
1 園丁と蝶の対話 「認識と言語を巡って」その三 

五
十
二 

園
丁
と
蝶
の
対
話 

「
認
識
と
言
語
を
巡
っ
て
」
そ
の
三 

園
丁 
さ
あ
、
一
息
つ
い
た
の
で
先
へ
進
み
ま
し
ょ
う
か
。 

荘
周 

ち
ょ
っ
と
待
っ
て
。
君
は
、
判
断
の
論
理
形
式
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
ま
で
来
て
、
認
識
に
つ
い
て
だ
い

ぶ
分
か
っ
た
つ
も
り
で
先
を
急
ぐ
よ
う
す
に
見
え
ま
す
。
で
も
、
思
惟
の
主
観
的
条
件
が
対
象
の
一
切

の
認
識
を
可
能
に
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
得
ら
れ
た
認
識
が
ど
う
し
て
客
観
的
妥
当
性
を
も
つ
と
言
え

る
の
か
、
考
え
ま
し
た
か
？
。
そ
れ
な
し
に
事
物
を
認
識
で
き
た
と
安
心
で
き
ま
す
か
？
。 

園
丁 

え
っ
、
…
…
。
そ
れ
は
む
ず
か
し
い
注
文
で
す
ね
。 

荘
周 

こ
の
際
、
そ
れ
も
考
え
て
み
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
邯
鄲
の
人
が
夢
で
一
生
を
味
わ
い
尽
く
し

た
の
に
、
気
が
つ
く
と
ま
だ
粥
は
炊
け
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
い
し
て
時
間
は
か
か
り
ま
せ
ん
。 

園
丁 

そ
う
で
す
か
ー
、
僕
に
は
大
仕
事
だ
と
思
い
ま
す
が
。
再
度
カ
ン
ト
に
聴
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

一
か
月
ぐ
ら
い
お
待
ち
く
だ
さ
い
。 

  
 

 
 

 

Ｃ 

カ
ン
ト
の
認
識
論
が
唯
物
論
的
で
モ
ノ
の
認
識
へ
向
か
う
こ
と 

園
丁 

お
か
げ
で
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
カ
ン
ト
が
狭
く
認
識
だ
け
を
考
え
た
の
で
な
い
こ
と
を
改
め
て
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知
り
ま
し
た
。
彼
以
前
の
哲
学
者
の
考
察
を
乗
り
越
え
よ
う
と
奮
闘
し
た
の
で
す
ね
。 

 
 

問
題
は
、
人
間
の
獲
得
し
た
表
象
と
そ
の
対
象
と
が
合
致
し
、
必
然
的
に
関
係
し
て
い
る
か
ど
う
か

で
し
た
。
そ
れ
が
確
実
で
な
け
れ
ば
た
し
か
に
安
心
で
き
ま
せ
ん
。
常
識
は
対
象
が
反
映
し
て
表
象
に

な
る
と
考
え
る
わ
け
で
す
が
、
対
象
と
表
象
と
の
関
係
は
経
験
的
・
帰
納
的
に
し
か
知
り
え
な
い
の
で

す
か
ら
、
そ
の
関
係
が
必
然
だ
と
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。
経
験
主
義
は
す
べ
て
を
保
証
す
る
こ
と
を
せ
ず
、

懐
疑
主
義
は
疑
問
符
を
つ
け
ま
し
た
。
ロ
ッ
ク
も
ヒ
ュ
ー
ム
も
、
結
局
、
純
粋
概
念
を
経
験
か
ら
導
か

ざ
る
を
え
ず
、
純
粋
数
学
と
自
然
科
学
が
客
観
的
認
識
を
与
え
る
こ
と
に
適
合
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
、
と
カ
ン
ト
は
考
え
ま
す
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
認
識
を
確
実
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な

理
論
体
系
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
ね
。
そ
の
方
法
は
、
感
性
と
悟
性
の
形
式
お
よ
び
カ
テ
ゴ
リ

ー
を
認
識
の
始
原
に
据
え
て
、
そ
れ
ら
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
（
先
験
的
）
だ
と
す
る
こ
と
で
し
た
。
こ
れ

が
人
間
の
経
験
を
可
能
に
す
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
条
件
・
原
理
で
あ
る
と
言
う
の
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、

