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Ｗ
・
Ｅ
・
Ｂ
・
デ
ュ
ボ
イ
ス
は
『
黒
人
の
た
ま
し
い
』（
一
九
〇
三
年
）

の
「
序
想
」
に
「
二
十
世
紀
の
問
題
は
、
カ
ラ
ー
・
ラ
イ
ン
〔
皮
膚
の
色

の
境
界
線
〕
の
問
題
で
あ
る
」（D
u Bois 5

）
と
書
い
て
い
る
。
で
は
、

こ
の
「
問
題
」
は
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
の
か
。
デ
ュ
ボ
イ
ス
は
い
う
。

「
カ
ラ
ー
・
ラ
イ
ン
を
越
え
る
、
知
性
と
共
感
の
結
合
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
、
正
義
と
公
正
は
勝
利
す
る
で
あ
ろ
う
」（118-119

）。
こ
こ
で
示
唆

さ
れ
て
い
る
解
決
は
、
し
か
し
見
た
目
ほ
ど
単
純
で
も
明
快
で
も
な
い
。

そ
れ
は
、「
知
性intelligence

と
共
感sym

pathy

」
が
そ
も
そ
も
ど
の

よ
う
に
「
結
合
」
可
能
な
の
か
と
い
う
厄
介
な
問
題
を
引
き
寄
せ
る
か
ら

だ
け
で
は
な
い
。
共
感
は
「
カ
ラ
ー
・
ラ
イ
ン
」
を
克
服
す
る
ど
こ
ろ
か
、

逆
に
そ
れ
を
強
化
す
る
力
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
示
す
う
え
で
、
ナ
チ
ズ
ム
以
上
に
強
力
な
例
は
な
い
だ
ろ
う
。
ウ
ィ

ン
ダ
ム
・
ル
イ
ス
は
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
社
会
主
義
」（
ナ
チ
ズ
ム
）
の
説

くBlutsgefühl―

彼
は
こ
れ
を
「
血
の
本
能blood-instinct

」
あ
る

い
は
「
血
縁
感
情blood-feeling

」
と
英
訳
す
る―

に
つ
い
て
こ
う
述

べ
て
い
る
。「〈
血
の
本
能

0

0

0

0

〉―

身
の
こ
な
し
、
身
体
の
色
、
か
た
ち
、

に
お
い―

こ
れ
が
き
ず
な―

た
だ
し
差
異
で
は
な
く
類
似
性
に
も
と

づ
く
き
ず
な―

と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ん
と
し
て
も
、
こ
の
根
源
的

特
集　

ト
ラ
ン
ス
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
Ⅱ

大
西
洋
横
断
的
視
差　
　

共
感
的
知
性
の
二
律
背
反（

1
）

中
山
徹

さ
あ
、
と
ミ
ュ
ー
ズ
は
い
っ
た　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

詩
人
が
歌
っ
た
こ
と
の
な
い
歌
を
歌
っ
て
お
く
れ　
　
　
　
　

普
遍
な
る
も
の
を
歌
っ
て
お
く
れ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　―

　

ウ
ォ
ル
ト
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
「
普
遍
な
る
も
の
の
歌
」
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な
人
種-

共
感
を
促
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
自
分
と
は
別
の
異
質

な
文
化
に
属
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
な
じ
み
の
な
い
も
の
に
対
す
る
最
初
の
反

応
で
あ
る
本
能
的
な
反
感
を
抑
圧
し
て
は
な
ら
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、

わ
れ
わ
れ
の
意
識
が
人
種-

共
感
を
い
だ
く
の
を
熱
心
に
認
め
ね
ば
な
ら

な
い
、
そ
し
て
こ
れ
を
熱
心
に
維
持
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」（Lew

is, 
H
it-

ler 
105-106

）。
こ
う
し
て
共
感
は
、
矛
盾
す
る
二
つ
の
命
題
を
生
み
出

す
こ
と
に
な
る
。
定
立

：

共
感
は
カ
ラ
ー
・
ラ
イ
ン
を
越
え
る
（
人
種
横

断
的
で
あ
る
）。
反
定
立

：

共
感
は
カ
ラ
ー
・
ラ
イ
ン
を
越
え
な
い
（
人

種
内
的
で
あ
る
）。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
矛
盾
を
ど
う
解
決
す
れ
ば
よ
い
の

か
。
そ
も
そ
も
そ
れ
は
解
決
可
能
な
の
か
。
一
つ
確
か
な
こ
と
は
、
黒
人

解
放
運
動
も
ナ
チ
ズ
ム
も
、
共
感
を
そ
の
原
理
と
す
る
以
上
、
こ
の
袋
小

路
か
ら
抜
け
出
さ
な
け
れ
ば
自
ら
の
存
立
基
盤
を
失
う
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

も
し
デ
ュ
ボ
イ
ス
と
ル
イ
ス
と
で
「
共
感
」
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
こ

と
が
違
う
の
で
あ
れ
ば
、
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
両
者
の
い
う
共

感
は
根
本
的
な
レ
ベ
ル
で
一
致
し
て
い
る
。
ル
イ
ス
の
い
う
共
感
は
「
身

体
的
な
ひ
き
つ
け
あ
い
」「
身
体
的
な
連
帯
感
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

は
「
動
脈
や
筋
肉
に
お
け
る
同
一
の
律
動
」
を
意
味
す
る
（Lew

is, H
it-

ler 
107

）。
ま
た
彼
は
、「
共
感
＝
血
縁
感
情
」
と
は
ウ
ォ
ル
ト
・
ホ
イ

ッ
ト
マ
ン
の
い
う
「
振
り
向
く
瞳
の
語
る
こ
と
」
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ

る
と
説
明
す
る
（106

）。
つ
ま
り
共
感
と
は
、
他
者
の
「
瞳
」
を
通
じ
て

身
体
的
な
「
律
動
」
を
感
じ
と
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、

デ
ュ
ボ
イ
ス
に
お
い
て
も
、
共
感
は
「
率
直
に
〔
あ
る
人
間
〕
の
目
を
の

ぞ
き
こ
ん
で
、
そ
の
心
臓
が
赤
い
血
で
脈
う
っ
て
い
る
の
を
感
じ
る
こ

と
」（D
u Bois 117

）
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
両
者
の
共
感
概
念
は
、
知

覚
さ
れ
た
何
ら
か
の
身
体
的
律
動
を
基
盤
と
す
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
矛
盾
は
共
感
そ
の
も
の
か
ら
く
る
の
で
は
な
い
。
で

は
、
そ
れ
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
。

　

デ
ュ
ボ
イ
ス
と
ル
イ
ス
の
あ
い
だ
に
は
、
と
は
い
え
注
目
す
べ
き
差
異

が
あ
る
。
デ
ュ
ボ
イ
ス
は
、
カ
ラ
ー
・
ラ
イ
ン
を
越
え
る
の
は
「
知
性
と

共
感
の
結
合
」
で
あ
る
と
い
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ル
イ
ス
の
い
う
共

