
九
五
、一
六
︱
一
七
頁
）。
そ
し
て
こ
の
メ
ニ
ッ
ペ
ア
の
ジ
ャ
ン
ル
的

特
徴
は
、
バ
フ
チ
ン
が
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
論
の
重
要
な
考
察
対
象
と
し
た
ラ

ブ
レ
ー
の
『
ガ
ル
ガ
ン
チ
ュ
ア
・
パ
ン
タ
グ
リ
ュ
エ
ル
物
語
』
お
よ
び
、

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
な
ど
後
世
の
小
説
作

品
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

７
．
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
悲
劇
に
み
ら
れ
る
小
説
性
と
分
裂
し
た
自
意
識

　

な
お
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
ほ
ぼ
同
時

期
に
活
躍
し
た
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
が
描
く
悲
劇
と
の
深
い
関
連
性
が
指
摘

さ
れ
る （Snell, 1964, pp.65-69; Lefkow

itz, 2016, pp.26-48

）。
叙
事
詩
で

は
絶
対
的
な
権
威
で
あ
っ
た
神
託
を
信
用
し
き
る
こ
と
が
出
来
ず
、
自
ら

の
生
き
る
道
を
求
め
て
右
往
左
往
す
る
英
雄
た
ち
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン

ト
な
自
意
識
が
展
開
す
る
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
悲
劇
は
、
既
存
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
へ
の
盲
従
を
や
め
、
自
ら
の
生
き
方
を
求
め
て
葛
藤
す
る
内
面
を
さ

ら
け
出
す
登
場
人
物
ら
に
よ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
と
響

き
あ
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
バ
フ
チ
ン
の
い
う
詩
と
小
説
の
関
係
を
描
き

出
す
好
材
料
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
、
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
と
並
ぶ
古
代
ギ

リ
シ
ア
に
お
け
る
三
大
悲
劇
詩
人
の
一
人
だ
が
、
一
方
で
、
叙
事
詩
の
解

題
と
し
て
の
悲
劇
の
枠
組
み
に
飽
き
た
ら
ず
、
英
雄
的
モ
チ
ー
フ
に
対

す
る
パ
ロ
デ
ィ
を
行
う
な
ど
、
む
し
ろ
喜
劇
詩
人
と
の
共
通
性
も
指
摘
さ

れ
る
人
物
で
あ
る
（
中
務 

一
九
九
〇
、四
〇
六
︱
四
一
一
頁
）。
な
お
エ
ウ

リ
ピ
デ
ス
は
「
神
は
人
々
の
道
徳
的
葛
藤
の
解
決
に
ほ
と
ん
ど
役
立
た
な

い
」
と
喝
破
し
た
哲
学
者
・
ク
セ
ノ
パ
ネ
ス
の
論
に
影
響
を
受
け
（Snell, 

1964, pp.54-69

）、
ま
た
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
が
描
い
た
当
時
の
ア
テ
ネ

の
、
伝
統
的
な
多
く
の
価
値
観
が
相
対
化
さ
れ
た
時
代
思
潮
の
影
響
も
あ

り
（
丹
下 

二
〇
〇
八
、二
三
八
、 

三
二
二
頁
）、
神
託
や
共
同
体
の
リ
ー
ダ
ー

が
告
げ
る
権
威
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
鵜
呑
み
に
せ
ず
（
で
き
ず
）、
そ

れ
ら
に
対
し
て
自
ら
の
視
点
か
ら
否
定
的
評
価
を
下
し
て
再
検
討
を
行

う
登
場
人
物
の
葛
藤
す
る
自
意
識
を
描
い
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

　

丹
下
（
二
〇
〇
八
、二
五
八
︱
二
六
二
頁
）
は
こ
の
種
の
自
意
識
の
展
開

例
と
し
て
、
父
親
で
あ
る
ミ
ケ
ー
ネ
王
・
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン
を
裏
切
り
殺