表
象
か
ら
対
象
へ
遡
上
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
と
い
う
意
味
は
こ
れ

な
の
で
す
ね
。
カ
ン
ト
は
、
人
が
対
象
か
ら
認
識
を
得
る
と
い
う
常
識
的
な
現
実
を
重
々
承
知
の
上
で
、

認
識
の
主
体
の
側
に
立
と
う
と
し
ま
す
。
そ
の
場
合
に
だ
け
、
人
間
は
、
自
分
の
認
識
し
た
こ
と
に
疑

惑
を
抱
か
ず
、
慎
重
に
、
進
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
表
象
が
対
象
を
産
出
す
る
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。 
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実
在
す
る
人
間
は
、
対
象
を
直
観
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
自
分
が
つ
く
り
出
す
概
念
に
よ
っ
て
対
象

を
思
惟
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
際
、
人
間
の
心
意
識
に
先
験
的
に
あ
る
直
観
の
形
式
は
、
対
象

の
形
式
に
対
応
し
て
い
て
、
対
象
を
直
観
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

人
間
の
悟
性
は
基
本
的
な
判
断
の
論
理
形
式
と
純
粋
悟
性
概
念
を
経
験
に
先
立
っ
て
具
え
て
い
て
、
そ

れ
ら
は
現
象
の
生
起
の
仕
方
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
関
係
す
る
概
念
を
抽
出
・
彫
琢
し
な
が
ら

最
適
な
論
理
系
に
組
み
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
計
算
・
考
量
し
て
、
対
象
の
構
造
・
関
係
を
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
言
い
方
は
強
す
ぎ
る
で
し
ょ
う
か
？
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
カ
ン

ト
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
は
唯
物
論
に
反
対
し
て
い
な
い
の
で
す
。
こ
こ
で
経
験
に
踏
み
込
め
ば
、

生
物
学
が
僕
の
解
釈
を
支
持
す
る
と
思
い
ま
す
。
人
間
は
、
進
化
の
歴
史
の
恵
み
を
享
け
て
、
自
然
（
世

界
）
に
適
合
す
る
感
性
と
悟
性
の
運
用
形
式
を
生
ま
れ
つ
き
具
え
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
れ
は
、
い
つ
か
ま
た
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

荘
周 

ま
た
、
科
学
を
持
ち
込
む
の
で
す
か
。 

園
丁 

し
か
し
、
僕
の
言
い
方
は
自
然
科
学
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。 

荘
周 

そ
う
で
し
ょ
う
か
？
。 

園
丁 

カ
ン
ト
は
、
「
人
間
が
外
界
を
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
だ
」
と
い
う
こ
と
を
説
明
で
き
る
理
論
を

構
築
す
る
た
め
に
、
最
大
限
の
こ
と
を
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
出
発
点
に
原
理
と
い
う
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言
葉
を
使
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
僕
は
、
物
理
学
で
使
用
さ
れ
る
原
理
と
い
う
言
葉
を
思
い
浮
か
べ
ま

し
た
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
相
対
性
理
論
は
相
対
性
原
理
と
光
速
度
不
変
の
原
理
の
上
に
築
か
れ
ま

し
た
。
光
速
度
不
変
は
観
測
（
経
験
）
を
普
遍
化
し
た
も
の
で
す
が
、
相
対
性
原
理
の
方
は
論
理
的
に

考
え
て
最
大
の
普
遍
性
を
も
つ
真
理
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
相
対
性
理
論
は
原
理
を
基
盤
に

構
成
さ
れ
、
原
理
を
保
証
す
る
も
の
は
な
い
の
で
す
。
自
然
科
学
は
経
験
科
学
で
す
か
ら
、
理
論
の
真

実
性
を
保
証
す
る
の
は
最
終
的
に
は
観
測
で
す
。
観
測
に
合
致
し
て
矛
盾
が
現
わ
れ
な
い
な
ら
、
わ
た

し
た
ち
は
そ
れ
を
確
実
な
認
識
だ
と
考
え
ま
す
。 

 
 

そ
れ
で
は
観
測
の
支
え
を
必
要
と
し
な
い
、
そ
の
意
味
で
ア
・
プ
リ
オ
リ
と
言
え
る
数
学
は
ど
う
で

し
ょ
う
か
。
わ
た
し
た
ち
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
や
数
論
は
完
璧
な
理
論
だ
と
考
え
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、
二
十
世
紀
に
な
っ
て
、
ゲ
ー
デ
ル
が
不
完
全
性
定
理
を
証
明
し
ま
し
た
。
自
然
数
論
を
含
む
帰
納

