
本
論
文
は
、
課
程
博
士
候
補
論
文
を
構
成
す
る
論
文
の
一
部
と
し
て
、
以
下
の
審
査
委
員

に
よ
り
審
査
を
受
け
た
。

審
査
委
員
：
難
波
博
孝
（
主
任
指
導
教
員
）、
山
元
隆
春
、
山
内
規
嗣

（1）

世
界
観
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│
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（
受
理
日
二
〇
一
九
年
十
月
三
日
）

１
．
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
つ
い
て
の
（
再
）
定
義

ほ
ぼ
二
十
年
前
か
ら
、
田
中
実
は
『
小
説
の
力
』
と
『
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
を
超
え
て
』
と

い
う
二
冊
の
著
作
を
出
し
た
後
、「
総
論　
〈
本
文
〉
と
は
何
か　

プ
レ
〈
本
文
〉
の
誕
生
」（『〈
新

し
い
作
品
論
〉
へ
、〈
新
し
い
教
材
論
〉
へ　

１
』
所
収
）、「〈
原
文
〉
と
い
う
第
三
項
」（『
文

学
の
力
×
教
材
の
力　

理
論
編
』
所
収
）
な
ど
の
論
文
を
著
し
、
文
学
研
究
と
文
学
教
育
の
交

差
研
究
を
展
開
し
て
い
た
。
そ
の
一
端
は
相
次
い
で
国
語
教
育
と
文
学
研
究
の
メ
ン
バ
ー
を
集

め
た
鼎
談
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
交
差
研
究
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
文
学
研
究
に
と
っ
て
は
二
〇
世
紀
六
十
年
代
以
後
、
舶
来
の
数
多
の
文
学
理
論
の
な
か
で

一
体
ど
の
よ
う
な
理
論
を
使
え
ば
い
い
の
か
、
そ
れ
を
決
め
る
基
準
が
文
学
教
育
に
求
め
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
文
学
教
育
に
と
っ
て
は
文
学
研
究
を
通
し
て
「
鎖
国
」
的
な
研
究
を

避
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。「
文
学
の
終
焉
」
が
喧
伝
さ
れ
て
い
る
今
日
、
こ
の
よ
う

な
交
差
研
究
は
さ
ら
に
徹
底
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
が
下
火
に
入
っ
た
今
、
そ
も
そ
も
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
は
何
か
と
い
う
こ

と
を
よ
う
や
く
総
括
で
き
る
時
期
が
来
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
も
し
、ジ
ャ
ン
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・

リ
オ
タ
ー
ル
の
『
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
条
件
』
な
ど
に
依
拠
せ
ず
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
（
再
）

定
義
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　

第
一
部　

第
六
八
号　

二
〇
一
九　

一
〇
五

－

一
一
四と

は
反
映
論
と
田
中
実
に
よ
っ
て
首
唱
さ
れ
て
い
る
〈
第
三
項
〉
論
と
い
う
二
種
類
の
世
界
観

認
識
の
混
在
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
本
稿
で
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
も
そ
う
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
家
た
ち
の
思
想
発
展
は
常
に
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

そ
れ
は
反
映
論
か
ら
離
れ
、
反
映
論
と
違
う
何
か
の
世
界
観
認
識
を
手
に
入
れ
る
に
至
る
ま
で

の
徴
候
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
念
頭
に
お
け
ば
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
は
さ
ら
に
次
の
よ
う

な
二
つ
の
部
分
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
バ
ル
ト
な
ど
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
家
の

発
展
中
の
思
想
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
彼
ら
の
思
想
に
対
し
て
の
断
片
的
な
受
容
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
田
中
実
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
文
学
研
究
と
文
学
教
育
の
交
差
研
究
の
目
論

見
は
既
存
の
文
学
研
究
と
文
学
教
育
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
ら
ず
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
通
過
し

た
以
後
の
地
平
か
ら
新
し
い
文
学
研
究
と
新
し
い
文
学
教
育
を
提
起
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ

る
。
し
か
し
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
通
過
で
き
な
か
っ
た
の
が
文
学
研
究
と
文
学
教
育
の
現
状
で

は
な
い
か
。
文
学
研
究
と
文
学
教
育
の
交
差
研
究
の
徹
底
化
の
た
め
に
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
混

在
し
て
い
る
世
界
観
認
識
を
分
離
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
ま
ず
思
想
発
展
中
に
お
い
て
見
ら

れ
る
世
界
観
認
識
の
混
在
に
つ
い
て
バ
ル
ト
Ⅱ
期
を
通
し
て
確
認
し
て
み
た
い
。
次
に
、
自
ら

が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
通
過
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
ツ
ヴ
ェ
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ

と
丹
藤
博
文
の
文
学
教
育
論
に
つ
い
て
批
判
的
に
分
析
し
て
み
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
フ
ラ
ン
ス
と

日
本
の
文
学
教
育
に
一
定
の
影
響
を
も
つ
彼
ら
は
各
自
の
立
場
か
ら
現
在
の
文
学
教
育
を
批
判

し
た
が
、
し
か
し
彼
ら
の
批
判
自
体
が
再
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
か
れ
ら
の
文
学
教

育
論
に
混
在
し
て
い
る
世
界
観
認
識
を
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
稿
の
最
後
に
、〈
第
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三
項
〉
論
か
ら
文
学
を
読
め
ば
ど
の
よ
う
な
文
学
の
価
値
を
引
き
出
せ
る
の
か
、
教
育
の
原
理

を
問
い
な
が
ら
、
改
め
て
魯
迅
の
『
故
郷
』
を
例
に
し
て
考
え
た
い
。

２
．
バ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
概
念
に
つ
い
て
の
検
討

周
知
の
よ
う
に
、
バ
ル
ト
は
カ
ミ
ュ
な
ど
の
実
存
主
義
者
作
家
に
刺
激
さ
れ
て
、
一
九
五
三

年
に
『
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
零
度
』
を
出
し
て
彼
の
学
術
的
生
涯
を
開
始
し
た
。
と
こ
ろ
が
一

九
六
八
年
の
前
後
か
ら
、
バ
ル
ト
は
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
だ
け
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
と
い
う
言

葉
を
も
使
い
始
め
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ

る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
こ
れ
ま
で
の
バ
ル
ト
受
容
に
お
い
て
は
あ
ま
り
突
き
詰
め
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
。
書
く
行
為
に
焦
点
化
し
た
『
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
零
度
』
の
バ
ル
ト
と
違
っ
て
、

こ
の
時
期
の
バ
ル
ト
は
作
家
の
書
く
行
為
よ
り
読
者
の
読
む
行
為
を
中
心
に
思
想
を
展
開
し
て

い
る
。
そ
こ
で
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
作
家
の
書
く
行
為
で
は
な
く
、
作
家
の
書
か
れ
た
も
の
、

つ
ま
り
読
者
に
読
ま
れ
る
対
象
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
作
家
が
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

か
ら
隔
離
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
角
度
か
ら
バ
ル
ト
は
エ
ッ
セ
イ
「
作
者

の
死
」（『
物
語
の
構
造
分
析
』
所
収
）
の
な
か
で
改
め
て
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
定
義
し

た
の
で
あ
る
。

　

と
い
う
の
も
、
ま
さ
に
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
、
あ
ら
ゆ
る
声
、
あ
ら
ゆ
る
起
源
を
破
壊

す
る
か
ら
で
あ
る
。
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
は
、わ
れ
わ
れ
の
主
体
が
逃
げ
去
っ
て
し
ま
う
、

あ
の
中
性
的
な
も
の
、
混
成
的
な
も
の
、
間
接
的
な
も
の
で
あ
り
、
書
い
て
い
る
肉
体
の

自
己
同
一
性
そ
の
も
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
自
己
同
一
性
が
そ
こ
で
は
失
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
、
黒
く
て
白
い
も
の
な
の
で
あ
る
（1979

：79

‐80

）。

右
の
引
用
に
あ
る
論
点
は
す
で
に
「
作
者
の
死
」
の
前
に
書
か
れ
た
「
物
語
の
構
造
分
析
序

説
」
で
主
張
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
論
文
の
間
に
明
ら
か
に
飛
躍
が
起
き
た
と
い

う
こ
と
が
伺
え
る
。
こ
こ
で
は
論
を
急
ぐ
よ
り
、
も
う
す
こ
し
エ
ッ
セ
イ
「
作
者
の
死
」
前
後

の
バ
ル
ト
の
思
想
発
展
に
お
け
る
変
化
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
た
い
。

言
語
学
を
モ
デ
ル
に
し
て
物
語
の
「
文
法
」
を
分
析
し
た
「
物
語
の
構
造
分
析
序
説
」
に
お

い
て
考
察
さ
れ
た
単
位
は
「
文
」
で
あ
る
。「
文
」
は
人
格
の
あ
る
作
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た

も
の
で
は
な
く
、
発
話
行
為
の
な
か
で
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

生
身
の
「
作
者
」
と
語
り
手
の
区
別
は
さ
れ
て
い
る
が
、「
作
者
の
死
」
は
ま
だ
宣
告
さ
れ
て

い
な
い
。「
作
者
」
の
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
恣
意
的
に
不
問
に
付
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

そ
こ
で
、
一
九
六
八
年
の
「
言
語
学
と
文
学
」（『
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
著
作
集
６　

テ
ク
ス
ト

理
論
の
愉
し
み
』
所
収
）
の
終
わ
り
に
、
バ
ル
ト
は
「
現
在
、
言
語
学
が
作
品
を
時
代
遅
れ
に

し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
が
言
語
学
を
時
代
遅
れ
に
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」（2006