害
し
た
母
親
に
対
し
、
ア
ポ
ロ
ー
ン
の
信
託
を
受
け
て
復
讐
を
果
た
す
青

年
・
オ
レ
ス
テ
ー
ス
を
扱
う
『
オ
レ
ス
テ
ー
ス
』
を
あ
げ
る
。
こ
の
モ
チ
ー

フ
は
多
く
の
劇
作
家
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
き
た
伝
統
的
な
も
の
だ
が
、

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
、
父
親
へ
の
敵
討
ち
と
い
う
神
託
に
従
っ
た
権
威
的
な

道
徳
観
と
、
母
親
殺
し
と
い
う
個
人
的
な
良
心
の
呵
責
の
声
と
の
間
で
葛

藤
す
る
悩
み
深
き
オ
レ
ス
テ
ー
ス
を
描
く
。
こ
の
葛
藤
に
満
ち
た
自
意
識

（
内
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
）
は
、「
シ
ュ
ネ
シ
ス
（
知
る
こ
と
）」
と
呼
ば
れ
る

（Snell, 1964, pp.48-49; 

丹
下 

二
〇
〇
八
、二
五
八
︱
二
六
二
頁
）。

　

こ
の
揺
れ
動
く
内
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
一
端
は
、
母
親
殺
し
の
罪
で
死

刑
宣
告
を
避
け
る
た
め
の
助
命
嘆
願
を
無
視
し
た
叔
父
の
メ
ネ
ラ
ー
オ

ス
に
対
す
る
復
讐
を
仲
間
に
誓
う
、
オ
レ
ス
テ
ー
ス
の
長
台
詞
に
現
れ
て

い
る
。・

・
・
何
と
い
っ
て
も
、
僕
は
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン
の
息
子
だ
。
自
他
と
も

に
許
す
ギ
リ
シ
ア
の
支
配
者
で
、
独
裁
者
で
は
な
い
が
、
神
授
の
権
力
を

帯
び
て
い
た
人
の
子
な
の
だ
。
虫
け
ら
の
よ
う
に
死
ん
で
、
そ
の
人
の
名

を
辱
め
は
す
ま
い
。
毅
然
と
命
は
捨
て
る
が
、
メ
ネ
ラ
ー
オ
ス
に
も
償
わ
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せ
て
や
る
。
ひ
と
つ
の
こ
と
さ
え
叶
え
ば
、
僕
ら
と
し
て
は
大
成
功
な
の

だ
か
ら
。
思
い
も
よ
ら
ぬ
救
い
が
ひ
ょ
い
と
現
れ
て
、
殺
し
は
し
て
も
死

な
ず
に
す
む
、
そ
う
な
っ
て
く
れ
れ
ば
な
あ
。
わ
が
望
み
を
言
葉
の
翼
に

乗
せ
て
語
り
、
費
え
も
な
し
に
心
を
喜
ば
せ
る
の
は
、
楽
し
い
こ
と
だ
。

（
エ
ウ
リ
ー
ピ
デ
ー
ス 

一
九
九
〇
、三
二
〇
︱
三
二
一
頁
）

　

オ
レ
ス
テ
ー
ス
は
仲
間
に
向
か
い
、
既
存
の
価
値
判
断
か
ら
み
て
英
雄

に
ふ
さ
わ
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
思
わ
れ
る
「
王
の
息
子
と
し
て
誇
ら
し

く
死
ぬ
」
と
い
う
見
解
を
断
言
し
た
直
後
に
、
そ
れ
と
は
矛
盾
す
る
「
死

な
ず
に
す
め
ば
い
い
な
あ
」
と
い
う
自
己
保
存
の
欲
求
を
吐
露
す
る
。
オ

レ
ス
テ
ー
ス
の
こ
の
台
詞
は
、
自
分
の
身
を
犠
牲
に
し
て
ア
ポ
ロ
ー
ン
の

神
託
に
従
う
と
い
う
権
威
あ
る
英
雄
と
し
て
相
手
か
ら
期
待
さ
れ
る
行

為
像
で
あ
る
「
他
者
の
眼
に
映
る
人
間
」
と
、
英
雄
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し