的
公
理
化
可
能
な
理
論
は
、
無
矛
盾
で
あ
る
な
ら
、
自
己
の
無
矛
盾
性
を
証
明
で
き
な
い
、
あ
る
種
類

の
無
矛
盾
下
で
証
明
も
反
証
も
で
き
な
い
命
題
が
存
在
す
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
数
学
で
も
そ
う
な

の
で
す
か
ら
、
人
間
の
理
性
が
構
成
で
き
る
理
論
は
、
究
極
的
な
保
証
を
も
ち
え
な
い
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
。
望
め
る
の
は
自
己
矛
盾
を
含
ま
な
い
体
系
を
構
成
す
る
こ
と
だ
け
で
す
。 

 
 

現
代
の
こ
れ
ら
の
知
見
か
ら
し
て
、
カ
ン
ト
は
認
識
論
を
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
推
し
進
め
た
の
だ
、
と
僕

は
思
い
ま
す
…
…
。
僕
に
せ
い
い
っ
ぱ
い
の
こ
と
を
し
ま
し
た
か
ら
、
こ
の
く
ら
い
で
が
ま
ん
し
て
い
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た
だ
け
ま
せ
ん
か
。 

荘
周 

蝶
も
似
た
よ
う
な
こ
と
し
か
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
カ
ン
ト
が
構
築
す
る
純
粋
な
認
識
の
理
論
を

さ
ら
に
聴
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 

園
丁 

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
の
説
明
が
続
き
ま
す
が
、
カ
ン
ト
は
、
思
惟
や
認
識
の
働
き
に
つ
い
て
、

言
葉
を
確
認
し
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
を
述
べ
ま
す
。
お
よ
そ
結
合
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
悟
性
の
作
用

に
ほ
か
な
ら
な
い
、
そ
の
悟
性
作
用
に
綜
合
と
い
う
名
称
を
与
え
よ
う
。
分
析
は
じ
つ
は
結
合
を
前
提

し
て
い
る
の
だ
…
と
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
、
前
も
っ
て
結
合
し
て
お
い
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
客
観

に
お
い
て
結
合
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
認
識
の
機
微
を
語
り
ま
す
。
そ
し
て
、

「
わ
た
し
は
考
え
る
」
と
い
う
意
識
を
根
源
的
な
統
覚
と
名
づ
け
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
結
合
す
る
能
力

で
あ
る
悟
性
は
、
ま
た
、
直
感
に
お
け
る
多
様
な
表
象
を
統
覚
に
よ
っ
て
統
一
す
る
能
力
で
あ
る
と
し

ま
す
。
こ
の
統
覚
の
統
一
と
い
う
原
則
こ
そ
人
間
の
認
識
全
体
の
最
高
の
原
理
な
の
だ
と
確
認
す
る
と

こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
は
デ
カ
ル
ト
に
接
触
す
る
の
で
す
ね
。
し
か
し
、
身
心
二
元
論
的
な
議
論

は
し
ま
せ
ん
。
カ
ン
ト
は
、
始
終
経
験
を
超
え
る
こ
と
は
し
な
い
し
、
経
験
的
な
実
在
論
者
で
も
あ
る

の
で
す
か
ら
、
認
識
論
の
枠
組
み
に
と
ど
ま
っ
て
デ
カ
ル
ト
の
身
心
二
元
論
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
す
ね
。 
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荘
周 

そ
れ
は
た
ぶ
ん
一
般
的
な
カ
ン
ト
理
解
で
し
ょ
う
ね
。 

園
丁 

選
び
そ
こ
な
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
認
識
を
知
る
う
え
で
大
事
だ
と
思
っ
た
言
明
を
拾
い
挙
げ

て
み
ま
し
ょ
う
。
客
観
と
は
、
与
え
ら
れ
た
直
観
に
お
け
る
多
様
な
も
の
が
一
つ
の
概
念
に
よ
っ
て
結

合
さ
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
意
識
の
統
一
が
、
表
象
（
概
念
）