：

144

）
と
書
い
て
、「
物
語
の
構
造
分
析
」
か
ら
「
テ
ク
ス
ト
分
析
」
に
切
り
替
え
た
。
そ
し
て

一
九
七
一
年
の
「
天
使
と
の
格
闘
」（『
物
語
の
構
造
分
析
』
所
収
）
の
冒
頭
で
バ
ル
ト
は
同
じ

論
点
を
繰
り
返
し
、「
物
語
の
構
造
分
析
は
た
し
か
に
科
学
で
は
な
い
し
、
学
問
で
さ
え
な
い
」

「
こ
こ
で
提
出
さ
れ
た
構
造
分
析
は
、
あ
ま
り
純
粋
な
も
の
で
は
な
い
」（1979

：56

）
と
断
っ

て
い
た
。
言
い
換
え
る
と
「
テ
ク
ス
ト
分
析
」
は
「
不
純
」
な
構
造
分
析
で
あ
る
。

具
体
的
に
い
う
と
、「
物
語
の
構
造
分
析
」
に
お
い
て
は
「
作
者
」
あ
る
い
は
「
作
者
」
概

念
を
支
え
る
反
映
論
の
よ
う
な
世
界
観
認
識
が
一
時
に
括
弧
に
入
れ
ら
れ
た
が
、
反
映
論
の
代

案
と
し
て
の
世
界
観
認
識
は
ま
だ
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
テ
ク
ス
ト
分
析
」

に
お
い
て
は
反
映
論
の
代
案
と
し
て
の
世
界
観
認
識
が
萌
し
た
。
こ
の
新
し
い
世
界
観
認
識
の

も
と
で
、
言
語
学
は
「
物
語
の
構
造
分
析
」
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
な
役
割
を
果
た
さ
な

く
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
私
」
は
「
文
」
の
主
語
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
止
め
ら
れ
た
。

主
体
と
世
界
は
、
主
語
と
述
語
の
関
係
で
は
な
く
、
主
体
に
と
っ
て
世
界
は
主
体
の
言
葉
で
紡

ぎ
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
世
界
の
外
部
に
実
体
概
念
の
客
体
が
あ
る
と
は
考
え

ら
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

通
常
「
テ
ク
ス
ト
分
析
」
に
入
る
ま
で
の
バ
ル
ト
思
想
は
バ
ル
ト
Ⅰ
期
と
言
わ
れ
る
。
バ
ル

ト
Ⅰ
期
に
お
い
て
研
究
さ
れ
た
内
容
は
多
分
野
に
亘
っ
て
い
る
が
、
バ
ル
ト
Ⅱ
期
の
よ
う
に
世

界
観
認
識
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
と
く
に
「
常
識
」
を
疑
わ
な
く
て
も
バ

ル
ト
Ⅰ
期
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、「
作
者
の
死
」
と
「
作
品
か
ら
テ
ク
ス
ト
へ
」

を
中
心
に
し
て
の
バ
ル
ト
Ⅱ
期
は
「
常
識
」、
い
わ
ば
反
映
論
の
よ
う
な
世
界
観
認
識
の
枠
組

み
の
な
か
で
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
バ
ル
ト
Ⅱ
期
に
お
い
て
、
反
映
論
と
違
う
世

界
観
認
識
が
萌
し
た
が
、
反
映
論
と
関
わ
る
内
容
も
ま
だ
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
バ
ル
ト
思
想
発

展
に
お
け
る
世
界
観
認
識
の
混
在
が
ま
ず
こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
以
下
は
、
具

体
的
に
エ
ッ
セ
イ
「
作
者
の
死
」
に
出
て
い
る
二
種
類
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
か
ら
考
察
し
て
み

た
い
。

一
つ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
作
家
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
作
家
は
恣
意
的

に
そ
こ
か
ら
隔
離
さ
れ
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。

　

ブ
ー
ヴ
ァ
ー
ル
と
ペ
キ
ュ
シ
ェ
、
こ
の
永
遠
の
写
字
生
た
ち
は
崇
高
で
あ
る
と
同
時
に

喜
劇
的
で
、
そ
の
深
遠
な
滑
稽
さ
は
ま
さ
し
く
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
真
実
を
示
し
て
い
る

が
、
こ
の
二
人
に
似
て
作
家
は
、
常
に
先
行
す
る
と
は
い
え
決
し
て
起
源
と
は
な
ら
な
い
、

あ
る
〔
記
入
の
〕
の
動
作
を
模
倣
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。（1979

：86

）

─ 113 ─



（3）

世界観認識の混在から分離へ
─　文学研究と文学教育の交差研究の徹底化のために　─

右
の
引
用
に
よ
る
と
、読
者
は
自
由
に
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
、あ
る
い
は
複
数
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
を
切
断
し
た
り
、
組
合
せ
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
自
身
の
読
む
対
象
で
あ
る
テ
ク

ス
ト
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
実
体
概
念
と
し
て
扱
わ
れ
て

い
る
。

も
う
一
つ
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
作
家
と
ま
っ
た
く
関
係
は
な
く
、
そ
こ
で
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
に
「
常
に
先
行
す
る
」
と
い
う
書
く
行
為
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
バ
ル
ト
の

言
っ
て
い
る
「
現
代
の
書
き
手
」
の
書
く
行
為
で
あ
る
。

　

現
代
の
書

ス
ク
リ
プ
ト
ゥ
ー
ル

き
手
は
テ
ク
ス
ト
と
同
時
に
誕
生
す
る
。彼
は
い
か
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
先
立
っ
た
り
、
そ
れ
を
超
え
た
り
す
る
存
在
と
み
な
さ
れ
な
い
。
彼

は
い
か
な
る
点
に
お
い
て
自
分
の
書
物
を
述
語
と
す
る
主
語
に
は
な
ら
な
い
。（1979

：

84

）

右
の
引
用
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
物
語
の
構
造
分
析
」
と
「
テ
ク
ス
ト
分
析
」
の
違

い
で
あ
る
。「
テ
ク
ス
ト
分
析
」
と
比
べ
て
、「
物
語
の
構
造
分
析
」
に
お
い
て
分
析
さ
れ
た
「
私
」

は
「
文
」
の
主
語
で
あ
る
も
の
の
、そ
れ
が
そ
れ
を
分
析
す
る
主
体
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、「
テ
ク
ス
ト
分
析
」
の
「
現
代
の
書
き
手
」
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、

読
者
の
読
む
行
為
に
伴
っ
て
読
ま
れ
る
対
象
が
現
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
読
者
は
あ

た
か
も
読
者
自
身
の
読
ま
れ
る
対
象
の
「
作
者
」
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
作

者
」
こ
そ
バ
ル
ト
に
「
現
代
の
書
き
手
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
読
者
に
読
ま
れ
る

対
象
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
は
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
そ
れ
は
先
ほ
ど

言
及
し
た
実
体
概
念
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。

エ
ッ
セ
イ
「
作
者
の
死
」
の
終
わ
り
に
、
バ
ル
ト
は
「
現
代
の
書
き
手
」
に
よ
っ
て
齎
さ
れ

た
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
実
体
概
念
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
回
収
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
念
の
た
め

に
「
読
者
と
は
、
歴
史
も
、
伝
記
も
、
心
理
も
も
た
な
い
人
間
で
あ
る
」（「
作
者
の
死
」89
）

と
書
き
加
え
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、「
歴
史
も
、
伝
記
も
、
心
理
も
も
た
な
い
人
間
」

と
し
て
の
「
読
者
」
は
あ
り
得
な
い
。
反
映
論
か
ら
離
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
と
違
う
世
界

観
認
識
を
手
に
入
れ
て
い
な
い
バ
ル
ト
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
暫
定
の
考
え
と
し
て

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
こ
の
「
読
者
」
概
念
に
確
か
に
「
物
語
構

造
分
析
」が
落
と
し
た
影
が
見
え
る
が
、そ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、こ
の「
読

者
」
概
念
を
梃
に
し
て
、
バ
ル
ト
思
想
は
「
テ
ク
ス
ト
分
析
」
か
ら
「
物
語
構
造
分
析
」
へ
戻

る
の
で
は
な
く
、「
テ
ク
ス
ト
分
析
」
以
後
、
つ
ま
り
『
明
る
い
部
屋
』
を
中
心
と
す
る
バ
ル

ト
Ⅲ
期
を
切
り
拓
く
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
バ
ル
ト
Ⅱ
期
に
そ
れ
ぞ
れ
性
格
の
違
う
二
種
類
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
お
よ
び
そ

れ
に
由
来
す
る
二
種
類
の
テ
ク
ス
ト
が
共
存
し
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
み
ら
れ
る
。も
し
、

『
明
る
い
部
屋
』
な
ど
の
バ
ル
ト
Ⅲ
期
か
ら
バ
ル
ト
Ⅰ
、
Ⅱ
期
を
と
ら
え
返
せ
ば
、
バ
ル
ト
思

想
は
〈
第
三
項
〉
論
の
よ
う
な
世
界
観
認
識
に
向
か
っ
て
発
展
し
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

バ
ル
ト
Ⅱ
期
に
お
い
て
、
反
映
論
と
違
う
世
界
観
認
識
を
前
提
に
し
て
「（
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

