
1 園丁と蝶の対話 「認識と言語を巡って」その二 

五
十 

園
丁
と
蝶
の
対
話 

「
認
識
と
言
語
を
巡
っ
て
」
そ
の
二 

園
丁 
認
識
を
人
間
の
営
み
と
し
て
自
分
に
引
き
寄
せ
て
考
え
て
み
ま
す
。
一
言
で
言
え
ば
、
認
識
と
は

事
物
を
分
節
し
て
と
ら
え
て
い
く
こ
と
だ
、
と
僕
は
思
い
ま
す
。
生
き
物
の
立
場
に
立
つ
と
、
生
き
て

い
く
の
に
外
界
を
分
節
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
必
須
な
こ
と
は
論
を
待
ち
ま
せ
ん
。
外
界
に
モ
ノ
が
ど

う
在
る
か
ど
う
い
う
動
き
を
す
る
か
認
知
す
る
に
は
、
ま
ず
モ
ノ
を
ほ
か
の
モ
ノ
と
区
別
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
ど
ん
な
実
在
物
も
空
間
と
時
間
に
お
い
て
存
在
す
る
の
で
す
か
ら(

認
識
が
進

ん
で
こ
の
こ
と
を
知
る
の
で
す
が)

、
分
節
は
モ
ノ
を
空
間
と
時
間
に
お
い
て
区
別
す
る
こ
と
か
ら
始

ま
り
ま
す
。
す
る
と
、
い
つ
の
時
点
か
で
生
命
が
発
生
し
て
進
化
し
て
き
た
と
す
れ
ば
、
物
理
的
外
界

を
理
解
す
る
た
め
に
、
生
き
物
で
、
分
節
の
能
力
が
進
化
し
、
同
時
に
空
間
と
時
間
を
認
知
す
る
能
力

も
進
化
し
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
至
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

荘
周 

お
や
、
認
識
を
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
生
物
学
を
も
ち
こ
む
の
で
す
か
？
。
議
論
を
拡
散
さ
せ
ま

せ
ん
か
？
。 

園
丁 

え
っ
？
。
は
い
、
用
心
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
で
も
、
カ
ン
ト
が
空
間
と
時
間
の
議
論
か
ら
始
め

た
の
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
に
影
響
さ
れ
た
か
ら
だ
と
い
う
の
は
確
実
で
す
。
認
識
を
考
察
す
る
の
に
、
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認
識
が
進
ん
で
得
ら
れ
た
科
学
の
知
見
を
援
用
す
る
の
は
許
さ
れ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。 

荘
周 

た
だ
し
、
論
理
の
体
系
を
乱
さ
な
い
限
り
で
と
い
う
条
件
を
つ
け
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。 

園
丁 

そ
こ
の
と
こ
ろ
は
荘
周
さ
ん
に
注
意
を
お
願
い
し
ま
す
。 

荘
周 
お
や
お
や
。
し
か
し
、
今
の
君
の
言
い
方
だ
と
、
空
間
と
時
間
の
概
念
は
経
験
的
に
得
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
か
？
。 

園
丁 

え
ー
と
、
人
間
の
認
識
は
、
カ
ン
ト
が
よ
く
認
識
し
て
い
る
よ
う
に
、
経
験
に
基
づ
い
て
遂
行
さ

れ
る
の
で
す
。
で
す
が
、
そ
の
本
質
的
に
経
験
的
な
分
節
を
記
述
す
る
の
に
、
整
然
と
し
た
理
論
を
求

め
る
カ
ン
ト
は
、
最
初
に
、
可
能
な
限
り
経
験
の
内
容
と
切
り
離
せ
る
概
念
を
抽
出
し
て
お
こ
う
と
し

た
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
で
す
。
そ
れ
が
空
間
と
時
間
と
い
う
抽
象
概
念
だ
っ
た
の
で
す
。
経
験
的
条