の
結
合
に
必
要
で
あ
り
、
表
象
の
客
観
的
妥
当
性
の
根
拠
だ
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
こ
こ
は
僕
に
は
明
確

に
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
認
識
は
与
え
ら
れ
た
表
象
が
あ
る
客
観
に
対
し
て
も
つ
と
こ
ろ
の
一
定

の
関
係
で
あ
る
、
と
い
う
言
明
が
あ
り
ま
す
。
ほ
か
に
、
対
象
を
思
惟
す
る
こ
と
と
対
象
を
認
識
す
る

こ
と
は
同
じ
で
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
項
目
の
タ
イ
ト
ル
は
、
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
経

験
の
対
象
に
適
用
さ
れ
う
る
だ
け
で
あ
っ
て
そ
れ
以
外
の
物
の
認
識
に
は
使
用
で
き
な
い
」
と
い
う
も

の
で
す
。
こ
こ
で
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
物
の
認
識
に
使
用
さ
れ
る
の
は
物
が
可
能
的
経
験
の
対
象
と
見
な

さ
れ
る
場
合
だ
け
に
限
る
、
と
書
か
れ
て
い
る
文
が
目
に
つ
き
ま
し
た
。
追
加
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
感

性
的
で
か
つ
経
験
的
な
直
感
だ
け
が
概
念
に
意
味
と
意
義
を
与
え
う
る
、
と
言
明
さ
れ
ま
す
。 

 
 

「
感
官
の
対
象
一
般
へ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
用
に
つ
い
て
」
と
い
う
項
目
で
内
感
が
考
察
さ
れ
、
も

う
一
度
、
考
え
る
「
わ
た
し
」
が
取
り
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
身
の
主
観
を
こ

の
主
観
が
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
従
っ
て
認
識
す
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
れ
を
現
象
と
し

て
の
み
認
識
す
る
の
だ
、
と
言
い
ま
す
。
「
わ
た
し
」
は
現
象
と
し
て
し
か
自
分
を
知
る
こ
と
が
で
き
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な
い
の
で
す
。
こ
の
考
え
方
だ
と
、
身
と
心
と
を
分
け
て
と
ら
え
る
二
元
論
に
は
な
り
ま
せ
ん
ね
。「
わ

た
し
」
に
つ
い
て
の
こ
の
認
定
は
、
物
自
体
は
知
ら
れ
な
く
て
現
象
を
認
識
す
る
だ
け
だ
、
と
い
う
言

い
方
と
同
じ
で
す
。 

荘
周 

う
ん
、
君
の
カ
ン
ト
を
唯
物
論
的
に
解
釈
す
る
と
い
う
立
場
は
、
微
妙
な
と
こ
ろ
に
さ
し
か
か
り

ま
し
た
よ
。
「
わ
た
し
」
と
い
う
主
観
が
現
象
だ
と
す
る
こ
と
を
君
は
承
認
す
る
で
し
ょ
う
が
、
物
自

体
は
知
ら
れ
な
い
と
い
う
カ
ン
ト
の
言
明
は
あ
な
た
の
唯
物
論
的
解
釈
と
考
え
て
い
る
も
の
と
矛
盾

し
、
と
げ
と
し
て
刺
さ
っ
た
ま
ま
で
は
な
い
で
す
か
？
。 

園
丁 

う
ー
ん
。 

荘
周 

と
ど
め
を
刺
し
ま
し
ょ
う
。
自
然
に
お
け
る
現
象
の
法
則
が
悟
性
と
そ
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
形
式

と
に
一
致
・
調
和
す
る
こ
と
を
、
カ
ン
ト
は
言
葉
を
尽
く
し
て
論
じ
て
き
ま
し
た
が
、
し
か
し
、
現
象

は
物
の
表
象
に
す
ぎ
な
い
、
物
自
体
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ
ぬ
ま

ま
に
存
在
し
て
い
る
、
と
し
か
言
い
ま
せ
ん
。
人
間
は
、
表
象
と
し
て
の
現
象
の
法
則
し
か
認
識
し
な

い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
か
？
。
こ
の
立
場
は
、
君
の
唯
物
論
と
一
致
し
な
い
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
？
。 

 