と
は
）
黒
く
て
白
い
も
の
な
の
で
あ
る
」（1979

：80

）、
お
よ
び
「
作
品
は
物
質
の
断
片
で
あ
っ

て
（
た
と
え
ば
あ
る
図
書
館
の
）
書
物
の
空
間
の
一
部
を
占
め
る
」（1979

：93

）
な
ど
の
文

章
が
綴
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
白
い
紙
に
あ
る
黒
い
印
字
に
は
何
の
意
味
も
な
い
。
意
味
は
読

者
の
読
む
行
為
の
な
か
で
読
者
自
身
に
賦
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
読
者
に
よ
っ
て
読

ま
れ
る
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

３
．
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
通
過
で
き
な
か
っ
た
文
学
教
育
論

３
．
１
．
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
か
ら
モ
ダ
ン
に
戻
っ
た
ツ
ヴ
ェ
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ

３
．
１
．
１
．
文
学
教
育
に
対
し
て
の
ト
ド
ロ
フ
の
批
判

社
会
主
義
国
家
ブ
ル
ガ
リ
ア
出
身
で
、
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
に
帰
化
し
た
ツ
ヴ
ェ
タ
ン
・
ト
ド

ロ
フ
は
、構
造
主
義
詩
学
の
主
要
メ
ン
バ
ー
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
二
〇
〇
七
年
の『
文

学
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
国
語
教
育
の
現
状
に
対

し
て
批
判
し
て
い
る
。

　

一
九
九
四
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
ま
で
、
複
数
分
野
の
専
門
家
か
ら
な
る
国
民
教
育
省
の

諮
問
委
員
会
で
あ
る
学
校
課
程
委
員
に
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
校
教
育
に
お
け
る
文
学
教

育
に
つ
い
て
全
体
的
見
通
し
が
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
私
は
理
解
し
た
の
だ
。

私
が
持
っ
て
い
た
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
文
学
に
つ
い
て
の
考
え
が
、
孤
立
し
た
何
人

か
の
教
員
の
実
践
だ
け
で
な
く
、
文
学
教
育
の
理
論
を
、
そ
し
て
文
学
教
育
を
枠
付
け
る

公
の
支
持
を
支
え
て
い
た
の
だ
（2009

：10

）

「
私
が
持
っ
て
い
た
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
文
学
に
つ
い
て
の
考
え
」
と
書
い
て
あ
る
が
、

こ
の
考
え
こ
そ
、か
つ
て
ト
ド
ロ
フ
自
身
も
か
か
わ
っ
た
構
造
主
義
詩
学
の
こ
と
で
は
な
い
か
。

後
ほ
ど
ま
た
触
れ
る
が
、
ト
ド
ロ
フ
は
一
九
六
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
に
入
っ
た
後
、
一
時
的
に
構

造
主
義
詩
学
に
熱
中
し
た
が
、そ
の
後
そ
れ
を
否
定
す
る
側
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

彼
自
身
に
否
定
さ
れ
よ
う
と
し
た
構
造
主
義
詩
学
が
フ
ラ
ン
ス
の
中
等
教
育
の
文
学
教
育
に
盛

ん
に
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
自
分
の
目
で
確
認
し
、「
学
科
の
現
状
に
対
し
、
私
は
自

ら
を
責
任
あ
る
者
と
感
じ
ね
ば
な
ら
な
い
」（2009

：18

）
と
述
べ
た
。

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
中
高
の
文
学
教
室
で
は
「
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
」、「
虚
無
主
義
」、「
独
我

─ 112 ─
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論
」（2009

：25

‐26

）
を
も
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
構
造
主
義
を
、
教
え
て
は
い
け
な
い
の

か
。
ト
ド
ロ
フ
か
ら
み
る
と
、記
号
学
な
ど
は
あ
く
ま
で
も
作
品
を
読
む
「
手
段
」
に
す
ぎ
ず
、

「「
手
段
」
の
学
習
が
、意
味
の
学
習
に
取
っ
て
代
わ
る
べ
き
で
は
な
い
」　
（2009

：16

）、「
手
段
」

よ
り
、
も
っ
と
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
「
作
品
そ
れ
自
体
が
語
っ
て
い
る
も
の
、
作
品

の
意
味
、
作
品
が
喚
起
し
て
い
る
諸
世
界
」（2009

：13

）
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
フ
ラ
ン
ス
の
中
等
教
育
の
文
学
教
育
は
「
手
段
」
に
偏
っ
て
い
る
の

か
。
ト
ド
ロ
フ
の
分
析
に
よ
る
と
以
下
の
二
つ
の
原
因
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
つ
は
学
校
の
教
師

に
と
っ
て
は
主
観
性
の
強
い
作
品
の
意
義
よ
り
、
記
号
学
な
ど
は
物
理
学
の
規
則
、
公
式
な
ど

の
よ
う
に
「
客
観
的
」
に
教
え
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
中
高
で
教
え
る
国
語
教
育
の
教
師
は

だ
い
た
い
大
学
で
文
学
理
論
の
洗
礼
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
中
等
教
育
に
お

け
る
教
育
は
高
等
教
育
に
お
け
る
急
激
な
変
化
を
反
映
し
て
い
る
」（2009

：18

）。
中
等
教
育

の
教
員
た
ち
は
た
と
え
大
学
で
教
わ
っ
た
文
学
理
論
を
教
え
る
に
し
て
も
、「
大
学
で
習
っ
た

こ
と
を
そ
の
ま
ま
教
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
自
分
の
内
に
内
面
化
し
、
外
か
ら
は
見
え
な

い
道
具
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」（2009

：23

）
と
の
手
続
き
が
要
請
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
表
面
上
で
は
ト
ド
ロ
フ
は
フ
ラ
ン
ス
の
中
等
教
育
の
文
学
教
育
を
批
判
し
て

い
る
と
見
え
る
が
、
実
は
そ
の
目
論
見
が
彼
自
身
も
参
加
し
た
構
造
主
義
詩
学
お
よ
び
そ
れ
以

後
の
フ
ラ
ン
ス
に
輩
出
し
た
文
学
理
論
に
対
し
て
の
否
定
に
あ
る
。
ト
ド
ロ
フ
か
ら
み
る
と
、

こ
れ
ら
の
文
学
理
論
の
せ
い
で
、文
学
の
価
値
は
引
き
出
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

ト
ド
ロ
フ
自
身
は
文
学
を
愛
す
る
た
め
に
、
構
造
主
義
詩
学
を
含
め
て
の
文
学
理
論
に
主
導
さ

れ
て
い
る
文
学
研
究
か
ら
離
れ
て
歴
史
研
究
に
切
り
替
え
、
も
っ
と
広
義
の
「
文
学
」
を
通
し

て
、
全
体
主
義
、
民
主
主
義
な
ど
に
つ
い
て
の
研
究
に
突
入
し
た
。

３
．
１
．
２
．
バ
ル
ト
を
捉
え
そ
こ
な
っ
た
ト
ド
ロ
フ

今
日
、
文
学
理
論
に
対
し
て
批
判
す
る
人
に
と
っ
て
も
、
文
学
理
論
に
飽
き
て
し
ま
っ
た
人

に
と
っ
て
も
、
ト
ド
ロ
フ
の
文
学
教
育
批
判
は
極
め
て
好
ま
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ほ
ぼ
三
十

冊
を
超
え
て
い
る
ト
ド
ロ
フ
の
著
作
は
世
界
中
に
翻
訳
さ
れ
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

ト
ド
ロ
フ
の
文
学
教
育
に
対
し
て
の
批
判
は
果
た
し
て
批
判
に
な
っ
て
い
る
の
か
疑
問
で
あ

る
。
そ
の
批
判
に
よ
っ
て
ト
ド
ロ
フ
に
は
隠
さ
れ
て
い
る
の
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
通
過
で
き
な

か
っ
た
自
身
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ト
ド
ロ
フ
は
彼
の
師
バ
ル
ト
を
捉
え

そ
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ト
ド
ロ
フ
は
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
紹
介
で
、
一
九
六
三
年
の
九
月
か
ら
ロ
ラ
ン
・

バ
ル
ト
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
出
席
し
、
バ
ル
ト
の
指
導
の
下
で
博
士
論
文
を
完
成
し
た
。
と
こ
ろ

が
「
一
九
六
八
年
以
後
は
、
彼
に
会
わ
な
く
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
回
数
は
次
第

に
少
な
く
な
り
」、「
当
時
、
私
は
彼
と
は
か
な
り
違
っ
た
道
へ
と
進
ん
で
い
た
」（2009

：94

）

と
ト
ド
ロ
フ
は
回
想
し
て
い
る
。
ト
ド
ロ
フ
は
ど
の
よ
う
な
道
へ
と
進
ん
だ
の
か
、
前
述
し
た

通
り
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ト
ド
ロ
フ
は
ち
ょ
う
ど
バ
ル
ト
Ⅱ
期
が
始
ま
っ
た
前
後
、
バ

ル
ト
の
傍
か
ら
離
れ
た
の
で
あ
る
。
一
九
六
八
年
以
後
の
ト
ド
ロ
フ
は
バ
ル
ト
の
言
っ
て
い
る

こ
と
を
「
奇
説
」
と
見
な
し
て
信
じ
な
く
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
も
う
少
し
ト
ド
ロ
フ
に
よ
る
バ
ル
ト
思
想
理
解
を
見
て
み
よ
う
。
ト
ド
ロ
フ
は