く
な
い
、
苦
境
か
ら
逃
れ
て
自
分
の
身
を
守
り
、
生
き
延
び
た
い
と
い
う

自
己
保
存
の
欲
求
を
示
す
「
自
己
自
身
に
と
っ
て
の
人
間
」
と
い
う
、
矛

盾
す
る
自
己
イ
メ
ー
ジ
同
士
が
頭
の
中
で
否
定
的
評
価
を
下
し
あ
う
内

的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
展
開
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
期
待
さ
れ

る
英
雄
像
を
覆
す
、
こ
の
滑
稽
な
自
意
識
の
吐
露
に
観
客
＝
読
者
は
驚

き
、
バ
フ
チ
ン
の
い
う
笑
い
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

英
雄
の
言
動
を
巡
る
こ
の
よ
う
な
個
人
的
葛
藤
は
、
神
の
権
威
が
比
較

的
揺
る
が
な
い
時
代
に
お
い
て
は
、
わ
ず
か
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
（
久
保 

一
九
九
二
、三
九
︱
四
一
頁
）。
た
と
え
ば
ホ
メ
ロ

ス
の
叙
事
詩
が
描
く
英
雄
ら
に
物
事
の
決
断
に
迷
い
が
生
じ
る
際
に
は
、

多
く
の
神
々
が
彼
ら
に
降
臨
し
、
こ
れ
ら
の
神
が
与
え
る
具
体
的
な
助
言

や
指
示
に
従
順
に
従
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
絶
対
的
に
信
用
で
き
る
神
の
権

威
的
な
指
示
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
そ
れ
に
従
う
「
他
者
の
眼
に
映
る
人

間
」
と
、そ
の
指
示
を
内
的
に
解
釈
し
て
実
行
に
移
す
「
自
己
自
身
に
と
っ

て
の
人
間
」
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
そ
の
英
雄
の
様
子
を
叙
事
詩
や
悲

劇
を
通
し
て
聴
く
聴
衆
も
、
そ
の
英
雄
性
を
疑
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

一
方
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
多
く
の
悲
劇
で
は
、
登
場
人
物
の
葛
藤
を

解
決
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
神
が
降
臨
し
指
示
を
与
え
る
場
面
は
少

な
い
。『
オ
レ
ス
テ
ー
ス
』
で
も
、
主
人
公
の
葛
藤
過
程
に
神
は
関
わ
ら

ず
、
登
場
人
物
ら
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
混
乱
し
収
拾
が
つ
か
な
く
な
っ
た

最
後
の
段
階
で
、
機
械
仕
掛
け
の
神
（「
デ
ウ
ス
・
エ
ク
ス
・
マ
キ
ナ
」）
が

降
臨
し
、
事
態
収
拾
を
図
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
結
果
、
オ
レ
ス
テ
ー
ス

の
よ
う
に
、
神
の
指
示
の
声
と
自
分
自
身
の
声
と
の
間
で
、
否
定
的
評
価

を
下
し
合
う
葛
藤
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
、「
他
者
の
眼
に
映
る
人
間
」

と
「
自
己
自
身
に
と
っ
て
の
人
間
」
は
不
一
致
と
な
り
、
外
部
の
権
威
的

な
道
徳
律
か
ら
よ
り
一
層
自
律
し
た
、
個
人
の
自
意
識
が
表
れ
る
こ
と
に

な
る
（
神
の
権
威
に
従
う
者
と
し
て
の
英
雄
性
は
低
下
す
る
）。

　

Snell

（1964, pp.51-54

）
は
、
こ
の
よ
う
な
神
が
介
入
し
な
い
個
人
の

葛
藤
的
な
自
意
識
を
「
心
理
学
的
認
識
力
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
こ
の
種
の

認
識
力
は
、
知
性
に
よ
る
心
理
の
制
御
を
目
ざ
す
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ

ア
ロ
ー
グ
と
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
確
か
に
、
エ
ウ
リ
ピ

デ
ス
の
登
場
人
物
ら
が
展
開
す
る
葛
藤
的
な
自
問
自
答
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス

と
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
通
し
て
矛
盾
す
る
自
分
自
身
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
直
面
し
、
自
分
の
知
的
能
力
を
通
し
て
相
互
の
視
点
の
吟
味
を
行
お
う

と
す
る
話
者
ら
（
そ
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
）
の
、
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト

な
異
化
と
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

バ
フ
チ
ン
の
著
作
に
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
悲
劇
を
よ
り
笑

い
（
小
説
）
に
近
く
、
叙
事
詩
と
は
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
位
置
づ
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け
て
い
る
も
の
も
あ
る
（
バ
フ
チ
ン 

二
〇
一
八
ｂ
、
一
五
一
︱
一
五
二
頁
）。

悲
劇
は
死
に
ゆ
く
運
命
の
主
人
公
を
個
人
の
内
側
か
ら
見
る
の
で
深
刻

な
ト
ー
ン
を
帯
び
る
が
、
変
わ
り
ゆ
く
世
界
全
体
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
、

個
と
し
て
の
主
人
公
の
分
裂
し
た
内
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は
滑
稽
で
も
あ

り
、
小
説
に
近
い
作
品
も
あ
る
と
解
釈
さ
れ
得
る
の
だ
と
い
う
（
貝
澤 

二
〇
一
八
、一
六
三
︱
一
六
四
頁
）。
た
と
え
ば
『
オ
レ
ス
テ
ー
ス
』
で
は
、

オ
レ
ス
テ
ー
ス
の
み
な
ら
ず
、
主
要
な
登
場
人
物
が
一
貫
し
た
自
意
識
を

持
っ
て
い
な
い
（
北
野 
二
〇
一
一
、二
七
︱
二
八
頁
）。
オ
レ
ス
テ
ー
ス
の

祖
父
は
、
夫
を
殺
し
た
自
分
の
娘
の
罪
に
対
し
て
は
私
的
な
復
讐
で
は
な

く
、
法
に
よ
っ
て
罰
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
だ
っ
た
と
正
論
を
述
べ
た
直
後

に
、
街
の
住
人
を
私
的
に
け
し
か
け
て
で
も
オ
レ
ス
テ
ー
ス
を
死
刑
に
す

る
と
宣
言
す
る
。
メ
ネ
ラ
ー
オ
ス
は
オ
レ
ス
テ
ー
ス
を
助
け
る
と
口
先
で

は
言
っ
た
も
の
の
、
彼
を
弁
護
す
る
ど
こ
ろ
か
、
裁
き
の
場
に
出
か
け
る

こ
と
も
し
な
い
。
彼
ら
は
み
な
、
自
ら
に
期
待
さ
れ
た
役
割
を
拒
絶
し
、

自
己
保
存
に
走
ろ
う
と
し
て
人
々
の
笑
い
を
と
る
滑
稽
な
道
化
の
よ
う

で
あ
る
。

　

一
貫
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
信
奉
す
る
英
雄
性
が
排
さ
れ
た
結
果
、
観

客
＝
読
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
の
発
す
る
個
々
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

注
意
深
く
読
み
と
り
、
読
者
自
身
の
視
点
か
ら
戯
曲
全
体
の
解
釈
を
行
わ

な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
そ
の
意
味
で
北
野
（
二
〇
一
一
、二
九
︱
三
一

頁
）
は
、
こ
の
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
に
よ
る
『
オ
レ
ス
テ
ー
ス
』
を
バ
フ
チ
ン

の
い
う
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
を
と
も
な
う
カ
ー
ニ
バ
ル
に
通
じ
る
作
品

で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
実
際
、
神
の
権
威
を
信
用
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
自
己
保
存
の
動
機
に
も
揺
り
動
か
さ
れ
て
優
柔
不
断
に
こ
と
ば
を