園
丁 

あ
な
た
に
問
い
詰
め
ら
れ
て
、
僕
は
あ
れ
か
ら
必
死
に
考
え
て
み
ま
し
た
。
誰
よ
り
も
か
っ
ち
り
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と
理
論
を
組
み
立
て
る
カ
ン
ト
は
、
人
間
が
確
実
な
認
識
を
着
実
に
始
め
る
の
だ
と
で
き
る
よ
う
に
、

そ
の
始
ま
り
の
と
こ
ろ
で
感
性
の
と
ら
え
る
現
象
を
よ
く
判
ら
な
い
物
自
体
か
ら
切
り
離
し
た
の
で

し
た
。
突
き
詰
め
る
と
、
そ
れ
が
妥
当
だ
っ
た
か
ど
う
か
が
問
題
で
し
ょ
う
。
人
間
の
認
識
で
は
現
象

を
考
究
し
尽
く
し
て
も
物
自
体
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
、
と
い
う
問
い
に
言
い
な
お
す
こ
と
が

で
き
る
と
思
い
ま
す
。 

荘
周 

わ
た
し
は
、
君
と
君
の
夢
に
出
る
蝶
に
は
む
ず
か
し
す
ぎ
る
課
題
を
突
き
つ
け
た
の
で
す
ね
。
ま

あ
、
で
き
る
だ
け
の
こ
と
を
や
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

園
丁 

は
い
。
カ
ン
ト
は
、
力
学
の
例
か
ら
し
て
、
人
間
が
解
明
し
て
一
定
の
段
階
に
到
達
し
た
自
然
科

学
の
認
識
を
確
実
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
問
題
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
感
性
を
つ
か
さ
ど

る
感
覚
の
ま
っ
先
に
挙
げ
る
べ
き
も
の
は
視
覚
で
す
が
、
視
覚
は
光
に
よ
っ
て
得
ら
れ
ま
す
。
光
は
、

太
古
か
ら
人
間
の
最
大
の
関
心
を
引
き
、
現
代
物
理
学
で
も
最
も
根
源
的
な
基
本
粒
子
で
す
。
こ
の
光

を
取
り
あ
げ
て
問
題
を
考
え
ま
し
ょ
う
、
光
に
つ
い
て
得
ら
れ
た
結
論
は
ほ
か
の
モ
ノ
に
も
敷
衍
で
き

る
で
し
ょ
う
か
ら
。 

 
 

光
は
ほ
か
の
モ
ノ
を
見
て
い
る
と
き
に
は
視
覚
を
も
た
ら
す
媒
体
で
す
が
、
遠
い
星
を
見
て
い
る
と

き
に
は
、
わ
た
し
は
光
以
外
の
も
の
を
見
て
い
る
の
で
は
な
く
光
を
直
接
と
ら
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
カ
ン
ト
の
言
い
方
で
は
、
直
観
が
と
ら
え
る
の
は
光
自
体
で
は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
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す
が
、
そ
れ
以
上
分
割
で
き
な
い
自
然
の
要
素
と
い
う
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
表
現
が
今
も
許
さ
れ
る
光
に

つ
い
て
は
、
奇
妙
に
聞
こ
え
ま
す
。
わ
た
し
は
、
分
節
不
可
能
な
対
象
が
外
界
の
ほ
か
の
モ
ノ
と
関
係

せ
ず
直
接
知
覚
さ
れ
る
、
と
考
え
ま
す
。
わ
た
し
が
得
た
の
は
光
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

対
象
を
光
と
呼
ば
ず
に
な
ぜ
光
の
現
象
と
言
う
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

荘
周 

そ
の
議
論
に
は
頭
の
い
い
人
が
反
論
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
っ
と
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
て
く
だ

さ
い
。 

 

園
丁 

そ
れ
で
は
、
光
の
科
学
的
認
識
に
つ
い
て
も
っ
と
考
え
て
み
ま
す
。
も
と
も
と
、
人
間
の
視
覚
の

器
官
が
、
光
の
「
分
量
」
を
判
定
で
き
、
色
彩
で
「
性
質
」
を
区
別
で
き
ま
す
。
科
学
的
に
調
べ
る
よ

う
に
な
っ
て
、
プ
リ
ズ
ム
で
色
分
け
し
て
そ
れ
ら
の
相
対
的
「
関
係
」
を
知
り
、
見
え
な
い
光
の
「
あ

り
方
」
ま
で
知
り
、
…
、
と
い
う
ふ
う
に
し
て
今
で
は
膨
大
な
知
識
に
な
っ
て
い
ま
す
。
僕
は
、
こ
の

認
識
の
発
展
が
カ
ン
ト
の
言
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
判
断
の
論
理
的
形
式
の
運
用
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た