か
り
そ
め
に
バ
ル
ト
自
身
に
使
わ
れ
て
い
た
「
テ
ロ
リ
ス
ト
」
と
「
エ
ゴ
イ
ス
ト
」
と
い
う
二

つ
の
言
葉
を
使
っ
て
、
バ
ル
ト
の
思
想
を
一
九
七
五
年
の
『
彼
自
身
に
よ
る
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
』

以
前
と
そ
れ
以
後
と
い
う
二
つ
の
時
期
に
分
け
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　

一
九
七
五
年
以
前
の
著
作
も
、
思
考
の
師
匠
の
よ
う
な
仕
方
で
「
テ
ロ
リ
ス
ト
」
的
で

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
や
は
り
そ
れ
な
り
の
仕
方
で
「
テ
ロ
リ
ス
ト
」
的

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
の
著
作
は
、
た
と
え
そ
の
当
該
書
物
の
中
だ
け
に
し
て
も
、

あ
る
い
は
わ
ず
か
一
ペ
ー
ジ
の
内
部
に
お
い
て
だ
け
で
し
か
な
い
に
し
て
も
あ
る
説
、
あ

る
真
理
を
、
断
言
的
な
仕
方
で
奉
じ
て
い
る
か
ら
だ
。（2009

：102

）

「
テ
ロ
リ
ス
ト
」
と
は
、
バ
ル
ト
の
著
作
に
断
言
的
な
仕
方
で
書
か
れ
た
「
真
理
」
は
多
く

の
人
々
に
共
有
さ
れ
が
た
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
バ
ル
ト
は
他

人
の
「
真
理
」
を
退
け
る
が
、
彼
自
身
の
言
っ
て
い
る
こ
と
を
「
真
理
」
と
し
て
他
人
に
共
有

し
て
ほ
し
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
七
五
年
以
後
、
バ
ル
ト
は
「
テ
ロ
リ
ス
ト
」
か
ら
「
エ
ゴ

イ
ス
ト
」
に
変
わ
り
、
つ
ま
り
、『
彼
自
身
に
よ
る
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
』
を
含
め
て
、
そ
の
以

後
の
バ
ル
ト
に
書
か
れ
た
も
の
は
バ
ル
ト
以
外
の
人
々
に
も
共
有
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
つ
い
て
ト
ド
ロ
フ
は
バ
ル
ト
の
晩
年
「
三
部
作
」
で
の
主
語
「
私
」
と
時
制
と
の

組
み
合
わ
せ
に
お
け
る
変
遷
を
通
し
て
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
。
ト
ド
ロ
フ
が
そ
の
変
遷
か
ら

読
み
取
れ
た
の
は
だ
ん
だ
ん
他
者
を
う
け
い
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
バ
ル
ト
の
姿
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
バ
ル
ト
の
晩
年
「
三
部
作
」
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
ト
ド
ロ
フ
に
注
目
さ
れ

た
の
は
『
明
る
い
部
屋
』
で
あ
る
。
ト
ド
ロ
フ
に
よ
る
と
、
人
間
の
書
く
行
為
を
左
右
す
る
の

は
他
者
と
の
関
係
で
あ
る
。「
幸
福
に
生
き
ら
れ
た
他
者
と
の
関
係
」（2009

：105

）
が
あ
れ

ば
い
い
も
の
が
書
け
る
と
い
う
。
同
じ
こ
と
が
ト
ド
ロ
フ
自
身
に
も
当
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
、

ト
ド
ロ
フ
は
他
者
と
し
て
の
バ
ル
ト
を
受
け
入
れ
た
の
で
、
バ
ル
ト
が
死
ん
だ
後
、
バ
ル
ト
に

つ
い
て
書
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
ト
ド
ロ
フ
は
結
局
『
明
る
い
部
屋
』
か
ら
「
死
ん
だ

の
は
彼
の
母
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
死
ん
だ
の
は
、
数
あ
る
受
け
取
り
方
の
ひ
と
つ
に
お
け
る

彼
自
身
で
あ
っ
た
」（106

）
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
た
の
で
あ
る
。
バ
ル
ト
自
身
の
「
死
」

が
あ
っ
て
か
ら
、
バ
ル
ト
は
他
者
に
共
有
で
き
る
も
の
が
書
け
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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と
こ
ろ
で
ト
ド
ロ
フ
は
『
明
る
い
部
屋
』
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
、
実
は
『
明
る
い
部
屋
』

に
つ
い
て
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
次
の
一
文
に
よ
っ
て
露
呈
さ
れ
て
い
る
。

　

彼
の
最
後
の
著
書
が
「
写
真
に
つ
い
て
」
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
人
を
欺

く
よ
う
な
仕
方
に
お
い
て
だ
っ
た
と
し
て
も
、私
に
は
表
徴
的
な
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。

（2009
：106
）。

ト
ド
ロ
フ
は
明
ら
か
に
「「
写
真
」
に
お
い
て
は
、
確
実
性
を
証
明
す
る
能
力
が
、
表
象
＝

再
現
の
能
力
を
う
わ
ま
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」（1997

：109

）
と
い
う
『
明
る
い
部
屋
』
に

あ
る
文
章
を
見
落
と
し
た
。「
表
象
＝
再
現
の
能
力
を
う
わ
ま
わ
っ
て
い
る
」
を
含
め
て
、『
明

る
い
部
屋
』
に
反
映
論
と
違
う
世
界
観
認
識
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
内
容
は
ト
ド
ロ
フ
の
理
解

を
超
え
て
い
る
の
で
、
ト
ド
ロ
フ
に
「
人
を
欺
く
よ
う
な
仕
方
」
と
見
な
さ
れ
た
。

『
越
境
者
の
思
想
』
の
な
か
で
、
ト
ド
ロ
フ
は
忌
憚
な
く
「
彼
は
気
の
利
い
た
言
い
回
し
を

作
り
出
す
の
が
好
き
で
し
た
が
、
今
日
冷
静
に
読
ん
で
み
る
と
、
そ
れ
ら
の
言
い
回
し
は
過
剰

な
も
の
に
思
え
ま
す
し
、さ
ら
に
は
滑
稽
な
も
の
と
す
ら
思
え
ま
す
」（2006

：108

）
と
述
べ
て
、

バ
ル
ト
の
思
想
に
対
し
て
基
本
的
に
は
否
定
的
で
あ
る
。
結
局
、
ト
ド
ロ
フ
は
バ
ル
ト
の
よ
う

に
世
界
観
認
識
に
お
け
る
転
換
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
バ
ル
ト
と
と
も
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を

通
過
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ト
ド
ロ
フ
の
目
に
映
っ
た
の
は
、
思
想
の
一
貫
性
を
欠

い
て
い
る
バ
ル
ト
、「
奇
説
」
を
弄
ん
だ
バ
ル
ト
で
あ
る
。

３
．
１
．
３
．
途
中
で
止
め
ら
れ
た
「
文
学
」
に
つ
い
て
の
定
義

一
九
六
八
年
、
フ
ラ
ン
ス
で
刊
行
さ
れ
た
『
構
造
主
義
と
は
何
か
？
』（
日
本
語
訳
の
タ
イ

ト
ル
は
『
構
造
主
義　

言
語
学
・
詩
学
・
人
類
学
・
精
神
分
析
学
・
哲
学
』
で
あ
る
）
の
な
か

の
「
詩
学
」
の
執
筆
者
は
ト
ド
ロ
フ
で
あ
っ
た
。
こ
の
著
作
の
一
九
七
三
年
の
改
訂
版
の
な
か

で
、「
詩
学
の
領
野
は
こ
ん
に
ち
、
六
年
前
の
状
況
そ
の
ま
ま
で
は
も
は
や
な
く
、
私
自
身
も

相
変
ら
ず
同
じ
仕
方
で
詩
学
に
接
近
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」、「
詩
学
の
現
状
を
報
告
す
る

た
め
に
、
必
要
な
た
び
ご
と
に
解
説
に
変
更
を
加
え
た
」（1978

：90

）
と
ト
ド
ロ
フ
は
断
っ

て
い
た
。
こ
の
改
訂
版
に
は
「
私
は
作
者
の
伝
記
に
か
か
わ
る
研
究
は
文
学
的
で
な
い
と
し
て

一
挙
に
し
り
ぞ
け
る
」、「
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
を
し
て
語
ら
し
め
る
こ
と
、
つ
ま
り
対
象
へ
の
、

《
他
》
へ
の
忠
実
、
し
た
が
っ
て
主
体
の
消
失
と
い
う
理
想
」（1978

：91

）
な
ど
の
バ
ル
ト
Ⅱ

期
を
思
わ
せ
る
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、「
こ
ん
に
ち
で
は
、
詩
学
に
結
晶
し
た

型
の
研
究
を
文
学
に
の
み
留
保
す
る
い
か
な
る
理
由
も
、
も
は
や
な
い
」（1978

：159

）
と
書

い
て
あ
る
よ
う
に
、ト
ド
ロ
フ
の
「
詩
学
」
は
「「
構
造
」
と
「
歴
史
」
と
い
う
作
為
的
な
対
立
」

（1978

：149

）
を
取
り
払
い
、「
歴
史
的
詩
学
」（1978

：151

）
の
方
向
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
る
。

看
過
で
き
な
い
の
は
、『
構
造
主
義
』
の
「
詩
学
」
の
冒
頭
と
終
わ
り
は
明
ら
か
に
矛
盾
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
冒
頭
で
の
断
り
を
守
れ
ば
、「
歴
史
」
と
の
関
係
を
遮
断
す

る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
作
家
の
伝
記
、
作
家
と
関
連
す
る
歴
史
は
す
で
に
バ
ル
ト
の
「
物
語
の