件
を
度
外
視
し
て
先
験
的
な
こ
と
を
切
り
出
す
こ
こ
で
は
、
ま
だ
「
だ
れ
が
」
は
出
て
き
ま
せ
ん
が
、

「
ど
こ
で
」
と
「
い
つ
」
を
分
節
の
基
本
要
素
と
し
て
取
り
出
せ
る
よ
う
に
、
空
間
と
時
間
の
概
念
を

形
式
化
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

荘
周 

な
る
ほ
ど
、
君
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
で
す
か
。 

 

園
丁 

あ
な
た
は
僕
の
話
を
お
見
通
し
の
よ
う
で
す
が
、
僕
の
試
み
を
続
け
ま
す
。
カ
ン
ト
が
認
識
に
つ

い
て
次
に
考
え
る
の
は
、
分
節
一
般
の
分
類
で
す
。
人
が
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き
た
と
思
う
の
は
、
頭
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の
中
で
、
「
だ
れ
が
（
な
に
が
）
」
、
「
い
つ
」
、
「
ど
こ
で
」
、
「
な
に
を
」
、
「
ど
う
し
た
（
ど

う
で
あ
る
）
」
と
、
ま
と
ま
っ
た
形
に
構
成
で
き
た
と
き
で
す
。
こ
れ
が
認
識
の
基
本
形
だ
と
言
っ
て

よ
い
で
し
ょ
う
。
人
は
外
界
を
観
察
し
て
こ
の
よ
う
な
分
節
の
営
み
を
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
で
、

分
節
に
お
い
て
、
経
験
か
ら
切
り
離
し
て
先
験
的
と
呼
べ
る
も
の
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
、
分
節

か
ら
経
験
の
内
容
を
捨
象
し
て
も
残
る
テ
ー
マ
が
ど
う
い
う
種
類
の
こ
と
を
指
向
し
て
い
る
か
と
い

っ
た
こ
と
が
分
類
で
き
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
三
つ
の
要
素
「
だ
れ
が
」
「
な
に
を
」
「
ど
う
し
た
」

は
経
験
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
先
験
的
と
言
う
こ
と
が
可
能
な
こ
と
が
ま
だ
あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
ら
を
組
み
立
て
る
論
理
の
型
で
す
。 

 
 

こ
こ
ま
で
を
僕
流
に
一
言
で
言
え
ば
、
事
物
を
分
節
し
て
進
む
認
識
は
、
基
本
的
に
空
間
と
時
間
を

指
定
し
な
が
ら
行
わ
れ
、
事
物
を
認
識
す
る
際
に
分
節
は
指
向
性
や
論
理
の
型
を
も
つ
、
そ
し
て
、
空

間
と
時
間
お
よ
び
分
節
の
指
向
性
や
論
理
形
式
は
経
験
と
切
り
離
し
て
先
験
的
と
見
な
す
こ
と
が
で

き
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

荘
周 

な
ん
と
も
薄
っ
ぺ
ら
な
考
察
に
な
り
ま
し
た
ね
。
形
式
だ
け
を
論
じ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
カ
ン
ト

が
し
た
よ
う
に
、
人
間
の
認
識
を
担
っ
て
い
る
能
力
や
働
き
も
考
え
て
論
じ
ま
し
ょ
う
。 
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Ｂ 

悟
性
が
概
念
を
組
み
立
て
て
現
象
の
認
識
に
至
る
や
り
方 

園
丁 

ご
忠
告
に
従
っ
て
カ
ン
ト
の
言
う
こ
と
に
耳
を
傾
け
ま
す
。
最
初
に
、
カ
ン
ト
が
ア
・
プ
リ
オ
リ

な
（
先
験
的
な
）
認
識
に
集
中
し
て
い
る
理
由
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
ね
。
人
間
の
認
識

で
数
学
や
幾
何
学
ほ
ど
確
実
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
命
題
は
必
然
性
と
厳
密
な
普
遍
性
を
も
ち

ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
経
験
は
、
「
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
必
然
性
を
与
え
な
い
し
、