こ
と
を
承
認
し
ま
す
。 

 
 

今
で
は
わ
た
し
た
ち
は
、
光
が
電
子
な
ど
ほ
か
の
基
本
粒
子
に
吸
収
さ
れ
て
消
失
し
、
飛
ん
で
い
る

基
本
粒
子
が
光
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
光
を
、
現
代
物
理
学
（
素
粒
子
の

標
準
模
型
）
は
、
量
子
力
学
の
法
則
に
従
っ
て
ほ
か
の
基
本
粒
子
と
相
互
作
用
し
て
生
成
・
消
滅
す
る
、
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と
記
述
す
る
の
で
す
。
そ
の
記
述
は
ほ
と
ん
ど
完
成
し
て
い
る
と
考
え
る
物
理
学
者
が
多
い
で
し
ょ
う
。

そ
れ
で
は
、
光
自
体
を
認
識
し
た
の
で
し
ょ
う
か
？
。
「
光
と
は
何
々
で
あ
る
」
と
最
終
的
に
言
い
切

れ
る
で
し
ょ
う
か
？
。
と
こ
ろ
が
最
新
の
物
理
学
は
、
標
準
模
型
の
基
本
粒
子
に
重
力(

粒)

子
ま
で
加

え
て
、
〝
超
対
称
性
を
も
つ
弦
理
論
〟
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
去
年
、
重
力
波
が
観
測

さ
れ
ま
し
た
。
重
力
子
と
い
う
仮
説
的
だ
っ
た
概
念
は
経
験
的
な
も
の
と
認
定
を
受
け
た
の
で
す
。
超

弦
理
論
が
正
し
い
と
な
る
と
、
光
は
「
ひ
も
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
も
、
「
ひ
も
」

と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
た
ち
は
、
光
自
体
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
？
。 

荘
周 

お
や
、
君
の
考
察
は
方
向
を
変
え
ま
し
た
よ
。
君
は
、
先
ほ
ど
の
自
問
を
考
え
な
お
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
す
よ
。 

園
丁 

本
当
に
そ
う
で
す
ね
。
遠
い
星
か
ら
来
る
光
を
わ
た
し
が
見
る
と
き
、
光
自
体
を
理
解
し
て
い
る

と
言
い
切
る
こ
と
が
困
難
に
思
え
て
き
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
人
間
の
感
性
で
は
物
自
体
は
知
ら
れ

な
い
と
い
う
の
が
科
学
的
な
事
実
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？
。 

 

園
丁 

も
う
一
度
考
え
を
組
み
立
て
な
お
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
光
自
体
を
認
識
し
た
と
言
え
る
の
は
、
次

の
文
の
〇
を
過
不
足
な
く
知
っ
た
う
え
で
、「
光
と
は
〇
で
あ
る
」
と
言
い
切
れ
た
と
き
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
、
光
と
は
何
か
と
現
代
人
に
訊
ね
て
み
ま
し
ょ
う
。
す
る
と
、
「
光
と
は
電
磁
波
で
あ
る
」
と
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い
う
答
え
が
返
っ
て
き
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
で
納
得
し
な
け
れ
ば
、
さ
ら
に
「
何
か
」
と
問
わ
な
く
て

は
い
け
ま
せ
ん
。
「
ひ
も
だ
」
と
答
え
ら
れ
て
も
困
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
こ

の
問
答
は
果
て
し
な
く
続
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
言
葉
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
概
念
に
よ
っ
て
あ
る

事
物
を
認
識
す
る
営
み
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
ど
ん
な
辞
書
も
こ
の
言
い
換
え
で
で
き
て
い
ま
す

ね
。
で
す
か
ら
、
あ
る
モ
ノ
自
体
を
完
全
に
認
識
す
る
こ
と
は
、
概
念
の
体
系
全
体
を
知
っ
て
関
連
す

る
概
念
の
関
係
を
す
べ
て
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
の
で
す
。
本
来
、
概
念
の
完
全
な
規
定
は

そ
う
や
っ
て
で
き
る
の
で
し
ょ
う
ね
。 

 
 