構
造
分
析
」
の
な
か
で
恣
意
的
に
不
問
と
付
さ
れ
て
い
る
。
バ
ル
ト
は
そ
れ
を
守
っ
て
バ
ル
ト

Ⅱ
期
に
入
っ
て
、
し
ば
ら
く
文
学
研
究
を
離
れ
た
が
、
結
局
、
ま
た
「
文
学
」
に
戻
っ
て
き
た

の
で
あ
る
。
バ
ル
ト
の
思
想
発
展
に
と
っ
て
、そ
れ
は
必
要
な
「
方
法
論
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
通
常
、
人
々
に
理
解
さ
れ
て
い
る
文
学
と
歴
史
で
は
な
く
、
そ
れ
と
違
う
「
文
学
」

と
「
歴
史
」
を
定
義
す
る
た
め
に
必
要
な
「
方
法
論
」
で
あ
る
。

『
構
造
主
義
』
の
「
詩
学
」
ま
で
の
ト
ド
ロ
フ
は
、ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
言
っ
て
い
る
「
言

説
」
な
ど
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
、
す
で
に
通
常
の
文
学
概
念
を
揺
る
が
し
た
の
み
な
ら
ず
、
フ

レ
ー
ゲ
の
論
理
学
を
踏
ま
え
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

　

文
学
は
科
学
の
こ
と
ば
と
は
逆
に
、
偽
り
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
か
あ
る
い
は
偽
り
で

あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
ば
で
は
な
い
。
文
学
の
こ
と
ば
と
は
ま
さ
に
真
実
の
試
練
に
か
け

ら
れ
ぬ
こ
と
ば
で
あ
り
、
真
で
で
も
な
け
れ
ば
偽
で
も
な
く
、
真
偽
問
題
を
提
起
す
る
こ

と
に
は
意
味
が
な
い
。
こ
の
こ
と
が
文
学
の
こ
と
ば
の
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
資
格
そ
の
も

の
を
定
義
す
る
。（1978

：106

）

ほ
ぼ
四
十
年
後
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
の
文
学
に
つ
い
て
の
識
見
に
惹
か
れ
て
、
次
の

よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
学
習
は
（
小
説
の
読
書
を
指
す―

引
用
者
）、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
に
含
ま

れ
る
も
の
を
変
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
含
む
精
神
を
変
え
る
。
知
覚
さ
れ
た

事
物
で
は
な
く
、
む
し
ろ
知
覚
装
置
自
体
を
変
え
る
の
だ
。
小
説
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る

の
は
新
し
い
知
で
は
な
い
。（2009

：62

）

右
の
引
用
に
書
い
て
あ
る
思
想
に
据
え
て
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
出
せ
ば
バ
ル
ト
Ⅲ
期
お
よ
び

〈
第
三
項
〉
論
の
領
域
に
入
れ
る
が
、し
か
し
ト
ド
ロ
フ
は
「
語
り
の
「
品
詞
」
を
例
証
」（1978

：

139

）
す
る
構
造
主
義
詩
学
に
耐
え
ら
れ
ず
に
、
バ
ル
ト
Ⅱ
期
か
ら
バ
ル
ト
Ⅰ
期
に
戻
る
の
み

な
ら
ず
、
バ
ル
ト
全
体
を
否
定
し
、
結
局
、
構
造
主
義
に
恣
意
的
に
不
問
と
付
さ
れ
た
歴
史
に

戻
っ
て
き
た
。
そ
れ
以
後
、
ト
ド
ロ
フ
は
た
し
か
に
も
っ
と
広
い
範
囲
の
な
か
で
、「
虚
構
の

も
の
で
は
な
い
」「
非
文
学
」（2009

：73

）
を
含
め
て
文
学
を
考
察
し
た
が
し
か
し
通
常
の
文

学
概
念
は
無
傷
の
ま
ま
守
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
「
歴
史
的
詩
学
」
の
方
向
で
は
、
ト
ド
ロ
フ
に
と
っ
て
、
模
範
と
し
て
み
な
さ
れ
る
の

は
ポ
ー
ル
・
ペ
ニ
シ
ュ
ー
で
あ
る
。
ペ
ニ
シ
ュ
ー
と
バ
ル
ト
は
ト
ド
ロ
フ
の
「
人
生
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
ふ
た
つ
」
の
人
物
で
あ
る
（2009

：94

）。「
ま
ず
手
始
め
に
、
可
能
な
限
り
完
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全
な
資
料
集
め
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」（2009

：114

）
と
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、
ペ
ニ
シ
ュ
ー

に
駆
使
さ
れ
た
の
は
文
献
学
の
よ
う
な
方
法
で
あ
る
。「
彼
の
関
心
を
引
い
て
い
る
の
は
思
考

の
歴
史
、
社
会
と
作
品
の
関
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
詩
の
言
葉
遣
い
そ
の
も
の
で
あ
り
、
時
代

を
通
じ
て
変
化
し
な
い
詩
の
形
式
で
あ
る
」（2009

：112

‐113

）
と
ト
ド
ロ
フ
は
言
う
が
、「
詩
」

に
つ
い
て
特
に
特
別
な
定
義
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

ト
ド
ロ
フ
は
従
来
の
文
学
概
念
の
な
か
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
、
ど
ん
な
に
言
葉
を
変
え

て
文
学
の
重
要
性
を
強
調
し
て
も
、
文
学
の
愛
好
家
、
一
般
論
以
上
の
こ
と
を
見
せ
て
く
れ
て

い
な
い
。
文
学
に
は
何
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
時
に
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
ワ
ズ

ワ
ー
ス
の
詩
集
を
読
ん
で
鬱
病
が
消
え
た
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
と
い
う
例
で
あ
る
。
そ
れ
だ

け
で
は
、
た
と
え
ば
音
楽
を
聴
い
て
鬱
病
が
消
え
る
と
い
う
可
能
性
を
排
除
し
き
れ
な
い
で
あ

ろ
う
。
原
理
的
に
は
、
文
学
と
音
楽
、
あ
る
い
は
絵
画
と
同
じ
で
あ
る
が
。

３
．
２
．
丹
藤
博
文
の
文
学
教
育
論
に
対
し
て
の
批
判

３
．
２
．
１
．
生
身
の
語
り
手
の
機
能
は
〈
機
能
と
し
て
の
語
り
〉
で
は
な
い

田
中
実
は
す
で
に
「〈
近
代
小
説
〉
の
神
髄
は
不
条
理
、
概
念
と
し
て
の
〈
第
三
項
〉
が
こ

れ
を
拓
く―

鷗
外
初
期
三
部
作
を
例
に
し
て―

」
と
い
う
最
近
の
論
文
の
な
か
で
「
補
説
」
の

形
で
、
丹
藤
博
文
の
『
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
・
リ
テ
ラ
シ
ー
』
を
取
り
上
げ
て
批
判
的
に
検
討
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
丹
藤
の
言
っ
て
い
る
「
複
数
性
」
は
「
肝
心
の
バ
ル
ト
自
身
の
退
け
た
「
容

認
可
能
な
複
数
性
」
の
範
囲
に
収
ま
り
、「
爆
発
」・「
散
布
」
の
「
還
元
不
可
能
な
複
数
性
」

と
の
対
峙
が
あ
り
ま
せ
ん
」、
ま
た
、
丹
藤
の
言
っ
て
い
る
「
異
質
な
他
者
」
は
田
中
の
用
語

で
い
え
ば
〈
わ
た
し
の
な
か
の
他
者
〉
に
過
ぎ
ず
、
了
解
不
能
の
《
他
者
》
で
は
な
い
。
要

は
、
丹
藤
は
特
に
田
近
洵
一
の
抱
え
た
矛
盾
を
突
破
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち

「
一
方
で
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
を
標
榜
し
な
が
ら
、
他
方
で
読
め
る
と
主
張
す
る
原
理
的
矛
盾
」

（2018

：7

）
で
あ
る
。

私
見
で
は
、
丹
藤
の
た
ど
り
着
い
て
い
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
、
あ
る
い
は
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
は
バ
ル

ト
Ⅰ
期
を
超
え
て
い
な
い
と
す
る
が
、丹
藤
は
「
言
語
論
的
転
回
」
を
強
調
し
て
い
る
。
も
し
、

「
言
語
論
的
転
回
」
が
世
界
観
認
識
に
お
け
る
転
換
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
丹
藤
の

文
学
教
育
論
に
二
種
類
の
世
界
観
認
識
が
同
居
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
間
の
関
係
が
ま

ず
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
見
で
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
丹
藤
は
「
言
語
論
的
転

回
」
に
求
め
ら
れ
る
世
界
観
認
識
に
お
け
る
転
換
は
な
か
っ
た
し
、「
言
語
論
的
転
回
」
に
つ

い
て
の
理
解
は
適
切
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
丹
藤
に
二
種
類
の
世
界
観
認
識
が
同
居
す
る
こ
と

自
体
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
は
田
中
に
な
さ
れ
た
批
判
を
踏
ま
え
て
、
具
体
的
に
二

つ
の
証
拠
を
挙
げ
て
論
を
進
め
よ
う
。

ま
ず
丹
藤
の
『
故
郷
』
論
（『
文
学
教
育
の
転
回
』
所
収
）
の
な
か
で
理
解
さ
れ
て
い
る
語

り
手
の
機
能
は〈
第
三
項
〉論
の〈
機
能
と
し
て
の
語
り
〉と
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。『
故
郷
』