翻
し
続
け
る
主
人
公
ら
の
内
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
吐
露
は
滑
稽
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
悲
劇
の
主
人
公
た
ち
の
や

り
と
り
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
と
同
様
、
社
会
規
範
の
モ

デ
ル
と
し
て
の
権
威
的
な
規
範
を
神
や
英
雄
に
見
出
そ
う
と
す
る
聴
衆

の
期
待
を
裏
切
り
、
彼
ら
の
自
意
識
を
刺
激
す
る
、
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト

な
笑
い
を
引
き
起
こ
す
小
説
に
な
り
得
る
の
だ
ろ
う
。

８
．
ま
と
め

　

本
論
文
で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
を
中
心
的
な
考
察
対

象
と
し
、
バ
フ
チ
ン
の
詩
（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）
論
お
よ
び
小
説
（
ダ
イ
ア
ロ
ー

グ
）
論
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
て
き
た
。
最
後
に
、
他
者
の
否
定
的
評
価

が
笑
い
（
異
化
）
を
促
進
し
得
る
（
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
カ
ー
ニ
バ
ル
的
に
な

る
）
た
め
の
条
件
に
関
す
る
バ
フ
チ
ン
の
考
え
を
紹
介
し
た
い
。
バ
フ
チ

ン
は
、
他
者
と
の
境
界
線
上
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
継
続
し
て
い
く
た
め
に

は
「
愛
・
好
意
」
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

た
だ
愛
の
み
が
、
対
象
の
内
側
に
あ
る
自
由
を
見
い
だ
し
て
そ
の
像
を
描

く
こ
と
が
で
き
る
。・
・
・
愛
は
境
界
を
愛
し
み
愛
撫
す
る
。
境
界
は
あ

ら
た
な
意
義
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
愛
は
対
象
が
不
在
の
と
こ

ろ
で
そ
の
対
象
を
語
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
対
象
そ
の
も
の
と
一
緒
に
そ

れ
を
語
ら
う
。（
バ
フ
チ
ン 

二
〇
一
八
ａ
、
一
四
五
頁
）

好
意
の
あ
る
境
界
設
定
、
そ
し
て
協
同
。
自
分
の
立
場
と
自
分
の
視
点

の
相
関
的
（
部
分
的
）
真
実
性
を
開
示
（
積
極
的
）
す
る
・
・
・
境
界

を
定
め
る
こ
と
は
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
よ
い
、
好
意
の
あ
る
設
定
で

あ
れ
ば
だ
が
。
畦
の
う
え
に
喧
嘩
な
し
。
協
同
。
国
境
地
帯
の
存
在
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（
そ
の
う
え
で
い
つ
も
新
し
い
思
潮
や
学
説
が
起
こ
る
）。（
バ
フ
チ
ン 

一
九
八
八
、二
八
八
頁
）

　

少
な
く
と
も
著
者
が
本
論
で
分
析
対
象
と
し
た
資
料
を
読
む
限
り
、

愛
・
好
意
に
関
す
る
バ
フ
チ
ン
の
記
述
は
断
片
的
で
あ
り
、
そ
の
意
図
を

必
ず
し
も
明
確
に
解
釈
で
き
て
は
い
な
い
。
し
か
し
本
論
で
検
討
し
て
き

た
論
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、話
者
の
「
自
己
自
身
に
と
っ
て
の
人
間
」

で
あ
る
自
意
識
の
独
自
性
を
最
大
限
に
引
き
出
す
、
他
者
（
典
型
的
に
は

道
化
）
に
よ
る
否
定
的
評
価
に
対
す
る
尊
重
の
念
が
愛
・
好
意
で
あ
る
と

推
測
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に

よ
っ
て
自
ら
に
下
さ
れ
る
否
定
的
評
価
を
喜
ぶ
話
者
の
様
子
が
複
数
箇

所
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
。
以
下
に
示
す
『
ラ
ケ
ス
』
か
ら
の
抜
粋
で