感
は
「
知
性
」
と
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
共
感
が
「
血
の
本
能

0

0

」
と

し
て
規
定
さ
れ
た
瞬
間
か
ら
、
そ
こ
に
「
知
性
」
が
入
り
込
む
余
地
は
奪

わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
の
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
論
を
想
起

さ
せ
る
。
と
い
う
の
も
、
ロ
レ
ン
ス
も
ま
た
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
的
共
感
か

ら
知
性
的
な
も
の
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
正
常
化
し
よ
う
と

す
る
か
ら
で
あ
る
。「
魂
は
魂
と
共
感
す
る
。
で
も
僕
の
魂
を
殺
そ
う
と

す
る
も
の
を
、
僕
の
魂
は
憎
む
。
僕
の
魂
と
肉
体
は
一
体
で
あ
る
。
魂
と

肉
体
は
、
清
く
完
全
で
あ
り
続
け
た
い
と
願
う
。
た
だ
知
力m

ind

だ
け

が
そ
れ
を
邪
道
〔
倒
錯perversion

〕
に
導
く
大
き
な
力
を
も
っ
て
い

る
。
知
力
だ
け
が
僕
の
魂
と
肉
体
を
、
け
が
れ
た
と
こ
ろ
、
不
健
全
な
と

こ
ろ
に
駆
り
立
て
よ
う
と
す
る
」（Law

rence 
185

）（2
）。
ロ
レ
ン
ス
が
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い
い
た
い
の
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
い
う
「
共
感
」
は
本
来
、
徹
頭
徹
尾
、

身
体
的
な
原
理
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ナ
チ
ズ
ム
的
な
身
体
的

共
感
が
「
異
質
な
」
も
の
に
対
す
る
本
能
的
「
反
感
」
を
生
み
出
す
よ
う

に
、
こ
の
「
生
命
の
原
理
」
は
、
私
の
「
魂
＝
肉
体
」
を
脅
か
す
も
の
に

対
す
る
「
憎
し
み
」
を
自
然
に
生
み
出
し
、
受
け
入
れ
る
べ
き
も
の
の
境

界
を
確
定
す
る
。
し
か
し
、「
知
力
」
が
介
入
し
た
瞬
間
、
こ
の
共
感
の

機
能
は
失
わ
れ
る
。
共
感
は
、
身
体
と
い
う
そ
れ
本
来
の
存
立
基
盤
を
離

れ
、
憎
む
べ
き
も
の
と
の
「
合
一
」
を
も
た
ら
し
、
つ
い
に
は
身
体
的
経

験
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
領
域
に
流
れ
込
む
。
ロ
レ
ン
ス
は
、
ホ
イ
ッ

ト
マ
ン
が
身
体
的
共
感
を
「
啓
示
」
し
て
い
る
と
同
時
に
こ
の
「
知
力
」

の
誤
謬
を
お
か
し
て
い
る
と
考
え
る
。
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
は
「
す
べ
て
」
に

引
き
つ
け
ら
れ
、「
何
一
つ
拒
ま
な
い
」（174

）。
彼
の
「
魂
は
体
内
か
ら

た
え
ず
漏
れ
出
し
」、
彼
は
「
全
世
界
、
全
宇
宙
と
な
る
」（174
）
と
。

ロ
レ
ン
ス
が
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
は
「
官
能
的
な
肉
体
を
知
性
化m

ental-

ize

し
て
し
ま
っ
た
」（173

）
と
い
う
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
う

し
て
ロ
レ
ン
ス
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
自
身
の
な
か
に
二
つ
の
矛
盾
す
る
命

題―

共
感
は
脱
身
体
的
で
あ
る
、
共
感
は
身
体
的
で
あ
る―

を
見
出

す
こ
と
に
な
る
。

　

共
感
を
め
ぐ
る
以
上
二
組
の
定
立
・
反
定
立
（
二
律
背
反
）
は
、
内
容

的
に
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
共

感
を
共
感
本
来
の
作
用
域
を
超
え
た
領
域
に
ま
で
「
駆
り
立
て
るdrive

」

「
知
性
」
な
い
し
は
「
知
力
」
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
だ
。
反

定
立
の
側
に
立
つ
者
（
ル
イ
ス
、
ロ
レ
ン
ス
）
は
、
こ
の
「
知
性
」
の
誤

謬
、「
駆
り
立
て
」
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
反
定
立
の
側
が
正
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
二
律
背
反
は

不
可
避
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
知
性
的
な
も
の
が
存
在
す
る
か
ぎ
り―

と

い
う
こ
と
は
人
間
が
存
在
す
る
か
ぎ
り―

つ
ね
に
発
生
す
る
の
だ
か
ら
。

そ
の
意
味
で
「
知
性
」
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
反
定
立
の
主
張

は
だ
か
ら
、
い
わ
ば
「
知
性
」
を
括
弧
に
入
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し

か
し
、
こ
の
括
弧
入
れ
は
、
そ
れ
自
体
「
知
性
」
に
よ
る
操
作
以
外
の
な

に
も
の
で
も
な
い
。
身
体
的
共
感
は
、
そ
れ
を
不
可
能
に
す
る
「
知
性
」

が
な
け
れ
ば
可
能
で
は
な
い
の
だ
。
こ
う
い
っ
て
も
よ
い
。
身
体
的
共
感

は
、「
知
性
」
と
い
う
例
外
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
、
と
。
こ
れ
に

よ
っ
て
反
定
立
の
側
は
、
永
遠
の
悪
循
環
に
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は

「
知
性
」
の
「
駆
り
立
てdrive

」
を
（
括
弧
入
れ
を
通
じ
て
）
否
定
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、「
知
性
」
の
力
が
か
え
っ
て
強
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
超
自
我
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
似
て
い
る
。
超
自
我
の
命
令
（
欲
動

drive
の
満
足
を
放
棄
せ
よ
）
に
従
え
ば
従
う
ほ
ど
、
罪
の
意
識
（
欲
動

の
満
足
を
捨
て
き
れ
て
い
な
い
と
い
う
不
安
）
は
強
く
な
る
。

　

反
定
立
の
側
は
、
超
自
我
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
も
似
た
悪
循
環
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
定
立
の
側
は
こ
の
悪
循
環
か
ら
の
あ
る

種
の
脱
出
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か―

こ
れ
が
本
論
で
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論
じ
て
み
た
い
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
こ
で
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
、
あ

ら
か
じ
め
二
つ
の
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
本
論
は
定
立
の

側
が
正
し
い
と
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
私
は
ル
イ
ス
と
ホ
イ
ッ
ト
マ

ン
の
読
解
を
通
じ
て
、
定
立
の
側
も
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。