帰
納
に
よ
る
普
遍
性
し
か
与
え
な
い
。
そ
こ
で
、
カ
ン
ト
は
、
数
学
や
幾
何
学
の
よ
う
に
、
経
験
を
蒸

発
さ
せ
て
結
晶
と
な
っ
た
、
必
然
性
と
普
遍
性
を
も
つ
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
認
識
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る

の
で
す
ね
。
そ
の
よ
う
な
認
識
を
構
成
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
要
素
も
経
験
を
蒸
発
さ
せ
た
先
験
的
な

も
の
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

 
 

数
学
の
例
か
ら
し
て
も
、
人
間
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
能
力
を
も
つ
の
で
す
。
こ
こ
で
、
カ

ン
ト
は
、
物
体
と
い
う
経
験
概
念
か
ら
い
っ
さ
い
の
経
験
的
な
も
の
を
除
き
去
っ
て
も
、
実
体
と
い
う

概
念
を
消
し
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
実
体
概
念
が
人
間
の
認
識
能
力
の
う
ち
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
座

を
占
め
て
い
る
、
と
言
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
、
夢
見
る
荘
周
さ
ん
、
こ
れ
ら
い
っ
さ
い
が
た

だ
観
念
の
夢
の
う
ち
で
起
き
て
い
る
と
主
張
し
ま
す
か
？
。
力
学
を
受
容
し
星
の
誕
生
の
理
論
を
考
察

し
た
カ
ン
ト
が
、
比
喩
で
は
な
く
、
自
分
は
観
念
の
う
ち
で
遊
ん
で
い
る
だ
け
だ
と
考
え
た
で
し
ょ
う
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か
？
。
僕
は
カ
ン
ト
の
言
っ
て
い
る
こ
と
を
唯
物
論
と
し
て
理
解
し
ま
す
。 

荘
周 

で
も
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
神
に
言
及
し
ま
し
た
か
ら
、
経
験
世
界
に
と
ど
ま
る
か
そ
こ
か
ら
超
越
す

る
か
は
、
科
学
的
認
識
に
関
わ
ら
ず
、
結
局
、
そ
の
人
の
選
ぶ
と
こ
ろ
に
よ
る
の
で
す
。 

園
丁 

そ
の
問
題
に
関
し
て
、
綿
密
な
カ
ン
ト
は
人
間
の
認
識
と
い
う
も
の
の
傾
向
を
見
極
め
て
、
あ
ら

か
じ
め
限
界
を
指
摘
し
ま
す
。
カ
ン
ト
は
人
間
の
心
の
能
力
全
般
に
理
性
と
い
う
言
葉
を
当
て
ま
す
が
、

認
識
と
は
、
僕
の
拙
い
言
い
方
だ
と
分
節
の
基
本
的
構
造
と
特
徴
を
分
類
し
て
、
分
節
し
た
も
の
を
組

み
立
て
る
要
素
と
し
て
概
念
を
そ
ろ
え
て
い
き
、
そ
れ
ら
の
概
念
を
構
成
し
て
理
解
に
至
ろ
う
と
す
る

営
み
で
す
。
人
間
が
そ
の
認
識
を
進
め
て
い
く
と
、
経
験
に
お
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
概
念
ま

で
生
み
だ
し
て
、
さ
ら
に
は
、
理
性
は
経
験
の
限
界
を
超
え
て
行
こ
う
と
す
る
、
し
か
し
、
そ
れ
は
理

性
の
逸
脱
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
カ
ン
ト
哲
学
の
最
も
重
大
な
意
義
は
、
経
験
世
界
を
超
越
し

よ
う
と
す
る
こ
と
を
戒
め
た
点
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

荘
周 

そ
う
で
す
ね
。
そ
の
点
は
私
も
同
意
す
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
。 

 

園
丁 

カ
ン
ト
は
、
人
間
の
認
識
を
分
析
し
て
、
理
性
の
中
で
も
認
識
に
直
接
か
か
わ
る
能
力
を
感
性
と

悟
性
の
二
つ
に
分
け
ま
す
。 

 
 