言
葉
遊
び
を
す
る
と
あ
な
た
に
し
か
ら
れ
そ
う
で
す
か
ら
、
物
理
学
が
実
行
し
て
い
る
認
識
を
考
え

て
み
ま
す
。
一
般
に
、
物
理
学
は
対
象
と
す
る
あ
る
モ
ノ
に
つ
い
て
実
験
を
設
定
し
そ
れ
を
観
察
し
て

そ
の
モ
ノ
に
関
す
る
認
識
を
得
る
の
で
す
が
、
実
験
は
、
モ
ノ
を
ほ
か
の
モ
ノ
と
相
互
作
用
さ
せ
て
、

そ
の
分
量
・
性
質
・
関
係
・
様
態
を
観
察
す
る
の
で
す
。
自
然
科
学
は
、
モ
ノ
と
モ
ノ
と
の
関
係
に
注

目
し
、
ま
た
、
分
量
・
性
質
・
関
係
・
様
態
は
現
象
と
言
え
ま
す
か
ら
、
モ
ノ
の
示
す
現
象
を
観
察
し

て
モ
ノ
の
認
識
を
深
め
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
モ
ノ
と
モ
ノ
の
現
象
と
の
あ
い
だ
に
は
概
念
的
な
ず

れ
が
あ
る
と
認
め
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
カ
ン
ト
は
、
自
分
の
据
え
た
認
識
の
枠
組
み
が
現
象
を
扱
う
よ

う
に
で
き
て
い
る
の
で
、
論
理
的
に
モ
ノ
自
体
を
区
別
し
た
、
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う

か
。 
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荘
周 

君
は
、
認
識
は
広
い
意
味
で
の
事
物
の
関
係
を
知
る
た
め
の
も
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
造
や
状

態
や
性
質
な
ど
を
識
る
の
だ
、
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
。 

園
丁 

そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
光
に
戻
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
光
が
ど
う
い
う
モ
ノ
か
ほ
と
ん
ど
十
分
に

知
っ
た
と
思
う
け
れ
ど
も
、
物
理
学
は
、
「
光
が
何
で
あ
る
」
と
は
言
わ
ず
に
、
光
が
ど
の
よ
う
に
ふ

る
ま
う
か
だ
け
を
記
述
す
る
の
で
す
。
物
質
全
体
を
考
え
る
と
、
分
子
・
原
子
が
識
別
さ
れ
、
原
子
の

構
造
が
解
明
さ
れ
、
分
子
の
構
造
が
解
明
さ
れ
、
…
、
…
、
と
連
続
す
る
こ
れ
ま
で
の
歴
史
で
、
物
理

学
は
、
物
質
が
何
層
も
の
階
層
を
な
し
て
存
在
す
る
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
に
あ
る
モ
ノ
が
そ
れ
を

構
成
す
る
要
素
の
あ
い
だ
の
相
互
作
用
を
と
お
し
て
一
定
の
構
造
を
形
作
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

き
ま
し
た
。
こ
れ
は
論
理
的
な
問
題
と
い
う
よ
り
も
経
験
的
な
事
実
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
、

構
成
要
素
の
物
自
体
が
解
明
さ
れ
た
と
言
え
る
か
ど
う
か
疑
問
に
思
い
ま
す
。
今
ま
だ
、
一
番
下
の
階

層
の
基
本
粒
子
を
超
弦
理
論
に
よ
っ
て
統
一
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
段
階
で
す
。
そ
の
超
弦
理
論
が

検
証
さ
れ
た
と
し
て
、
そ
の
ト
ポ
ロ
ジ
カ
ル
な
「
ひ
も
」
自
体
を
知
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？
。

僕
に
は
、
自
然
を
構
成
す
る
物
自
体
を
認
識
し
た
と
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

 
 

こ
の
よ
う
な
物
理
学
の
進
展
を
知
ら
な
か
っ
た
カ
ン
ト
が
「
物
自
体
は
知
ら
れ
な
い
」
と
言
う
の
は
、

む
し
ろ
、
人
間
は
認
識
の
彼
岸
へ
の
到
達
を
完
了
で
き
な
い
と
い
う
、
人
間
の
認
識
に
つ
い
て
の
原
理

的
な
「
判
断
」
だ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
今
ご
ろ
そ
れ
を
確
認
す
る
と
は
遅
す
ぎ
ま
す
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が
、
そ
の
判
断
が
三
つ
の
『
批
判
』
書
の
基
礎
に
あ
っ
た
と
納
得
し
ま
し
た
。 