ロ
レ
ン
ス
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
は
「
す
べ
て
」「
全
世
界
」「
全
宇
宙
」
に

な
る
、
つ
ま
り
普
遍
に
到
達
す
る
、
と
い
っ
た
が
、
む
し
ろ
ホ
イ
ッ
ト
マ

ン
的
共
感
は
「
す
べ
て-

で
は
な
い
」（
非-

全
体
）
に
な
る
、
普
遍
に

達
す
る
こ
と
に
失
敗
す
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
と
で
論

じ
る
よ
う
に
、「
何
一
つ
拒
ま
な
い
」、
例
外
を
認
め
な
い
、
そ
の
意
味
で

や
は
り
普
遍
的
な
彼
の
共
感
が
、
逆
説
的
に
生
み
出
す
必
然
な
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
こ
の
普
遍
に
向
か
う
動
き―

超
自
我
の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
の
ア

ナ
ロ
ジ
ー
を
敷
衍
す
れ
ば
、
普
遍
性
（
へ
）
の
欲
動―
は
、
不
可
能
で

は
あ
る
が
、
け
っ
し
て
無
力
で
は
な
い
。
私
の
考
え
で
は
、「
ナ
シ
ョ
ナ

ル
な
社
会
主
義
」
に
対
す
る
闘
争
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
こ
の
普
遍
へ
の
欲
動
を
お
い
て
他
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

私
の
こ
う
し
た
考
え
は
、
普
遍
性
と
特
殊
性
を
め
ぐ
る
近
年
の
理
論
的

言
説（

3
）、
と
く
に
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
の
そ
れ
に
多
く
を
負
っ
て
い

る
。
例
え
ば
ジ
ジ
ェ
ク
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。「
あ
ら
ゆ
る
理
論
的
な
闘

争
に
お
い
て―

さ
ら
に
は
倫
理
的
、
政
治
的
な
闘
争
は
も
ち
ろ
ん
、
バ

デ
ィ
ウ
の
主
張
す
る
よ
う
に
美
学
的
な
闘
争
に
お
い
て
も―

鍵
と
な
る

の
は
、
特
殊
な
生
活
世
界
か
ら
普
遍
性
が
立
ち
現
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

瞬
間
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
特
定
の
偶
発
的
な
生
活
世
界
に
完
全
に
規
定
さ
れ
て
い
る
、
そ

れ
ゆ
え
、
あ
ら
ゆ
る
普
遍
性
が
こ
の
生
活
世
界
の
特
徴
を
も
ち
、
そ
こ
に

埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
解
消
で
き
な
い―

こ
こ
で
は
、
こ

う
い
っ
た
紋
切
型
を
逆
転
す
る
必
要
が
あ
る
。〔
…
…
〕
飛
躍
的
前
進
が

起
こ
る
の
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
普
遍
的
な
次
元
が
、
特
殊
な
文
脈
の
内

0

0

0

0

0

0

0

部
か
ら
突
発
的
に
現
れ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
対
自

0

0

」
の
状
態
に
い
た
り

0

0

0

0

0

0

0

、
普
遍
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

と
し
て
そ
の
ま
ま
経
験
さ
れ
る
と
き
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
の
対
自
の
状
態
に
あ
る

普
遍
性
は
、
た
ん
に
そ
の
特
殊
な
文
脈
の
外
部
あ
る
い
は
上
部
に
あ
る
の

で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
文
脈
の
内
部
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ

の
普
遍
性
は
、
そ
の
特
殊
な
文
脈
を
内
部
か
ら
か
き
乱
し
、
こ
の
文
脈
に

内
部
か
ら
作
用
す
る
。
そ
の
た
め
、
特
殊
な
も
の
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

は
、
そ
の
特
殊
性
の
側
面
と
そ
の
普
遍
性
の
側
面
と
に
分
裂
す
る
」

（Žižek, 
V
iolence 

152

〔
強
調
は
原
文
〕）。
私
は
こ
の
先
も
こ
の
引
用

を
繰
り
返
し
参
照
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
段
階
で
い
え
る
の
は
、
第

一
に
、「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
社
会
主
義
」
は
共
感
を
つ
ね
に
「
特
殊
な
生
活

世
界
」
の
存
立
基
盤
と
し
て
用
い
る
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
そ
れ
ゆ
え

「
特
殊
な
生
活
世
界
か
ら
普
遍
性
が
立
ち
現
れ
る
瞬
間
」
と
は
、
わ
れ
わ

れ
の
文
脈
で
い
え
ば
共
感
（
的
知
性
）
の
二
律
背
反
の
発
生
を
意
味
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
の
も
く
ろ
み
は
、
ジ
ジ
ェ
ク
の
い
う
普
遍
性
に

よ
る
特
殊
世
界
の
壊
乱
を
共
感
の
問
題
に
そ
く
し
て
記
述
す
る
こ
と
だ
が
、

ル
イ
ス
の
『
ヒ
ト
ラ
ー
』（
一
九
三
一
年
）
ほ
ど
そ
の
題
材
と
し
て
ふ
さ
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わ
し
い
テ
ク
ス
ト
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
今
述
べ
た
二
つ
の
点

が
絡
み
合
い
、
か
つ
、
そ
の
先
に
普
遍
性
の
問
題
へ
の
通
路
が
開
か
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

鍵
と
な
る
の
は
、
ル
イ
ス
が
、
本
論
の
冒
頭
で
引
用
し
た
「
血
の
本

能
」
を
め
ぐ
る
一
節
に
続
け
て
書
い
た
次
の
一
節
で
あ
る
。

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
社
会
主
義
は
、
こ
の
血
縁
感
情
を
基
盤
と
す
る
。
ウ
ォ

ル
ト
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
い
う
「
振
り
向
く
瞳
の
語
る
こ
と
」―

わ

れ
わ
れ
は
こ
れ
を
理
解
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
の
だ
。
し
か
し
ウ
ォ

ル
ト
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
が
（
宇
宙
的
な
熱
情
、
は
ち
切
れ
ん
ば
か
り
の

ず
う
ず
う
し
い
ロ
マ
ン
主
義
、
普
遍
的
友
愛
に
対
す
る
抒
情
的
崇
拝
に

よ
っ
て
）
こ
の
種
の
肉
感
的
な
透
視
力
を
拡
散

0

0

に
向
け
て
用
い
よ
う
と

努
め
る
の
に
対
し
、
今
日
の
血
縁
感
情
主
義
者
が
そ
の
透
視
力
に
う
っ

た
え
る
の
は
、
凝
集

0

0

を
高
め
る
た
め
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
一

九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
の
預
言
者
は
、
こ
の
透
視
力
を
使
っ
て
、
ど
ん
な