の「「
私
」が「
消
極
」的
で
あ
る
と
か
、「
自
己
認
識
」が
欠
け
て
い
る
と
は
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
」

（2014

：147

）
と
丹
藤
は
述
べ
て
、『
故
郷
』
の
語
り
手
で
あ
り
な
が
ら
、登
場
人
物
で
あ
る
「
私
」

を
「
実
体
化
す
る
ば
か
り
で
な
く
人
格
化
さ
え
し
て
い
る
」（2014

：147

‐148

）
と
い
う
『
故

郷
』
の
先
行
研
究
を
一
蹴
し
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
「
機
能
と
し
て
の
語
り
を
読
む
。
こ
の

こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
の
教
材
『
故
郷
』
論
に
決
定
的
に
欠
落
し
て
い
た
の
で
あ
る
」（148

）
と

丹
藤
は
書
い
て
い
る
。
そ
こ
で
田
中
の
『
故
郷
』
論
か
ら
引
用
し
な
が
ら
「
語
り
の
機
能
が
ど

の
よ
う
な
効
果
あ
る
い
は
行
為
性
を
獲
得
し
て
い
る
の
か
」（2014

：149

）
と
い
う
こ
と
を
分

析
し
た
の
で
あ
る
。
丹
藤
自
身
は
田
中
の
よ
う
に
山
鍵
括
弧
の
付
い
て
い
る
〈
機
能
と
し
て
の

語
り
〉
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
な
い
の
で
一
体
ど
の
よ
う
に
語
り
手
の
機
能
を
理
解
し
た
の

か
、
次
の
一
文
を
見
な
が
ら
確
認
し
て
み
る
。

　
〈
故
郷
〉
も
〈
旧
友
〉
も
二
つ
と
も
失
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
私
」
の
「
寂
寥
」

は
推
し
知
る
べ
し
で
あ
る
。
そ
の
心
情
の
深
さ
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

語
り
手
が
「
私
」
と
一
体
化
す
る
と
い
う
語
り
の
構
造
に
よ
っ
て
、
表
面
化
し
に
く
い
結

果
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
私
」
が
ど
う
感
じ
た
か
よ
り
も
、
読
者
に
〈
故
郷
〉
の

荒
廃
ぶ
り
や
旧
友
の
零
落
ぶ
り
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
伝
わ
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を

看
過
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
思
う
の
だ
。（2014

：151

）

『
文
学
教
育
の
転
回
』
の
後
に
書
か
れ
た
『
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
リ
テ
ラ
シ
ー
』
の
な
か
で
批
判

さ
れ
て
い
る
の
は
「
心
情
主
義
」
の
読
み
で
あ
る
。
登
場
人
物
の
「
私
」
の
心
情
よ
り
、
語
り

手
と
し
て
の
「
私
」
が
読
者
に
何
か
を
伝
え
よ
う
と
す
る
仕
掛
け
は
丹
藤
に
と
っ
て
看
過
で
き

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
語
り
手
と
し
て
の
「
私
」
の
機
能
は
「
私
」
の
心
情

を
語
る
こ
と
に
あ
ら
ず
、
そ
れ
を
通
し
て
何
か
を
読
者
に
伝
え
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ

る
。
た
と
え
ば
、
語
り
手
に
と
っ
て
閏
土
の
現
状
を
語
る
こ
と
を
通
し
て
辛
亥
革
命
以
後
の
中

国
の
「
政
治
や
体
制
が
悪
い
」（2014

：151

）
と
い
う
こ
と
を
告
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
よ
う
な
発
想
は
藤
井
省
三
の
『
故
郷
』
論
の
な
か
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
作
家
の
戦
略
」
と

重
な
る
。

そ
れ
に
対
し
て
田
中
の
言
っ
て
い
る
〈
機
能
と
し
て
の
語
り
〉
は
一
人
称
小
説
の
場
合
、
登

場
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、生
身
の
語
り
手
の
「
私
」
の
語
り
で
は
な
く
、語
り
手
と
し
て
の
「
私
」

の
認
識
を
超
え
て
い
る
地
平
に
あ
る
〈
語
り
手
〉
で
あ
る
。
丹
藤
の
言
っ
て
い
る
語
り
手
で
は

な
く
、〈
機
能
と
し
て
の
語
り
手
〉
こ
そ
登
場
人
物
と
し
て
の
「
私
」
の
視
点
に
そ
っ
て
見
ら

れ
な
い
閏
土
な
ど
の
対
象
人
物
の
内
面
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
る
と
、
視
点
人
物
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と
対
象
人
物
の
了
解
不
能
の
《
他
者
》
関
係
を
語
る
の
が
〈
機
能
と
し
て
の
語
り
手
〉
の
機
能

で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
こ
こ
で
反
映
論
と
違
う
世
界
観
認
識
、
つ
ま
り
〈
第
三
項
〉
論
の
よ

う
な
世
界
観
認
識
が
要
請
さ
れ
る
。

３
．
２
．
２
．
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
学
に
つ
い
て
の
理
解
は
適
切
で
は
な
い

丹
藤
は
「
言
語
論
的
転
回
」
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
学
を
言
及
し
た

が
、
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
の
理
解
は
適
切
で
は
な
い
。

　

言
語
実
体
論
は
、
二
〇
世
紀
に
入
り
見
直
し
を
迫
ら
れ
た
。
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・

ソ
シ
ュ
ー
ル
を
嚆
矢
と
す
る
記
号
論
や
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
ら
に

よ
る
分
析
哲
学
は
、
言
語
を
そ
の
よ
う
な
道
具
と
す
る
見
方
を
否
定
し
た
。
い
わ
ゆ
る
言

語
論
的
転
回
で
あ
る
。
言
語
と
指
示
対
象
は
一
対
一
の
関
係
に
な
い
。
言
葉
が
指
し
示
す

の
は
、
む
し
ろ
他
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
言
語
論
的
転
回
で
は
、
現
実
の
世
界
が

あ
っ
て
言
葉
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
言
葉
が
世
界
を
構
成
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
言
葉
に
よ
っ
て
世
界
を
分
節
化
し
構
造
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（2018

：17

）

右
の
引
用
に
書
い
て
あ
る
「
言
葉
が
指
し
示
す
の
は
、
む
し
ろ
他
の
言
葉
で
あ
る
」
は
ソ

シ
ュ
ー
ル
の
言
語
学
と
い
う
よ
り
、
バ
ル
ト
の
エ
ッ
セ
イ
「
作
者
の
死
」
に
由
来
し
て
い
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
ト
ド
ロ
フ
は
『
越
境
者
の
思
想
』
の
な
か
で
、
バ
ル
ト
の
「
奇
説
」
を
例
証
す

る
た
め
に
こ
の
文
章
を
使
っ
た
こ
と
が
あ
る
（2006

：140

）。

松
澤
和
宏
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
研
究
に
よ
る
と
、
丹
藤
に
理
解
さ
れ
た
の
は
二
〇
世
紀
六
十
年
代

以
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
構
造
主
義
に
歪
曲
さ
れ
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
丹
藤
に
よ
く

参
照
と
さ
れ
た
『
一
般
言
語
学
講
義
』
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
自
身
の
も
の
で
は
な
く
、
ソ
シ
ュ
ー
ル

の
二
人
の
弟
子
に
よ
っ
て
の
杜
撰
な
産
物
で
あ
る
。
丹
藤
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
学
に
依
拠
し

て
言
語
道
具
論
を
退
け
て
、
そ
の
代
わ
り
に
言
語
決
定
論
を
強
調
し
て
い
る
が
、
し
か
し
「
言

語
道
具
論
と
言
語
決
定
論
は
、
同
じ
一
枚
の
硬
貨
の
裏
表
で
あ
る
」（「
ソ
シ
ュ
ー
ル
的
恣
意
性

の
深
淵
と
ラ
ン
グ
の
言
語
学
」（2018

：88

）
と
松
澤
和
宏
は
喝
破
す
る
。

松
澤
に
よ
る
と
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
受
容
に
二
つ
の
ド
ク
サ
が
あ
る
。
一
つ

は
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
〈
ラ
ン
グ
の
言
語
学
者
〉
と
し
、
も
う
一
つ
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
言
語
決
定
論

の
提
唱
者
と
す
る
（2018

：7

‐8

）。「
言
語
と
指
示
対
象
は
一
対
一
の
関
係
に
な
い
。
言
葉
が

指
し
示
す
の
は
、
む
し
ろ
他
の
言
葉
で
あ
る
」
と
い
う
丹
藤
の
文
学
教
育
論
に
踏
ま
え
ら
れ
て

い
る
論
点
は
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
ド
ク
サ
と
無
関
係
で
は
な
い
。

い
う
ま
で
も
な
く
、こ
の
よ
う
な
言
語
決
定
論
は
〈
第
三
項
〉
論
に
も
認
め
ら
れ
な
い
。〈
第

三
項
〉
論
に
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
言
語
は
指
示
対
象
を
指
し
示
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
言
語
は
「
客
体
の
事
物
そ
の
も
の
、
第
三
項
」
を
指
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
田

中2013

：39

）。
そ
れ
を
前
提
に
し
て
、
世
界
は
言
語
で
出
来
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

主
体
は
主
体
自
身
の
言
葉
に
よ
っ
て
紡
ぎ
だ
さ
れ
た
世
界
に
生
き
て
い
る
。

か
く
し
て
バ
ル
ト
思
想
を
信
じ
て
、
そ
こ
に
理
論
根
拠
を
求
め
る
丹
藤
は
バ
ル
ト
思
想
を

信
じ
な
く
て
バ
ル
ト
か
ら
離
れ
た
ト
ド
ロ
フ
と
同
じ
く
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
通
過
で
き
な
か
っ