感
性
と
は
、
対
象
か
ら
触
発
さ
れ
て
表
象
を
受
け
と
る
能
力
で
す
。
対
象
は
感
性
を
介
し
て
人
間
に
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与
え
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
な
ら
、
人
間
が
い
な
い
と
き
対
象
は
ど
の
よ
う
に
あ
る
の
か
と
あ
な
た
は

問
い
そ
う
で
す
が
、
そ
の
問
題
は
別
の
と
こ
ろ
で
考
え
ま
し
ょ
う
。
カ
ン
ト
は
、
感
性
の
レ
ヴ
ェ
ル
で

外
界
を
知
覚
し
て
対
象
を
把
握
す
る
働
き
を
直
観
と
呼
び
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
と
て
も
慎
重
な
言
い
方

で
考
え
ま
す
ね
。
経
験
的
直
観
に
よ
っ
て
ま
だ
規
定
さ
れ
て
い
な
い
対
象
を
現
象
と
呼
ん
で
、
直
観
が

モ
ノ
を
把
握
す
る
と
断
定
す
る
こ
と
を
避
け
ま
す
。
理
性
理
論
の
最
後
ま
で
物
自
体
は
知
ら
れ
な
い
と

い
う
立
場
を
貫
き
ま
す
。
こ
の
立
場
が
三
浦
さ
ん
の
唯
物
論
で
は
ま
っ
た
く
受
け
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

カ
ン
ト
の
こ
の
慎
重
さ
は
、
哲
学
史
上
、
懐
疑
主
義
や
経
験
主
義
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
段
階
で
必
要

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
。
そ
れ
と
も
、
認
識
が
進
む
ま
で
対
象
が
ど
ん
な
も
の
か
よ
く
は
判
ら
な
い
、

認
識
が
何
を
明
ら
か
に
で
き
る
か
認
識
の
予
備
学
の
段
階
で
は
不
明
で
あ
る
、
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う

か
。 

荘
周 

わ
た
し
は
知
り
ま
せ
ん
。
対
象
を
モ
ノ
と
考
え
る
か
現
象
と
考
え
る
か
と
い
う
ふ
う
な
考
え
方
を

し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

園
丁 

そ
っ
け
な
い
で
す
ね
。
こ
の
問
題
は
ま
た
考
え
る
こ
と
に
し
て
僕
な
り
の
解
釈
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

感
覚
が
現
象
を
相
手
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
象
は
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か

ら
、
一
般
的
に
、
構
造
的
な
内
実
（
質
料
）
を
も
ち
構
造
に
は
形
式
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
現
象

は
ど
の
よ
う
に
し
て
認
識
に
「
反
映
」
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
現
象
の
質
料
を
整
理
し
関
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係
づ
け
て
形
式
に
納
め
と
る
と
言
い
ま
す
。
現
象
の
質
料
を
感
覚
が
経
験
的
に
受
け
と
る
と
し
て
、
そ

れ
ら
を
納
め
と
る
こ
と
が
で
き
る
形
式
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
人
間
の
心
に
具
わ
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ

ば
認
識
は
成
立
し
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。
Ａ
で
考
え
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
直
観
の
形
式
が

空
間
と
時
間
な
の
で
す
ね
。
自
然
の
現
象
の
形
式
が
人
間
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
具
わ
っ
て
い
る
と
い
う

言
い
方
は
、
観
念
論
的
に
聞
こ
え
る
で
し
ょ
う
。
で
も
、
生
命
が
発
生
し
、
感
覚
器
官
を
具
え
た
人
間

に
進
化
し
て
、
直
観
の
形
式
が
現
象
の
形
式
と
一
致
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
、
と
僕
は
唯
物
論
的
に

了
解
し
ま
す
。
人
間
の
精
神
活
動
で
あ
る
認
識
全
体
が
物
質
的
に
遂
行
さ
れ
る
と
考
え
ま
す
。
感
性
能

力
が
感
覚
器
官
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
を
、
荘
周
さ
ん
も
否
定
し
な
い
で
し
ょ
う
？
。 