は
、
そ
の
話
者
の
一
人
の
ニ
キ
ア
ス
が
、「
自
己
自
身
に
と
っ
て
の
人
間
」

と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
否
定
的
に
評
価
さ

れ
た
「
他
者
の
眼
に
映
る
人
間
」
の
も
の
と
な
り
、
多
面
的
な
検
討
の
対

象
と
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
「
楽
し
い
」
と
好
意
的
に
受
け
止
め
て
い
る

様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
小
説
に
お
け
る
笑
い
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス

も
、
こ
の
よ
う
な
好
意
・
愛
的
関
係
の
土
台
の
上
に
実
現
さ
れ
る
も
の
だ

と
バ
フ
チ
ン
は
捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ニ
キ
ア
ス
：
誰
で
も
あ
ま
り
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
近
づ
い
て
話
を
し
て
い
ま
す

と
、
は
じ
め
は
何
か
他
の
こ
と
か
ら
話
し
出
し
た
と
し
ま
し
て
も
、
彼
の

言
葉
に
ず
っ
と
ひ
っ
ぱ
り
ま
わ
さ
れ
て
、
し
ま
い
に
は
か
な
ら
ず
話
が

そ
の
人
自
身
の
こ
と
に
な
り
、
現
在
ど
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
い
る

か
、
ま
た
い
ま
ま
で
ど
の
よ
う
に
生
き
て
き
た
か
、
を
言
わ
せ
ら
れ
る
は

め
に
な
る
の
で
す
。・
・
・
私
は
こ
の
人
と
つ
き
あ
う
の
が
楽
し
く
、
わ

れ
わ
れ
の
今
ま
で
に
し
た
こ
と
で
あ
れ
今
し
て
い
る
こ
と
で
あ
れ
、
そ
れ

が
り
っ
ぱ
な
仕
方
で
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る

こ
と
は
、
す
こ
し
も
悪
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。（
プ
ラ
ト
ン 

一
九
七
五
ｂ
、
一
三
一
頁
）

　

Sullivan, Sm
ith, &

 M
atusov （2009, pp.340-341

）
も
、
バ
フ
チ
ン
の

ソ
ク
ラ
テ
ス
論
を
総
論
す
る
中
で
、
一
方
的
な
攻
撃
で
は
な
く
、
上
記
の

ニ
キ
ア
ス
の
こ
と
ば
に
あ
る
よ
う
に
、
人
々
が
相
互
に
批
判
を
行
い
な
が

ら
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
雰
囲
気
の
中
で
互
い
の
存
在
を
認
め
合
う
「
心
地
よ
い

共
同
体
の
価
値
」
を
創
出
し
て
い
く
こ
と
が
、
笑
い
の
本
質
で
あ
る
と
指

摘
し
て
い
る
。
裏
を
返
す
な
ら
ば
、
他
者
に
よ
る
否
定
的
評
価
は
、
双
方

へ
の
愛
・
好
意
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
限
り
、
そ
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス

を
失
い
、
相
手
の
笑
い
で
は
な
く
攻
撃
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
の
あ
る
諸

刃
の
剣
な
の
だ
ろ
う
。
実
際
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
彼
の
言
動
を
快
く
思
わ
な

い
人
々
に
よ
っ
て
裁
判
に
引
き
出
さ
れ
、
無
実
の
罪
で
死
刑
を
宣
告
さ
れ

て
い
る
。
彼
が
投
げ
か
け
た
カ
ー
ニ
バ
ル
の
笑
い
は
、
決
し
て
す
べ
て
の

ア
テ
ネ
市
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

バ
フ
チ
ン
（
一
九
八
八
、二
八
五
頁
）
は
、こ
の
よ
う
な
他
者
へ
の
態
度
を
、

笑
い
の
反
意
語
で
あ
る
「
怒
り
」
と
呼
ぶ
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
人
々
の
言

説
が
詩
（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
状
況
に
お
い
て
発
生
す

る
情
動
的
反
応
と
い
え
る
。

　

現
代
の
日
本
社
会
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
と
比
較
し
て
、
異
質
な
文
化