た
。
丹
藤
は
彼
の
著
作
の
な
か
で
、
ト
ド
ロ
フ
の
文
学
教
育
に
対
し
て
の
批
判
を
認
め
た
の
に

（2018

：66

）、
結
局
、
ト
ド
ロ
フ
に
批
判
さ
れ
る
文
学
教
育
論
の
よ
う
な
も
の
を
書
い
た
。
そ

の
主
な
原
因
は
丹
藤
自
身
が
彼
の
文
学
教
育
論
に
前
提
さ
れ
た
〈
言
語
論
的
転
回
〉
を
踏
み
外

し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
か
ら
モ
ダ
ン
に
戻
っ
て
き
た
ト
ド
ロ
フ
と
違
っ
て
、
丹
藤
は
ま
だ
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
の
な
か
で
迷
走
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
の
文
学
教
育
論
か
ら
一
貫
性
の
あ
る
核
心

思
想
が
読
み
取
れ
に
く
い
ど
こ
ろ
か
、矛
盾
す
る
記
述
が
却
っ
て
多
く
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

「
語
り―

語
ら
れ
る
関
係
、
語
る
こ
と
と
語
ら
れ
る
こ
と
の
相
関
関
係
を
読
む
こ
と
は
、
文
学

テ
ク
ス
ト
を
読
み
深
め
て
い
く
う
え
で
肝
要
で
あ
る
」（2018

：24

）の
よ
う
な
論
点―

〈
第
三
項
〉

論
で
は
〈
語
り―

語
ら
れ
る
〉
と
表
記
さ
れ
て
あ
る―

を
強
調
し
な
が
ら
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
の

場
合
、「
語
り
手
の
文
脈
か
ら
は
逸
脱
し
た
読
み
も
可
能
で
あ
り
、
か
つ
意
味
の
あ
る
も
の
と

な
る
だ
ろ
う
」（2018

：23

）
と
述
べ
て
い
る
。
語
り
手
の
文
脈
を
逸
脱
す
れ
ば
、
読
者
に
読

ま
れ
る
の
は
語
ら
れ
た
内
容
だ
け
で
あ
ろ
う
。
語
り
の
問
題
は
そ
れ
に
よ
っ
て
疎
か
に
さ
れ
て

し
ま
う
。
し
か
し
、
田
中
実
は
「
迂
闊
な
〈
語
り
手
〉」（1996

：134

）
の
〈
語
り―

語
ら
れ
る
〉

相
関
関
係
に
着
目
し
て
、『
走
れ
メ
ロ
ス
』
に
お
け
る
〈
語
り
〉
の
「
破
綻
」
を
強
調
し
た
の

で
あ
る
。

ま
た
、
核
心
思
想
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
通
常
の
文
学
概
念
、
歴
史
概
念
は
そ
の

ま
ま
丹
藤
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。〈
言
語
論
的
転
回
〉、
あ
る
い
は
〈
第
三
項
〉
論
を

前
提
に
し
て
文
学
教
育
論
を
展
開
す
る
以
上
、
そ
れ
に
伴
わ
れ
る
の
は
「
文
学
」、「
歴
史
」
に

つ
い
て
の
再
定
義
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
再
定
義
を
行
え
た
の
で
あ
れ
ば
、「『
故
郷
』（
魯

迅
・
中
三
教
材
）
を
授
業
す
る
の
に
、
辛
亥
革
命
と
い
う
時
代
背
景
や
作
者
魯
迅
の
伝
記
的
事

実
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
り
す
る
が
、
そ
れ
は
社
会
科
の
授
業
で
あ
っ
て
、
国
語
の
授
業
で

は
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
」（2018

：19

）
と
の
よ
う
な
主
張
は
不
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、ト
ド
ロ
フ
に
お
い
て
は
、世
界
観
認
識
に
お
け
る
転
換
が
遂
げ
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
、「
文
学
」
に
つ
い
て
の
定
義
は
中
途
半
端
に
終
わ
り
、通
常
の
歴
史
概
念
の
な
か
で
「
広

義
」
の
文
学
を
考
え
た
の
で
あ
る
。

４
．
改
め
て
魯
迅
『
故
郷
』
を
読
む

さ
て
、〈
第
三
項
〉
論
に
求
め
ら
れ
る
読
み
方
で
読
む
と
、
ど
の
よ
う
な
新
し
い
文
学
教
育
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が
考
え
ら
れ
る
の
か
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
そ
の
新
し
さ
は
生
徒
に
「
読
ま
れ
る
対
象
」
と

は
何
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。〈
第
三
項
〉
論
を
前
提
し
て
の
読
む
行
為
な
ら
ば
、

限
ら
れ
る
空
間
の
な
か
で
、
限
ら
れ
る
情
報
が
洗
い
出
さ
れ
ば
終
わ
る
こ
と
で
は
な
い
。
生
徒

に
と
っ
て
、
読
ま
れ
る
対
象
は
生
徒
の
読
む
行
為
の
た
め
常
に
更
新
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ

る
。
以
下
は
、
魯
迅
『
故
郷
』
に
描
か
れ
て
い
る
少
年
閏
土
の
世
界
に
絞
っ
て
、
ど
の
よ
う
な

豊
穣
な
読
ま
れ
る
対
象
が
探
れ
る
の
か
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
二
人
の
三
十
年
後
の
再
会
場
面

か
ら
始
め
よ
う
。
以
下
は
竹
内
好
の
旧
訳
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

「
旦
那
様
」

私
は
身
ぶ
る
い
し
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
私
た
ち
の
間
に
、
す
で
に
悲
し
む
べ
き
厚
い
壁

が
築
か
れ
た
こ
と
を
さ
と
っ
た
。
私
は
、
口
に
す
る
言
葉
を
失
っ
た
。（1955

：92

）

「
〜
を
さ
と
っ
た
」
と
い
う
部
分
は
、
藤
井
省
三
に
「
僕
に
も
わ
か
っ
た
」（2009

：62

）
と
訳

さ
れ
て
い
る
。　

中
国
語
原
文
「
我
就
知
道
」
と
合
わ
せ
て
読
め
ば
、
い
ず
れ
も
的
確
な
翻

訳
だ
と
い
い
難
い
。「
就
」
は
案
の
定
、
予
測
し
た
通
り
と
い
う
意
味
あ
い
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

閏
土
に
「
旦
那
様
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
「
私
」
に
と
っ
て
意
外
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
に

も
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
た
瞬
間
、「
私
は
身
ぶ
る
い
し
た
よ
う
な
気
が
し
た
」。「
よ

う
な
気
が
し
た
」
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、「
私
」
は
な
ぜ
身
ふ
る
い
を
し
た
の
か
と
い
う
自

分
自
身
の
反
応
を
信
じ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
あ
ら
わ
に
さ
れ
た
の
は
、
田
中
実
の
『
故
郷
』
論

に
指
摘
さ
れ
た
「
私
」
の
「
多
層
的
意
識
構
造
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
「「
現
実
」
を
熟

知
し
、
か
つ
こ
の
「
現
実
」
を
決
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
を
し
な
い
と
こ
ろ
に
「
私
」
の
特
異

性
が
あ
り
ま
す
」（2014

：25

）
と
田
中
は
述
べ
て
い
る
。
普
段
の
日
常
生
活
の
な
か
で
「
私
」

は
「
壁
」
を
認
め
な
い
し
、
そ
れ
を
超
え
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
一
方
、
現
実
に
あ
る
「
壁
」

を
熟
知
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
普
段
の
考
え
に
無
意
識
の
エ
リ
ア
に
深
く
抑
圧
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、「
私
」
の
意
識
と
無
意
識
は
閏
土
に
「
旦
那
様
」
と
呼
ば
れ
た
瞬
間
、
同
時
に
あ

ら
わ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

「
悲
し
む
べ
き
厚
い
壁
」
は
地
主
の
息
子
の
「
私
」
と
農
民
の
息
子
の
閏
土
と
の
間
に
あ
る

階
級
差
に
由
来
し
て
い
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
階
級
差
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
も
な
い
。『
吶
喊
・
自
序
』
に
書
い
て
あ
る
「
鉄
の
部
屋
」
と
同
じ
く
、「
壁
」
に
よ
っ

て
解
き
明
か
さ
れ
て
い
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
を
捉
え
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
の

「
壁
」、
あ
る
い
は
「
鉄
の
部
屋
」
は
ど
う
や
っ
て
「
私
」
に
超
え
ら
れ
た
の
か
、
田
中
は
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

末
尾
、「
窓
は
ひ
と
つ
も
な
い
し
、
こ
わ
す
こ
と
も
絶
対
に
で
き
」
な
い
「
鉄
の
部
屋
」、

こ
れ
ま
た
相
対
主
義
の
認
識
の
光
に
晒
さ
れ
る
と
、
虚
構
の
鉄
壁
の
構
築
物
、
実
体
な
き

夢
ま
ぼ
ろ
し
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
。（2013

：48

）

　