荘
周 

君
の
言
う
よ
う
に
外
界
に
モ
ノ
が
あ
る
と
し
て
、
人
間
が
感
覚
を
介
し
て
モ
ノ
が
空
間
と
時
間
の

う
ち
に
あ
る
と
直
観
す
る
こ
と
を
、
そ
の
よ
う
に
か
っ
ち
り
と
記
述
し
な
け
れ
ば
お
ち
つ
け
な
い
カ
ン

ト
と
い
う
人
に
は
感
心
し
ま
す
。
西
洋
の
哲
学
の
流
儀
な
の
で
し
ょ
う
ね
。 

  
 

 
 

 

＊ 

荘
周 

事
物
を
直
観
で
き
た
と
し
て
、
事
物
を
判
っ
た
と
言
え
る
働
き
の
方
は
ど
う
し
ま
す
か
？ 

園
丁 

感
性
に
よ
っ
て
受
け
と
っ
た
表
象
を
処
理
し
て
対
象
を
認
識
す
る
能
力
で
す
ね
。
カ
ン
ト
は
、
こ

れ
に
悟
性
と
い
う
言
葉
を
当
て
、
概
念
を
つ
く
り
出
し
、
思
惟
を
可
能
に
す
る
能
力
と
し
ま
す
。
認
識
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は
、
感
性
に
よ
る
直
感
と
悟
性
に
よ
る
概
念
を
結
合
し
て
成
立
す
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
直
観
に
つ
い

て
経
験
を
蒸
発
さ
せ
て
形
式
を
抽
出
し
た
よ
う
に
、
概
念
と
そ
の
結
合
に
つ
い
て
も
経
験
を
蒸
発
さ
せ

た
形
式
が
あ
り
、
そ
れ
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
可
能
だ
と
し
ま
す
。 

 
 

先
ほ
ど
の
「
現
象
の
質
料
を
整
理
し
関
係
づ
け
て
形
式
に
納
め
と
る
」
と
い
う
言
葉
が
、
悟
性
に
も

当
て
は
ま
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
形
式
は
悟
性
の
規
則
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
思
惟

の
規
則
、
中
で
も
悟
性
の
使
用
に
必
須
の
規
則
を
解
明
す
る
論
理
学
が
中
心
的
な
課
題
に
な
り
ま
す
。

カ
ン
ト
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
と
り
わ
け
、
経
験
を
必
要
と
し
な
い
、
ま
た
、
内
容
に
か
か
わ

ら
な
い
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
形
式
を
扱
う
先
験
的
論
理
学
を
論
じ
る
の
で
す
。 

 
 

短
絡
的
に
言
え
ば
、
思
惟
の
や
り
方
、
構
造
的
な
現
象
を
概
念
で
組
み
立
て
る
形
式
や
規
則
と
は
、

僕
流
に
言
っ
た
分
節
の
指
向
性
や
論
理
形
式
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。 

荘
周 

ま
た
あ
の
言
い
方
に
帰
り
ま
す
か
。
や
れ
や
れ
。
肝
心
な
の
は
そ
の
先
験
的
論
理
学
を
よ
く
理
解

す
る
こ
と
で
す
よ
。 

園
丁 

は
い
、
カ
ン
ト
の
言
う
こ
と
を
よ
く
聞
き
ま
す
。
こ
の
論
理
学
で
な
に
よ
り
も
な
す
べ
き
こ
と
は
、

認
識
を
分
析
し
て
、
要
素
と
な
る
悟
性
概
念
を
整
理
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
先
験
的
論
理
学
の
主
要
部

を
、
カ
ン
ト
は
先
験
的
分
析
論
と
呼
び
ま
す
。
そ
し
て
、
分
析
し
て
整
理
さ
れ
る
概
念
は
、
経
験
的
な

も
の
で
は
な
い
こ
と
、
直
感
や
感
性
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
思
惟
と
悟
性
に
属
す
る
こ
と
、
派
生
や
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合
成
以
前
の
基
本
的
概
念
で
あ
る
こ
と
、
純
粋
悟
性
の
全
領
域
を
包
括
す
る
完
全
性
を
も
つ
こ
と
の
四