を
背
景
と
す
る
他
者
と
の
交
流
機
会
は
は
る
か
に
増
加
し
て
い
る
。
そ
し

て
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
が
生
き
た
当
時
の
ア
テ
ネ
の
よ
う
に
、

社
会
経
済
的
な
地
位
の
低
下
も
加
わ
り
、
か
つ
て
の
よ
う
に
、
既
存
の
権
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威
的
な
道
徳
律
に
他
者
を
従
わ
せ
る
（
言
語
認
識
の
自
動
化
に
向
か
う
）
よ

う
な
交
流
の
あ
り
方
も
通
用
し
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
他
者

の
立
場
を
尊
重
し
、
彼
ら
と
同
じ
立
場
で
、
自
分
た
ち
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
の
意
味
交
渉
を
行
う
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
他
者
が
持
ち
込
む
様
々
な
異
質
な
観
点
を
考

慮
し
な
が
ら
、
ま
た
同
時
に
、
自
分
た
ち
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
関
係
を

探
り
続
け
る
（
言
語
認
識
の
異
化
に
向
か
う
）、ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー

グ
篇
や
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
悲
劇
の
登
場
人
物
ら
が
示
し
た
よ
う
な
、
揺
れ

動
く
自
意
識
を
展
開
し
、
ま
た
そ
れ
を
自
律
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る

こ
と
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
優
柔
不
断
さ
を
示
し
な
が
ら
も
、
他

者
へ
の
好
意
的
関
心
を
持
っ
て
、
他
者
と
共
に
生
き
る
道
を
探
り
続
け

る
、
賢
明
な
愚
者
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
発
揮
す
る
能
力
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
自
分
た
ち
の

既
存
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
権
威
性
に
固
執
し
、
新
た
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

の
出
会
い
を
拒
絶
す
る
よ
う
な
認
識
の
揺
る
ぎ
な
さ
は
、
む
し
ろ
他
者
へ

の
怒
り
を
招
き
、
深
刻
な
暴
力
的
紛
争
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
点
で
不
適
切
な
も
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
意
味
で
は
、
他
者
と
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
通
し
、
自
分
た
ち
が
依

拠
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
柔
軟
に
変
更
で
き
る
人
々
が
展
開
す
る
小
説

お
よ
び
ラ
ズ
ノ
レ
ー
チ
エ
を
理
想
的
な
も
の
と
し
て
論
じ
る
バ
フ
チ
ン

の
議
論
は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
よ
り
一
層
の
意
義
を
持
つ
も
の
と
い

え
る
。
他
者
と
の
出
会
い
を
紛
争
で
は
な
く
、
互
い
の
世
界
観
を
豊
か
に

創
造
し
て
い
く
機
会
に
し
て
い
く
た
め
、
多
く
の
市
民
が
他
者
へ
の
好

意
・
愛
を
は
ぐ
く
み
、
こ
の
他
者
と
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
笑
い
を
発
揮

で
き
る
た
め
の
具
体
的
な
方
策
を
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
バ
フ
チ
ン
の
詩
・

小
説
論
か
ら
引
き
出
す
べ
き
だ
ろ
う
。

〈
注
〉

1　

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
バ
フ
チ
ン
が
多
用
す
る
概
念
で
あ
り
、
個
々
人
に
お
い
て
抱
か

れ
社
会
的
な
共
有
も
期
待
さ
れ
る
イ
デ
エ
（
観
念
：
考
え
て
い
る
こ
と
）
の
総
体

な
い
し
抽
象
的
な
意
味
を
含
む
世
界
観
と
し
て
扱
わ
れ
る
（
田
島 

二
〇
一
九
ｂ
、

一
六
四
頁
／
二
〇
一
九
ｃ
、
一
九
四
頁
）。
バ
フ
チ
ン
の
議
論
に
お
い
て
、
こ
と
ば

も
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
ほ
ぼ
同
義
の
概
念
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
る
箇
所
も
多
い
。

2　

異
化
は
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