0

0

0

人
の
頭
に
も
（
そ
の
人
が
「
直
立
」
し
「
人
間
」
と
認
め
ら
れ
れ
ば
）

思
慮
深
い
瞳
を
向
け
、
そ
こ
に
「
振
り
向
く
瞳
の
語
る
こ
と
」
を
解
読

す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
し
か
し
こ
の
新
し
い
ド
イ
ツ
の
血
縁
の
神
秘
の

信
者
た
ち
は
、
こ
の
偉
大
な
革
命
的
な
感
傷
的
ロ
マ
ン
主
義
者
の
目
的

0

0

と
は
反
対
の

0

0

0

0

0

目
的
の
た
め
に
、
人
間
の
身
体
に
う
っ
た
え
る
〔
…
…
〕。

〔
…
…
〕
血
縁
感
情
の
教
義
は
、
同
一
の
人
種
と
文
化
に
属
す
る
人
々

が
身
体
的
な
引
き
つ
け
合
い
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
密
接
に

0

0

0

0

0

0

0

寄
り
集
ま
る

こ
と
を
望
む
。
こ
れ
は
真
の
身
体
的
な
連
帯
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

動
脈
と
筋
肉
に
お
け
る
、
ま
た
神
経
器
官
に
お
け
る
同
一
の
律
動―

こ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
熱
情
的
な
排
他
性

0

0

0

を
、
同
質
的
な
社
会

の
枠
組
み
を
、
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
友
愛
の
境
界
内
に
い

れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
異
物
の
侵
入
か
ら
守
ら
れ
た
状
態
で
暮
ら
せ
る
だ

ろ
う
〔
…
…
〕。（Lew

is, H
itler 106-107

〔
強
調
は
原
文
〕）

こ
こ
に
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
的
共
感
（「
振
り
向
く
瞳
の
語
る
こ
と
」
を

「
理
解
す
る
」
こ
と
）
の
二
律
背
反
が
き
わ
め
て
純
粋
な
形
で
現
れ
て
い

る
。
定
立

：

共
感
は
「
拡
散
」
す
る
。
反
定
立

：

共
感
は
「
凝
集
」
す
る
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
の
共
感
が
「
人
々
」
を
結
び
付
け
る
原
理
、
ホ
イ
ッ
ト

マ
ン
の
い
う
「
魅
き
つ
け
あ
う
愛
着adhesiveness

」
で
あ
る
こ
と
を

ふ
ま
え
れ
ば
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
い
い
か
え
ら
れ
る
。
定
立

：

共
感
の

生
み
出
す
人
々
の
集
合
は
普
遍
的
で
あ
る
（
共
感
は
「
宇
宙
的
」「
普
遍

的
」
で
あ
り
、「
す
べ
て
」
を
め
ざ
す
）。
反
定
立

：

共
感
の
生
み
出
す

人
々
の
集
合
は
特
殊
的
で
あ
る
（
共
感
は
「
同
一
の
人
種
と
文
化
」
と
い

う
「
特
殊
な
生
活
世
界
」
の
基
盤
で
あ
り
、
そ
の
内
側
で
の
み
作
用
す

る
）。
こ
こ
で
は
、
通
常
は
相
容
れ
な
い
二
つ
の
運
動
（
拡
散
と
凝
集
）

あ
る
い
は
二
つ
の
レ
ベ
ル
（
普
遍
性
と
特
殊
性
）
の
短
絡
が
起
こ
っ
て
い
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る
。
た
と
え
て
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
る
で
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
的
共
感
と

い
う
名
の
メ
ー
ビ
ウ
ス
の
帯
の
上
を
歩
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
の
だ
。
凝

集
＝
特
殊
性
か
ら
出
発
し
た
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
帯
の
上
を
進
む
う
ち
に
、

そ
の
裏
側
、
拡
散
＝
普
遍
性
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、「
ド
イ

ツ
」
を
出
発
し
た
わ
れ
わ
れ
は
、
大
西
洋
の
反
対
側
「
ア
メ
リ
カ
」
に
達

す
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
意
味
で
、
ル
イ
ス
に
お
け
る
大
西
洋
と
は
、

普
遍
と
特
殊
の
ギ
ャ
ッ
プ
、
共
感
の
メ
ー
ビ
ウ
ス
の
帯
の
ね
じ
れ
に
付
け

ら
れ
た
名
前
で
あ
る
。

　

凝
集
＝
特
殊
性
と
拡
散
＝
普
遍
性
は
、
帯
の
裏
と
表
の
よ
う
に
け
っ
し

て
交
わ
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
確
か
に
同
じ
帯
（
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
的
共
感
）

の
上
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
定
立
と
反
定
立
は
、
共
感
そ
の
も
の
に
お
い

て
媒
介
さ
れ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
二
律
背
反
、
綜
合
不
可
能

な
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
共
感
そ
の
も
の
に
構
造
的
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
す
こ

し
説
明
を
加
え
よ
う
。
私
は
、
共
感
の
二
律
背
反
は
「
知
性
」
に
よ
る
共

感
の
誤
使
用
か
ら
生
ず
る
と
い
っ
た
。
そ
れ
は
こ
こ
で
も
変
わ
ら
な
い
。

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
は
「
身
体
的
な
引
き
つ
け
合
い
」
で
あ
る
共
感
を
、
そ
の

「
引
き
つ
け
合
い
」
の
及
ば
な
い
領
域
（「
宇
宙
」）
に
ま
で
拡
張
し
よ
う

と
す
る
。
そ
れ
は
身
体
で
は
な
く
「
知
性
」
の
は
た
ら
き
に
よ
る
以
外
に

な
い
。
共
感
と
知
性
的
な
も
の
と
の
「
結
合
」
は
、
ル
イ
ス
の
テ
ク
ス
ト

で
は
、
は
か
ら
ず
も
「
解
読
す
る
」
と
い
う
動
詞
に
現
れ
て
い
る
。「
瞳

の
語
る
こ
と
」
を
「
解
読
」
で
き
る
の
は
身
体
で
は
な
い
。「
知
性
」
で

あ
る
。
し
か
し
、
凝
集
的
共
感
も
「
知
性
」
を
必
要
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
こ
で
も
「
瞳
の
語
る
こ
と
」
を
「
理
解
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
」
い

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
語
り
」
と
は
言
葉
で
あ
り
、「
知
性
」
な

く
し
て
言
葉
の
「
理
解
＝
解
読
」
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ル
イ
ス
に
よ
る
凝
集
的
共
感
の
記
述
に
お
い
て
は
、
身
体
の
機
能
だ

け
が
執
拗
に
強
調
さ
れ
、「
知
性
」
の
は
た
ら
き
は
完
全
に
無
視
さ
れ
て

い
る
。
そ
う
、
そ
れ
は
括
弧
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
括
弧
入
れ
は
「
知
性
」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