つ
の
要
件
を
満
た
す
べ
き
も
の
と
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
言
い
な
お
せ
ば
、
純
粋
悟
性
概
念
に
欠
け
る
と

こ
ろ
が
な
く
、
そ
れ
ら
を
関
連
さ
せ
れ
ば
一
つ
の
全
体
を
な
す
純
粋
悟
性
認
識
の
体
系
を
な
し
て
、
こ

の
体
系
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
個
々
の
認
識
の
適
当
・
真
正
を
判
定
で
き
る
、
と
い
う
理
念
的
な
要
請
で

す
ね
。
ど
こ
か
に
漏
れ
が
あ
る
の
で
は
、
認
識
を
ど
こ
ま
で
も
進
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

 
 

カ
ン
ト
は
、
彼
の
し
て
い
る
こ
と
を
、
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
手
の
つ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
「
悟
性

能
力
そ
の
も
の
を
分
析
」
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
概
念
を
そ
の
出
生
地
で
あ
る
悟

性
に
お
い
て
求
め
、
悟
性
概
念
の
可
能
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
と
表
明
し
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
先
験
的

哲
学
の
本
来
の
仕
事
だ
と
。 

荘
周 

ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て
！
。
君
は
な
ん
だ
か
も
た
も
た
し
て
い
ま
す
よ
。
先
験
的
論
理
学
は
『
純

粋
理
性
批
判
』
の
大
部
分
を
占
め
る
議
論
で
す
。
君
は
そ
れ
を
必
要
な
ほ
ど
理
解
し
た
う
え
で
問
答
を

進
め
て
い
ま
す
か
。 

園
丁 

僕
が
そ
ん
な
大
そ
れ
た
こ
と
の
で
き
る
者
で
な
い
こ
と
を
、
あ
な
た
は
元
か
ら
ご
存
知
じ
ゃ
あ
あ

り
ま
せ
ん
か
。
自
分
の
身
の
ほ
ど
は
心
得
て
い
る
つ
も
り
で
す
。
僕
が
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
人

間
の
中
で
認
識
が
ど
の
よ
う
に
起
き
て
い
る
か
、
自
分
な
り
に
お
お
よ
そ
言
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で

す
。
ど
う
か
手
伝
っ
て
く
だ
さ
い
。 
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荘
周 

こ
の
調
子
に
つ
き
あ
う
の
は
し
ん
ど
い
で
す
ね
。
君
が
カ
ン
ト
の
言
っ
て
い
る
こ
と
を
全
部
把
握

す
る
の
は
無
理
で
し
ょ
う
か
ら
、
も
う
少
し
選
択
的
に
考
え
ま
せ
ん
か
。 

  
 

 
 

 

＊ 

園
丁 

そ
れ
で
は
、
認
識
に
お
け
る
論
理
の
骨
格
へ
進
み
ま
す
。
そ
の
前
に
、
僕
が
概
念
と
悟
性
と
い
う

言
葉
を
正
確
に
理
解
し
て
い
る
か
心
も
と
な
い
で
す
か
ら
、
概
念
は
、
対
象
の
像
で
あ
る
種
々
の
表
象

を
一
つ
の
共
通
の
表
象
の
も
と
に
集
め
て
得
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
表
象
に
秩
序
を
与
え
て
統
一
す
る
こ
と

を
目
指
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
判
断
の
能
力
で
あ
る
悟
性
が
概
念
に
判
断
を
適
用
し
て
表
象
を
統

一
す
る
こ
と
、
ま
た
、
悟
性
は
論
証
的
に
認
識
を
遂
行
す
る
こ
と
を
復
唱
し
て
お
き
ま
す
。 

 
 

判
断
一
般
か
ら
一
切
の
内
容
を
度
外
視
し
て
得
ら
れ
る
判
断
の
悟
性
形
式
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ

う
な
判
断
の
論
理
的
形
式
が
四
つ
得
ら
れ
る
、
と
カ
ン
ト
は
結
論
し
ま
す
。
大
事
な
こ
と
で
す
し
、
く

り
か
え
し
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
表
を
わ
た
し
た
ち
の
前
に
掲
示
し
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

全
称
的
判
断 

 

す
べ
て
の
Ａ
は
Ｂ
で
あ
る 

 
 

 

１ 

分
量 

特
称
的
判
断 

 

若
干
の
Ａ
は
Ｂ
で
あ
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

単
称
的
判
断 

 

こ
の
Ａ
は
Ｂ
で
あ
る 
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肯
定
的
判
断 

 

Ａ
は
Ｂ
で
あ
る 

 
 

 

２ 

性
質 

否
定
的
判
断 

 

Ａ
は
Ｂ
で
な
い 

 
 

 
 

 
 

 
 

無
限
的
判
断 

 

Ａ
は
非
Ｂ
で
あ
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

定
言
的
判
断 

 

Ａ
は
Ｂ
で
あ
る 

 
 

 

３ 

関
係 
仮
言
的
判
断 

 

Ａ
は
Ｂ
な
ら
ば
Ｃ
は
Ｄ
で
あ
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

選
言
的
判
断 
 

Ａ
は
Ｂ
で
あ
る
か
そ
う
で
な
い
な
ら
Ｃ
で
あ
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

蓋
然
的
判
断 

 

Ａ
は
Ｂ
で
あ
り
う
る 

 
 

 

４ 

様
態 

実
然
的
判
断 

 

Ａ
は
Ｂ
で
あ
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

必
然
的
判
断 

 
Ａ
は
Ｂ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

 

園
丁 

僕
は
人
間
と
い
う
生
き
物
が
外
界
を
認
識
で
き
る
こ
と
に
感
嘆
し
不
思
議
に
思
い
ま
す
。
で
す
か

ら
、
カ
ン
ト
が
認
識
の
可
能
を
論
理
づ
け
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
こ
と
に
共
感
し
ま
す
。
カ
ン
ト
は
、

人
間
の
心
に
（
ア
イ
ド
リ
ン
グ
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
）
無
意
識
的
な
構
想
力
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

感
性
に
よ
っ
て
直
観
さ
れ
た
多
様
な
表
象
は
、
こ
の
構
想
力
に
よ
っ
て
総
合
さ
れ
て
悟
性
が
そ
の
総
合

に
統
一
を
与
え
、
認
識
が
始
動
す
る
と
考
え
る
の
で
す
。
そ
れ
は
悟
性
の
得
る
表
象
と
言
え
ま
す
が
、
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総
合
的
な
統
一
を
も
た
ら
す
と
い
う
意
味
を
こ
め
て
概
念
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
こ
で
、
先
に

内
容
を
度
外
視
し
て
判
断
の
悟
性
形
式
す
な
わ
ち
判
断
の
論
理
的
形
式
を
得
た
よ
う
に
、
純
粋
悟
性
だ

け
に
該
当
す
る
概
念
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
純
粋
悟
性
概
念
は
、
先
験
的
に
対
象
に
関

係
し
、
悟
性
の
得
る
一
般
の
表
象
に
先
験
的
に
特
性
を
付
与
す
る
の
で
す
。
荘
周
さ
ん
、
こ
の
言
い
方

で
正
し
い
で
し
ょ
う
か
？ 

荘
周 

君
が
精
い
っ
ぱ
い
や
っ
た
こ
と
は
認
め
ま
す
。 

園
丁 

と
に
か
く
、
カ
ン
ト
は
、
認
識
の
仕
方
を
整
理
す
る
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の

を
抽
出
し
た
の
で
す
。
概
念
を
特
徴
づ
け
る
性
質
あ
る
い
は
認
識
に
お
い
て
分
類
の
指
標
と
言
え
る
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
表
も
わ
た
し
た
ち
の
前
に
掲
示
し
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

単
一
性 

 
 

 

１ 

分
量 

数
多
性 

 
 

 
 

 
 

 
 

相
対
性 

 
 

 
 

 
 

 
 