 

荘
周 
う
ー
ん
、
わ
た
し
た
ち
の
問
答
の
重
大
な
節
目
で
す
よ
…
…
。
よ
ろ
し
い
、
わ
た
し
も
そ
の
判
断

を
受
け
入
れ
ま
し
ょ
う
。
認
識
の
彼
岸
へ
渡
り
終
え
る
こ
と
の
「
断
念
」
で
す
ね
。
こ
こ
ま
で
言
い
切

れ
ば
視
界
が
は
っ
き
り
し
ま
す
。
た
だ
し
、
勇
気
が
要
り
ま
す
ね
。 

園
丁 

あ
な
た
に
そ
う
言
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
勇
気
が
持
て
ま
す
。
自
然
に
関
し
て
さ
え
認
識
の
彼
岸

へ
超
越
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
人
間
の
実
践
を
含
め
て
一
般
に
理
性
の
運
用
に
お
い
て
、
理
性
の
限

界
を
知
っ
て
経
験
か
ら
の
超
越
を
戒
め
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
得
心
で
き
ま
す
。
カ
ン
ト
の
哲
学
と

い
う
の
は
、
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
断
念
の
哲
学
な
の
で
す
ね
…
…
。 

 
 

こ
の
断
念
は
、
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
が
形
而
上
学
的
問
い
「
宇
宙
は
永
遠
か
否
か
、
魂
と
肉

体
は
同
一
か
否
か
」
に
答
え
ず
、
「
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
」
を
主
張
し
な
か
っ
た
態
度
に
通
じ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
。 

荘
周 

重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
で
も
、
全
体
が
似
て
い
る
と
短
絡
せ
ず
、
継
続
し
て

考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

園
丁 

と
も
か
く
僕
は
、
認
識
に
果
て
し
が
な
い
と
し
て
も
、
超
越
せ
ず
に
カ
ン
ト
の
哲
学
の
立
場
を
保

っ
て
こ
の
世
界
に
立
ち
向
か
お
う
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
カ
ン
ト
の
先
験
論
的
哲
学
を
唯
物
論
的
な
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哲
学
だ
と
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
人
間
の
認
識
が
現
象
の
法
則
と
一
致
し
て
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
知
り
得
た
現
象
の
法
則
は
モ
ノ
の
法
則
に
つ
な
が
っ
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と

は
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
際
、
カ
ン
ト
は
、
因
果
の
系
列
を
ど
こ
ま
で
も
さ
か
の
ぼ

る
と
い
う
よ
う
な
言
葉
づ
か
い
を
し
ま
す
ね
。
彼
岸
へ
は
渡
れ
な
い
と
し
て
も
、
人
間
が
認
識
を
追
求

す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
僕
は
、
現
象
を
担
い
手
で
あ
る
モ
ノ
か
ら
切
り
離
さ
ず
、

現
象
の
認
識
が
モ
ノ
の
認
識
に
接
近
で
き
る
と
い
う
要
請
を
置
く
こ
と
に
し
ま
す
。
そ
う
し
て
、
三
浦

さ
ん
の
主
張
に
反
対
し
て
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
は
唯
物
論
的
だ
し
、
不
可
知
論
で
も
な
い
と
考
え
る
わ

け
で
す
。 

荘
周 

君
は
、
認
識
の
始
め
で
は
な
く
終
わ
り
の
方
か
ら
問
題
を
考
え
ま
し
た
。
両
方
の
問
い
が
同
一
で

あ
る
か
確
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
君
の
努
力
を
認
め
て
、
君
の
要
請
を
わ
た
し
た
ち
二
人
の

原
理
と
す
る
こ
と
に
賛
成
し
ま
し
ょ
う
。
そ
う
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
問
答
を
続
け
る
こ
と
に
し
ま
し

ょ
う
。 

園
丁 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
あ
、
疲
れ
ま
し
た
。
続
き
の
対
話
は
、
元
気
が
回
復
す
る
の
を
待

っ
て
く
だ
さ
い
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二
〇
一
七
年
、
春
分
の
前
に 