よ
っ
て
凝
集
的
共
感
は
「
知
性
」
な
し
に
は
成
立
し
え
な
い
。
こ
の
よ
う

に
共
感
は
、
そ
れ
を
定
立
・
反
定
立
ど
ち
ら
に
お
い
て
規
定
し
よ
う
と
、

そ
れ
自
体
「
知
性
」
と
身
体
の
根
源
的
な
解
消
不
可
能
な
敵
対
関
係
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
も0―

違
う
意
味
は
、

論
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
明
ら
か
に
な
る―

「
特
殊
な
生
活
世
界
」
の

基
盤
で
あ
る
共
感
は
、
ま
さ
に
「
そ
の
特
殊
性
の
側
面
と
そ
の
普
遍
性
の

側
面
と
に
分
裂
す
る
」。

　

ル
イ
ス
は
、
こ
の
共
感
に
お
け
る
「
存
在
論
的
な
」
ギ
ャ
ッ
プ
を
、
共

感
に
対
す
る
二
つ
の
視
座
の
あ
い
だ
の
「
認
識
論
的
な
」
移
動
に
よ
っ
て

得
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
移
動
は
、
大
西
洋
横
断
的
（
ト
ラ
ン
ス

ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
）
な
形
を
と
る
。「
ド
イ
ツ
」（
ヒ
ト
ラ
ー
）
か
ら
み

れ
ば
共
感
は
凝
集
的
に
み
え
、「
ア
メ
リ
カ
」（
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
）
か
ら
み

れ
ば
共
感
は
拡
散
的
に
み
え
る
、
と
い
う
ふ
う
に
。
し
か
し
、
こ
の
差
異
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を
、
同
じ
も
の
を
複
数
の
視
点
、
立
場
か
ら
み
れ
ば
異
な
っ
て
み
え
る
と

い
っ
た
主
観
的
、
観
察
的
な
差
異
に
還
元
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
共
感

の
「
認
識
論
的
」
差
異
は
、
あ
く
ま
で
そ
の
「
存
在
論
的
」
差
異
の
反
映

な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
い
ま
確
認
し
た
よ
う
に
、
他
な
ら
ぬ
ル
イ

ス
自
身
の
テ
ク
ス
ト
が
語
っ
て
い
る
こ
と
な
の
だ
。
こ
の
意
味
で
共
感
に

関
す
る
ル
イ
ス
の
思
考
は
、
ジ
ジ
ェ
ク
流
に
い
え
ば
、
き
わ
め
て
「
視
差

（
パ
ラ
ラ
ッ
ク
ス
）」
的
で
あ
る（

4
）。
し
か
し
、
ル
イ
ス
は
、
こ
の
大
西
洋

横
断
的
な
視
差
（
ト
ラ
ン
ス
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
パ
ラ
ラ
ッ
ク
ス
）
と

い
う
自
ら
の
明
察
を
、
最
終
的
に
は
捨
て
て
し
ま
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
共

感
の
二
律
背
反
の
定
立
と
反
定
立
の
ど
ち
ら
が
真
か
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
れ
は
決
定
不
可
能
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
も
偽
だ
か
ら

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
共
感
は
拡
散
的
で
あ
る
」
と
い
お
う
と
「
凝
集
的

で
あ
る
」
と
い
お
う
と
、
そ
も
そ
も
そ
こ
で
前
提
と
さ
れ
て
い
る
共
感
お

よ
び
共
感
的
世
界
が
、
定
位
の
場
合
は
「
知
性
」
の
誤
謬
に
よ
っ
て
、
反

定
位
の
場
合
は
「
知
性
」
の
も
た
ら
す
悪
循
環
に
よ
っ
て
、
不
可
能
で
あ

る
（
成
立
し
な
い
）
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ル
イ
ス
は
、
定
立
を
偽
と

し
て
、
反
定
立
を
真
と
し
て
位
置
づ
け
て
し
ま
う
。
そ
し
て
こ
の
二
律
背

反
を
一
連
の
単
純
な
美
学
的
、
経
済
学
的
、
文
化
的
二
項
対
立
に
還
元
し

て
し
ま
う
。
ソ
フ
ト
／
ハ
ー
ド
、
ロ
マ
ン
主
義
／
古
典
主
義
、
貸
付
資
本

／
小
資
本
、
ジ
ャ
ズ
／
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
…
…
と
い
う
ふ
う
に
（
こ
の
一

連
の
二
項
対
立
に
お
い
て
は
、
前
項
が
定
立
の
、
後
項
が
反
定
立
の
置
き

換
え
で
あ
る
）。
ウ
ィ
ン
ダ
ム
・
ル
イ
ス
の
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
と
い
う
も

の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
も
っ
と
も
純
粋
な
形
は
こ
こ
に
あ
る
。
ル
イ

ス
は
単
に
ヒ
ト
ラ
ー
を
称
賛
し
た
か
ら
、
あ
る
い
は
一
連
の
二
項
対
立
の

後
項
を
擁
護
し
た
か
ら
フ
ァ
シ
ス
ト
な
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、

共
感
の
二
律
背
反
、
視
差
的
ギ
ャ
ッ
プ
を
解
消
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
ナ

シ
ョ
ナ
ル
な
社
会
主
義
」
を
「
内
部
か
ら
か
き
乱
す
」「
普
遍
性
の
立
ち

現
れ
」
を
抑
圧
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
フ
ァ
シ
ス
ト
な
の
で
あ
る（

5
）。

　

こ
の
よ
う
に
ル
イ
ス
の
テ
ク
ス
ト
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
問
題
を
普
遍
性

の
問
題
と
つ
な
げ
て
思
考
す
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
強
い
る
。
そ
し
て
わ

れ
わ
れ
を
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
は
「
普
遍
性
の
立
ち
現
れ
」
の
抑
圧
で
あ
る

と
い
う
結
論
に
導
い
て
い
く
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
そ
れ
が
普
遍
性

の
「
立
ち
現
れ
」
の
抑
圧
で
あ
っ
て
、
単
な
る
普
遍
性
の
抑
圧
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
普
遍
性
が
抑
圧
の
対
象
た
り
う
る

対
象
、
す
な
わ
ち
積
極
的
な
事
象
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

普
遍
性
は
肯
定
し
た
り
否
定
し
た
り
で
き
る
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
て
私
が
主
張
し
た
い
の
は
、
普
遍
性
は
肯
定
も
否
定
も
で
き
な
い

よ
う
な―

「
あ
る
」
と
も
「
な
い
」
と
も
判
断
で
き
な
い
、「
な
い
」

も
の
と
し
て
「
あ
る
」
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い―

「
立
ち
現
れ
」
方

を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

私
は
そ
の
こ
と
を
、
他
な
ら
ぬ
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
、
ル
イ
ス
が
「
ナ

シ
ョ
ナ
ル
な
社
会
主
義
」
を
原
理
的
に
説
明
す
る
う
え
で
言
及
せ
ざ
る
を
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え
な
か
っ
た
テ
ク
ス
ト
を
通
じ
て
示
し
た
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
は
ま
ず
、