地
上
の
一
切
の
観
念
の
残
滓
を
全
て
葬
り
去
る
〈
語
り
手
〉
は
こ
の
世
の
「
悲
し
む
べ

き
厚
い
壁
」
を
末
尾
、
風
の
よ
う
に
超
え
ま
す
。
閏
土
が
消
え
て
「
希
望
」
が
現
れ
る
の

で
す
。（2013

：49

）

世
界
を
捉
え
る
た
び
こ
と
に
「
壁
」
が
生
じ
る
。「
壁
」
が
な
け
れ
ば
、
捉
え
ら
れ
る
世
界

が
形
と
な
ら
な
い
。「
透
徹
し
た
相
対
主
義
者
」（2013

：47

）
に
な
っ
た
「
私
」
は
自
分
の
手

で
作
っ
た
「
悲
し
む
べ
き
厚
い
壁
」
を
、
ま
た
自
分
の
手
で
外
す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う

な
世
界
を
捉
え
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
『
故
郷
』
の
終
わ
り
に
書
か
れ
て
い
る
「
希
望
」
の
論
理
は

軌
を
一
に
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
三
十
年
前
に
こ
の
「
壁
」
を
外
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
少
年
閏
土
は
「
私
」

に
自
由
自
在
に
忘
我
的
に
夏
の
海
辺
の
風
景
を
語
り
え
た
の
で
は
な
い
か
。

「
今
は
寒
く
て
ダ
メ
だ
が
、
夏
に
な
っ
た
ら
、
お
い
ら
の
と
こ
ろ
へ
来
る
と
い
い
や
。
お

い
ら
は
昼
の
う
ち
は
海
岸
へ
貝
拾
い
に
行
く
ん
だ
。
赤
い
の
も
あ
る
し
、
青
い
の
も
あ
る

し
、『
鬼
お
そ
れ
』も
あ
る
し『
観
音
様
の
手
』も
あ
る
よ
。
晩
に
は
父
ち
ゃ
ん
と
い
っ
し
ょ

に
西
瓜
の
番
を
し
に
行
く
の
さ
。
お
ま
え
も
行
く
か
い
」（1955

：87

）。

当
然
な
が
ら
こ
れ
は
少
年
閏
土
の
言
葉
が
「
私
」
の
文
字
に
転
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中

国
語
原
文
も
同
じ
で
あ
る
が
、
竹
内
の
新
訳
よ
り
、
こ
の
旧
訳
の
ほ
う
を
朗
読
す
れ
ば
リ
ズ
ミ

カ
ル
に
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
音
楽
の
世
界
、
こ
の
世
に
い
る
か
ど
う
か
さ
だ
か
で

は
な
い
動
物
が
生
き
て
い
る
海
辺
に
「
私
」
は
魅
了
さ
れ
て
い
る
。
三
十
年
間
こ
の
海
辺
の
景

色
が
「
紺
碧
の
空
に
、
一
輪
の
金
色
の
丸
い
月
が
か
か
っ
て
い
る
」（1955

：85

）
と
い
う
「
昼

間
と
夜
と
が
一
つ
に
な
っ
た
世
界
」（2010

：12

）、
つ
ま
り
こ
の
世
に
あ
り
え
な
い
パ
ラ
レ
ル

ワ
ー
ル
ド
と
と
も
に
「
私
」
の
脳
裡
に
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
物
語
ら
れ
る
の
は
、「
私
」

に
と
っ
て
少
年
閏
土
と
の
出
会
い
は
ど
ん
な
衝
撃
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。少

年
閏
土
と
初
対
面
の
時
閏
土
は
次
か
ら
次
へ
と
喋
っ
て
い
た
が
、「
私
」
は
聞
く
場
し
か

な
か
っ
た
。
し
か
し
、三
十
年
ぶ
り
に
再
会
し
た
後
、「
私
は
、彼
の
暮
ら
し
向
き
を
尋
ね
て
み
た
。

彼
は
、
頭
を
振
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
」（1955

：93

）
と
あ
る
よ
う
に
「
私
」
は
聞
か
な
け
れ

ば
閏
土
は
沈
黙
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
閏
土
は
「
私
」
の
よ
う
な
「
透
徹
し
た
相
対
主
義
者
」
に

な
ら
な
か
っ
た
が
、「
私
」
と
同
じ
く
「
多
層
的
意
識
構
造
」
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
私
」

は
あ
く
ま
で
も
そ
の
な
か
の
一
つ
の
「
層
」
し
か
見
え
な
か
っ
た
。
そ
の
「
多
層
的
意
識
構
造
」

を
語
っ
て
い
る
の
は
〈
機
能
と
し
て
の
語
り
手
〉
で
あ
る
。
三
十
年
前
閏
土
自
身
に
語
ら
れ
た

海
辺
の
世
界
は
彼
の
「
多
層
的
意
識
構
造
」
の
底
辺
に
眠
っ
て
い
る
。
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世界観認識の混在から分離へ
─　文学研究と文学教育の交差研究の徹底化のために　─

少
年
閏
土
は
〈
第
三
項
〉
論
に
つ
い
て
の
知
識
を
も
っ
て
い
な
い
が
、〈
第
三
項
〉
論
に
突

き
動
か
さ
れ
て
、
蛙
の
よ
う
に
二
本
の
脚
が
あ
る
「
跳
ね
魚
」、「
私
」
に
と
っ
て
造
語
を
も
っ

て
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
ち
ゃ
ー
」
の
よ
う
な
動
物
が
生
き
て
い
る
世
界
を
自
由
自
在

に
語
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
世
界
は
「
現
実
」
に
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
よ

り
、
少
年
閏
土
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
「
真
実
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
辞
書
が
辞
書
に
な
い
言
葉

に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
て
い
る
世
界
で
あ
り
、
音
楽
の
世
界
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
〈
第
三
項
〉
論
に
示
さ
れ
て
い
る
方
向
に
向
か
っ
て
『
故
郷
』
を
読
む
と
、
読

ま
れ
る
空
間
は
無
限
大
で
あ
る
。
特
に
、
大
人
よ
り
、〈
第
三
項
〉
論
に
入
り
や
す
い
少
年
あ

る
い
は
子
供
に
〈
第
三
項
〉
論
に
突
き
動
か
さ
れ
た
少
年
閏
土
の
世
界
を
読
ま
せ
れ
ば
、
な
お

さ
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

５
．
結
び
に
代
え
て

今
日
の
我
々
に
と
っ
て
、
混
在
し
た
世
界
観
認
識
を
分
離
す
る
の
が
急
務
で
あ
ろ
う
。
そ
の

た
め
に
、
ま
ず
反
映
論
と
混
在
し
て
い
る
〈
第
三
項
〉
論
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
例
と
し
て
分
析
さ
れ
た
ト
ド
ロ
フ
と
丹
藤
博
文
は
い
ず
れ
も
世
界

観
認
識
に
お
け
る
転
換
は
な
か
っ
た
の
で
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
改
め
て
モ
ダ
ン

に
撥
ね
返
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
彼
ら
に
な
さ
れ
た
文
学
教
育
に
対
し
て
の
批
判

は
文
学
の
た
め
に
な
る
と
は
言
い
難
い
。

い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
家
の
な
か
に
バ
ル
ト
の
よ
う
な
思
想
家
は
ま
た
い
る
。ま
た
、

本
論
で
は
具
体
的
に
分
析
で
き
な
か
っ
た
が
、ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
よ
う
な
思
想
家
は
、む
し
ろ
〈
第

三
項
〉
論
の
よ
う
世
界
観
認
識
を
抱
え
て
出
発
し
、
そ
の
後
、
時
代
の
風
潮
に
合
わ
せ
て
、
反

映
論
に
傾
斜
し
つ
つ
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、〈
第
三
項
〉
論
と
合
わ
せ
て
読
め
ば
、
こ
の

よ
う
な
思
想
家
た
ち
の
思
想
発
展
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
ポ
ス
ト
・
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
到
達

し
た
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
に
ポ
ス
ト
・
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
か
ら
離
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と

が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

文
学
教
室
の
生
徒
た
ち
の
読
み
は
「
素
朴
」
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
原
理
に
お
い

て
バ
ル
ト
や
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
な
ど
の
思
想
家
に
問
わ
れ
た
核
心
問
題
つ
ま
り
世
界
と
は
何
か
と
い

う
こ
と
に
通
じ
て
い
る
。
こ
の
両
者
の
間
に
あ
る
水
路
を
明
確
に
す
る
の
は
文
学
教
育
を
行
う

国
語
教
員
の
責
務
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
文
学
教
室
で
の
国
語
教
員
は
単
に
教
え
て
い
る

の
で
は
な
く
、
原
理
的
に
教
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
れ
が
こ
れ
か
ら
の
文
学
研
究

と
文
学
教
育
と
の
交
差
研
究
の
徹
底
化
へ
の
た
め
の
然
る
べ
き
姿
で
あ
ろ
う
。
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李　　勇華

Coexistence and Separation of Worldview: The Thoroughness of the Cross-study 
between Literature Study and Literature Education Study

Li Yonghua

Abstract: Postmodern is (re) defined as a coexistence of two types of worldview perceptions: 
materialism refl ection theory and the third term theory, which is sung by Tanaka Minoru. In the 
development of Roland Barthes' thought, the essay "The Death of the Author" and "From work to Text" 
can be considered as Barthes' postmodern. T. Todorov of France and Tando Hirofumi of Japan 
who criticized the present literary education failed to catch Barthes` thought and could not pass 
postmodern. Therefore, it should be reconsidered whether literary education criticism made by 
them is valid. At the end of this paper, I would like to show the appropriate reading of the future 
cross-research between literature study and literature education study by reading Lu Xun's 
"Kokyo" in a reading required by post-postmodern thought.
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