実
在
性 

 
 

 

２ 

性
質 

否
定
性 

 
 

 
 

 
 

 
 

制
限
性 
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付
属
性
と
自
存
生 

 

（
実
体
と
付
随
性
） 

 
 

 

３ 

関
係 

因
果
性
と
依
存
性 

 

（
原
因
と
結
果
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

相
互
性 

 

（
能
動
者
と
受
動
者
と
の
あ
い
だ
の
相
互
作
用
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

可
能
―
―
不
可
能 

 
 

 

４ 

様
態 
現
実
的
存
在
―
―
非
存
在 

 
 

 
 

 
 

 
 

必
然
性
―
―
偶
然
性 

園
丁 

こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
表
は
判
断
の
論
理
的
形
式
の
表
と
ま
っ
た
く
同
じ
形
で
す
ね
。
四
つ
の
分
類
と

そ
れ
ぞ
れ
の
三
つ
の
項
が
ち
ょ
う
ど
対
応
し
ま
す
。
先
の
判
断
の
論
理
形
式
は
悟
性
の
分
析
的
統
一
の

働
き
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
悟
性
の
総
合
的
統
一
の
働
き
に
伴
う
も
の
だ
と
さ
れ
ま
す
。

人
間
が
思
惟
す
る
と
き
、
分
析
し
総
合
す
る
営
み
が
調
和
的
に
働
い
て
認
識
が
成
立
す
る
と
い
う
考
え

な
の
で
し
ょ
う
。 

 

園
丁 

カ
ン
ト
は
、
自
分
の
抽
出
し
た
判
断
の
論
理
的
形
式
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
経
験
的
な
も
の
を
蒸
発
さ

せ
て
余
分
な
も
の
を
含
ま
な
い
純
粋
な
も
の
で
、
先
の
要
請
の
よ
う
に
欠
け
る
と
こ
ろ
の
な
い
基
本
概

念
だ
と
宣
言
し
ま
す
。
た
し
か
に
こ
こ
に
、
人
間
が
考
え
る
と
き
に
い
つ
も
す
る
分
類
と
か
体
系
化
と
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か
の
基
本
型
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

 
 

空
間
と
時
間
の
形
式
お
よ
び
判
断
の
論
理
的
形
式
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
抽
出
は
、
力
学
を
比
喩
に
と
れ

ば
、
世
界
の
次
元
と
現
象
一
般
が
生
起
す
る
法
（
規
則
）
を
見
出
し
た
こ
と
に
当
た
る
で
し
ょ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
経
験
が
対
象
と
す
る
モ
ノ
（
事
物
）
が
何
か
は
問
わ
れ
ま
せ
ん
。
人
間
の
ど
ん
な
経
験
も

こ
の
形
式
で
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
具
体
的
な
認
識
が
始
動
す
る
、
と
考
え

れ
ば
よ
い
の
で
す
ね
。 

荘
周 

世
界
と
い
う
の
は
仏
教
で
時
間
・
空
間
を
意
味
し
、
中
国
で
は
順
序
が
逆
で
す
が
そ
れ
を
宇
宙
と

呼
ぶ
の
で
す
。
す
べ
て
の
事
象
は
そ
こ
で
生
起
し
ま
す
。
あ
な
た
の
言
い
方
で
は
世
界
（
事
象
）
と
人

間
の
認
識
と
の
関
係
が
あ
い
ま
い
で
す
が
、
と
も
か
く
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
ま
で
た
ど
り
着
い
て
、
あ
な
た

は
精
力
を
使
い
果
た
し
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
一
休
み
し
ま
し
ょ
う
。 

園
丁 

え
え
、
僕
は
、
人
間
が
ど
う
い
う
よ
う
に
し
て
認
識
す
る
の
か
だ
い
ぶ
分
か
っ
た
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。
カ
フ
ェ
イ
ン
の
な
い
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
を
一
服
し
ま
し
ょ
う
、
眠
り
を
妨
げ
て
夢
か
ら
覚
め

る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
一
七
年
、
二
月 