ジ
ジ
ェ
ク
に
よ
る
普
遍
性
の
規
定
を
、
角
度
を
変
え
て
読
み
直
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。
よ
く
読
め
ば
、
そ
れ
が
普
遍
性
の
規
定
で
あ
る
と
同
時
に

特
殊
世
界
の
規
定
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
後
者
の
規
定
が
二
律
背
反
的
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
ず
、
普
遍
性
は
特
殊
世
界
の
「
外
部
に
あ
る
の

で
は
な
い
」。
つ
ま
り
、
特
殊
世
界
に
含
ま
れ
な
い
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
そ
の
外
部
・

例
外
と
し
て
の
普
遍
性
）
は
存
在
し
な
い

0

0

0

0

0

0

。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
普
遍
性

は
特
殊
世
界
の
「
内
部
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
」。
つ
ま
り
特
殊
世
界
に
お

い
て
は
、
す
べ
て
が
特
殊
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、

彼
は
い
つ
も
の
表
現
を
使
っ
て
こ
う
い
え
た
は
ず
で
あ
る
。
普
遍
性
と
は

「
特
殊
な
生
活
世
界
の
な
か
に
あ
っ
て
そ
れ
以
上
も
の
」（
特
殊
世
界
の

「
疎-

密
的
」
な
核
、
対
象
ａ
）、
あ
る
い
は
「
特
殊
な
生
活
世
界
の
部
分

で
は
な
い
部
分
〔
非
部
分
の
部
分
〕」（
普
遍
的
単
独
性
）
で
あ
る
、
と
。

も
う
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ジ
ジ
ェ
ク
は
こ
こ
で
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
の
有

名
な
「
性
別
化
」
の
定
式
に
お
け
る
「
女
性
の
側
」
の
定
式―

「
フ
ァ

ル
ス
の
作
用
を
受
け
て
い
な
い
Ｘ
は
一
つ
も
存
在
し
な
い
」「
す
べ
て
の

Ｘ
が
フ
ァ
ル
ス
の
作
用
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」―

を
用
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
共
感
か
ら
真
の
普
遍
性
が
出
来
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
明
確
化
す
る
う
え
で
、
こ
れ
以
上
有
効
な
枠
組
み
は
な
い
。
そ
の
普

遍
性
は
、
こ
の
定
式
を
満
た
す
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る（

6
）。
つ
ま
り

「
フ
ァ
ル
ス
」
を
知
性
的
共
感
に
置
き
換
え
、「
Ｘ
」
に
身
体
な
り
主
体
な

り
を
代
入
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
共
感
的
知
性
の
二
律
背
反
、
つ
ま
り

は
、
普
遍
性
の
出
来
の
条
件
が
得
ら
れ
る
の
だ
。
定
立

：

知
性
的
共
感
の

作
用
を
受
け
て
い
な
い
身
体
・
主
体
は
一
つ
も
存
在
し
な
い
。
反
定
立

：

す
べ
て
の
身
体
・
主
体
が
知
性
的
共
感
の
作
用
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。

　

こ
れ
で
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
を
（
ロ
レ
ン
ス
と
ル
イ
ス
に
逆
ら
っ
て
）
読
む

準
備
は
、
最
低
限
、
整
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
鍵
と
な
る
テ
ク
ス
ト
は

も
ち
ろ
ん
、
ロ
レ
ン
ス
が
そ
こ
か
ら
「
民
主
主
義
」
の
理
想
を
引
き
出
し
、

ル
イ
ス
が
そ
こ
か
ら
「
振
り
向
く
瞳
の
語
る
思
い
」
と
い
う
詩
句
を
引
用

し
た
詩
「
大
道
の
歌
」
で
あ
る
。
と
く
に
そ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
「
二
」
は
、

共
感
の
原
理
が
こ
の
う
え
な
く
明
確
に
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
全
文
引
用

す
る
に
値
す
る
。

き
み
、
わ
た
し
が
乗
り
だ
し
て
見
ま
わ
す
道
路
よ
、
き
み
は
こ
こ
に
あ

る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
と
、
わ
た
し
は
信
ず
る
。

多
く
の
見
え
な
い
も
の
も
ま
た
こ
こ
に
あ
る
の
だ
と
、
わ
た
し
は
信
ず

る
。

こ
こ
に
は
受
け
入
れ
る
と
い
う
深
い
教
訓
が
あ
り
、
選
り
好
み
も
な
け

れ
ば
、
拒
絶
も
な
い
、

縮
れ
毛
の
頭
の
黒
人
も
、
重
罪
犯
人
も
、
病
人
も
、
無
知
文
盲
の
者
も
、
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拒
ま
れ
る
こ
と
が
な
い
。

出
産
、
医
師
へ
の
急
な
使
い
、
乞
食
の
放
浪
、
飲
ん
だ
く
れ
の
千
鳥
足
、

機
械
工
た
ち
の
笑
い
興
ず
る
一
団
、

家
出
し
た
若
者
、
金
持
ち
の
車
、
洒
落
者
、
駆
落
ち
す
る
男
女
、

朝
早
く
の
市
場
の
商
人
、
霊
柩
車
、
町
へ
の
家
具
の
引
越
し
、
町
か
ら

の
帰
り
、

こ
れ
ら
は
通
り
す
ぎ
、
わ
た
し
も
通
り
す
ぎ
、
ど
ん
な
も
の
も
通
り
す

ぎ
、
何
ひ
と
つ
制
止
さ
れ
る
も
の
は
な
い
、

受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
は
何
も
な
く
、
わ
た
し
に
と
っ
て
親
し
み
も

て
ぬ
も
の
は
何
も
な
い
。 
（W

hitm
an 179

）（7
）　

一
見
す
る
と
、
こ
こ
に
は
途
方
も
な
い
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
冒

頭
で
は
「
き
み
＝
大
道
」
に
何
か
が
欠
け
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
が
、

し
か
し
最
後
に
は
「
大
道
」
に
は
何
も
欠
け
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
が
断
言
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
読
解
不

可
能
に
も
み
え
る
不
可
解
さ
に
ど
う
対
処
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
ホ
イ
ッ
ト

マ
ン
の
論
理
に
公
正
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
私
の
答
え
で
あ
る
。
そ
う
す

れ
ば
、
矛
盾
と
み
え
た
も
の
は
一
貫
し
た
論
理
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
見
た
目
の
不
可
解
さ
は
「
普
遍
性
の
立
ち
現
れ
」

の
ま
と
う
テ
ク
ス
ト
性
と
し
て
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
に
は
、
今
導
い
た
ば
か
り
の
二
律
背
反
が
き
わ
め
て
純
粋
な
形
で

現
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か（

8
）。
ル
イ
ス
も
い
う
よ
う
に
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン

的
共
感
は
他
者
の
「
瞳
の
語
る
こ
と
」
を
理
解
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
す
べ
て
の
共
感
は
「
瞳
」
を
見
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
共

感
は
確
か
に
あ
る
種
の
「
透
視0

力second-sight

」（
ル
イ
ス
）
な
の
で

あ
る
。
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
い
う
「
大
道
」
と
は
、
こ
の
透
視
力
が
発
揮
さ

れ
る
場
で
あ
る
（「
わ
た
し
が
乗
り
だ
し
て
見
ま
わ
す

0

0

0

0

道
路
よ
」）。
重
要

な
の
は
、
共
感
に
は
限
界
が
な
い
こ
と
、
共
感
を
外
側
か
ら
限
界
づ
け
る

も
の
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
は
何
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
い

0

0

」
の
だ
。
こ
れ
は
先
の
定
立
（「
知
性
的
共
感
の
作
用
を
受
け
て
い

な
い
身
体
・
主
体
は
一
つ
も
存
在
し
な
い
」）
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
限
界
・
例
外
の
欠
如
は
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
共
感
的
世
界

の
絶
対
的
全
体
性―

「
す
べ
て
」
と
し
て
の
「
宇
宙
」
あ
る
い
は
「
同

一
の
人
種
や
文
化
」
の
よ
う
な
「
一
な
る
も
の
」―

を
形
成
し
え
な
い
。

こ
う
し
た
「
す
べ
て
」
や
「
一
な
る
も
の
」
は
、
す
べ
て
の

0

0

0

0

共
感
の
対
象

が
同
時
に

0

0

0

存
在
し
、
一
挙
に

0

0

0

把
握
さ
れ
な
け
れ
ば―

「
す
べ
て
＝
全

体
」
を
俯
瞰
で
き
る
、
特
殊
世
界
の
「
上
部
」
を
設
定
し
な
け
れ
ば―

成
立
し
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
成
立
条
件
は
、
共
感
の
原
則
そ
の
も
の

と
相
容
れ
な
い
。
共
感
は
、「
通
り
す
ぎ
る
」
者
同
士
の
あ
い
だ
で
、
そ

の
都
度
そ
の
都
度
、
そ
の
場
そ
の
場
で
、
そ
の
時
そ
の
時
、
生
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。「
黒
人
」
か
ら
「
町
か
ら
の
帰
り
〔
の
人
〕」
ま
で
、
共
感

の
対
象
を
一
つ
一
つ
数
え
上
げ
る
こ
の
詩
の
身
振
り
は
、
ま
さ
に
こ
の
共
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感
の
原
理
を
遂
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
発
生
を
ど
こ
ま
で
追
っ
て

い
っ
て
も
共
感
は
終
点
、「
す
べ
て
」
に
達
す
る
こ
と
は
な
い
。
要
す
る

に
、
共
感
の
規
則
が
遵
守
さ
れ
る
と
き
に
は
、
す
べ
て
の
対
象
が
共
感
の

対
象
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
し
た
が
っ
て
共
感
の
場
で
あ
る
「
大

道
」
が
「
こ
こ
に
あ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（you are not all that 

is 
here

）」
状
態
に
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
ま
さ
に
先
の

反
定
立
が
述
べ
る
「
非-

全
体not-all

」
の
定
式
が
成
り
立
つ
の
だ

（「
大
道
」
に
お
い
て
は
「
す
べ
て
の
身
体
・
主
体
が
知
性
的
共
感
の
作
用

を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」）。

　

で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
詩
の
ど
こ
に
「
普
遍
性
の
立
ち
現
れ
」
を
見

出
す
べ
き
な
の
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
に
は
次
の
点
を
銘
記
す
る
必
要

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
特
殊
世
界
に
「
立
ち
現
れ
る
」
普
遍
性
は
「
対
自
の

状
態
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
ジ
ジ
ェ
ク
は
「
即
自
の
状
態
」

の
普
遍
性
と
い
う
も
の
を
暗
黙
に
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

何
を
意
味
す
る
の
か
。
普
遍
性
は
、
そ
の
「
即
自
（
そ
れ
自
体
に
お
い

て
）」
か
ら
「
対
自
（
そ
れ
自
体
に
対
し
て
）」
へ
の
移
行
に
お
い
て
「
立

ち
現
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
詩
に
お
い
て
、
普
遍
性
は
二
つ
の
次
元
の
あ
い
だ
を
移
行
し
て
い

る
。
共
感
的
知
性―

共
感
の
知
性
的
性
格
は
い
み
じ
く
も
「
教
訓
」
と

い
う
言
葉
に
現
れ
て
い
る―

が
「
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
は
何
も
な

い
」
と
い
う
原
則
を
遵
守
し
、
一
つ
一
つ
「
瞳
の
語
り
」
を
理
解
し
て
い

く
と
き
、
そ
れ
は
確
か
に
普
遍
的
な
も
の
へ
向
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

普
遍
性
は
い
ま
だ
潜
在
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
共
感
的
知
性
は
お
の
が

運
命
を
知
ら
な
い
。
私
は
、
こ
れ
が
「
即
自
」
の
状
態
に
あ
る
普
遍
性
に

対
応
す
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
い
ま
だ
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
概
念
（「
す

べ
て
」「
宇
宙
」
の
不
可
能
性
）
に
到
達
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
で
の
普
遍

性
で
あ
る
。
し
か
し
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
共
感
的
知
性
は
普
遍
に
到

達
し
え
な
い
。
普
遍
性
と
は
そ
の
意
味
で
、
究
極
的
に
は
普
遍
性
の
失
敗

の
こ
と
で
あ
る
。
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
失
敗
が
共
感
的
知
性
に

と
っ
て
外
的
な
制
限
に
よ
っ
て
起
こ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
失

敗
は
、
共
感
的
知
性
そ
れ
自
体
の
内
的
条
件―

例
外
・
限
界
の
な
さ

―

に
よ
っ
て
起
こ
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
感
的
知
性
が
こ
の
失
敗
を
認

識
す
る
瞬
間
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
い
か
え
れ
ば
、
普
遍
性
が
そ
の
本
質

（
不
可
能
性
）
に
ふ
さ
わ
し
い
概
念
を
通
じ
て
自
ら
に
向
き
合
う―

普

遍
性
が
「
対
自
の
状
態
」
に
い
た
る―

瞬
間
（
普
遍
性
の
第
二
の
次

元
）
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
共
感
的
知
性
（「
透
視
力
」）
の
限
界

が
共
感
的
世
界
（「
大
道
」）
の
「
内
部
に
刻
印
さ
れ
る
」
瞬
間
と
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
詩
に
は
こ
の
瞬
間
が
書
き
込
ま
れ
て
い
な
い
だ

ろ
う
か
。「
多
く
の
見
え
な
い
も
の
も
ま
た
こ
こ
に
あ
る
の
だ
（m

uch 

unseen is also here

）
と
、
わ
た
し
は
信
ず
る
」。「
見
え
な
い
も
の
」

と
は
、
ま
さ
に
「
透
視
力
」
と
し
て
の
共
感
の
限
界
を
し
る
す
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
大
道
」
の
外
部
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
内
部
、
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「
こ
こ
に
」
あ
る
。「
わ
た
し
」
と
い
う
共
感
的
知
性
は
、
こ
の
「
こ
こ
に

あ
る
」「
見
え
な
い
も
の
」
を
通
じ
て
、「
大
道
」
の
な
か
に
あ
る
「
大

道
」
以
上
の
も
の
、「
大
道
」
の
一
部
で
は
な
い
部
分
、
つ
ま
り
は
「
対

自
の
状
態
に
あ
る
」
普
遍
性
の
「
立
ち
現
れ
」
に
出
会
っ
て
い
る
の
で
あ

る（
9
）。

　

以
上
か
ら
、
ロ
レ
ン
ス
と
ル
イ
ス
が
そ
れ
ぞ
れ
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
を
ど
う

誤
読
し
た
か
、
彼
に
対
し
て
ど
う
公
正
で
な
か
っ
た
か
が
明
ら
か
と
な
る
。

両
者
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
的
共
感
が
「
す
べ
て
」「
一
な
る
も
の
」
に
は

到
達
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
逃
し
た
。
ロ
レ
ン
ス
い
わ
く
、「
宇
宙

は
〔
…
…
〕
つ
ま
る
と
こ
ろ
〔
す
べ
て
を
加
え
た
あ
げ
くadds up to

〕

一
つ
に
な
る
。〔
…
…
〕
そ
れ
が
ウ
ォ
ル
ト
だ
」（Law
rence 175

）。
一

方
、
ル
イ
ス
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
的
共
感
に
よ
っ
て
「
一
な
る
も
の
」

（「
同
一
の
人
種
と
文
化
」）
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
。
ど
う
し
て
そ
ん
な

こ
と
が
可
能
に
な
る
の
か
。
そ
れ
は
ル
イ
ス
が
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
こ
だ

わ
っ
た
、
あ
の
共
感
の
無
限
の
足
し
算
、「
非-

全
体
」
と
し
て
の
普
遍

性
を
生
み
出
す
あ
の
足
し
算
を
無
視
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ル
イ
ス
に
と
っ

て
共
感
は
、
動
脈
、
筋
肉
、
神
経
器
官
に
お
け
る
「
同
一
の
律
動
」
と
し

て
あ
る
。
そ
れ
は
も
は
や
「
透
視
力
」
を
必
要
と
し
な
い
。
一
つ
一
つ

「
瞳
の
語
り
」
を
理
解
す
る
と
い
う
終
わ
り
な
き
営
み
は
、
も
は
や
必
要

と
さ
れ
な
い
。
身
体
は
、
身
体
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
つ
ね
に
す
で

に
、
人
種
・
文
化
を
同
じ
く
す
る
他
の
身
体
と
「
同
一
の
律
動
」
に
よ
っ

て
束
ね
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
、「
一
な
る
も
の
」
を
不
可
能
に
す
る
は
ず
の
、
あ
の
「
見
え
な

い
」
が
「
こ
こ
に
あ
る
」
内
的
限
界
は
ど
こ
に
い
っ
た
の
か
。
ル
イ
ス
は
、

そ
れ
を
「
こ
こ
に
な
い
」（
外
的
な
）「
見
え
る
も
の
」（
実
体
）
に
変
換

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
彼
の
次
の
言
葉
に
あ
ら
た
め
て
注
目
し
よ
う
。

「
同
一
の
律
動
〔
…
…
〕
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
熱
情
的
な
排
他
性

0

0

0

を
、

同
質
的
な
社
会
の
枠
組
み
を
、
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
友
愛
の

境
界
内
に
い
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
異
物
の
侵
入
か
ら
守
ら
れ
た
状
態
で
暮

ら
せ
る
だ
ろ
う
」。
こ
の
「
異
物
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
ル
イ
ス
自
身
は

そ
れ
を
「
自
分
と
は
別
の
異
質
な
文
化
」
と
し
て
規
定
し
て
い
る
が
、
そ

れ
は
お
か
し
い
。
ル
イ
ス
の
い
う
通
り
人
種
共
感
が
「
凝
集
」
す
る

（「
拡
散
」
し
な
い
）
の
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
文
化
は
他
の

文
化
に
「
侵
入
」
し
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。「
侵
入
」
す
る
も
の
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
文
化
を
横
断
す
る
も
の
、
つ
ま
り
、
外
的
に
実

体
化
さ
れ
た
限
り
で
の
拡
散
的
、
普
遍
的
共
感
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

る
な
ら
、「
同
一
の
律
動
」
が
「
排
他
性
」
を
与
え
る
と
い
う
の
も
お
か

し
い
。
む
し
ろ
そ
れ
と
は
逆
に
、「
一
な
る
も
の
」
と
し
て
の
特
殊
世
界

の
同
一
性
は
、
そ
の
内
的
な
外
傷
的
な
核
（
普
遍
へ
の
欲
動
）
を
外
部
化
、

排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。「
ナ
シ
ョ

ナ
ル
な
社
会
主
義
」
を
支
え
る
原
理
で
あ
る
と
同
時
に
そ
れ
を
「
内
部
か

ら
か
き
乱
す
」
は
ず
の
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
的
普
遍
性
が
、
前
者
に
と
っ
て
の



言語社会　第 5号　　58

外
的
な
障
害
に
変
え
ら
れ
、
す
で
に
ふ
れ
た
一
連
の
二
項
対
立
の
否
定
的

な
項
の
側
に
還
元
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　

ル
イ
ス
は
一
九
三
九
年
に
『
ヒ
ト
ラ
ー
崇
拝
』
を
書
き
、
反
ナ
チ
の
立

場
を
表
明
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ナ
チ
に
対
す
る
根
源
的
な
批
判
に
な

り
え
て
い
な
い（

10
）。『
ヒ
ト
ラ
ー
崇
拝
』
に
お
い
て
も
、
興
味
深
い
こ
と

に
ヒ
ト
ラ
ー
と
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
強

調
さ
れ
る
の
は
両
者
の
差
異
で
は
な
く
同
一
性
で
あ
る
。「
ウ
ォ
ル
ト
・

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
が
大
西
洋
の
磯
波
に
浸
っ
た
よ
う
に
、
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト

ラ
ー
は
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
音
楽
に
浸
る
」（Lew

is, H
itler Cult 61

）。
両

者
は
視
差
的
な
関
係
、
メ
ー
ビ
ウ
ス
の
帯
の
裏
と
表
の
よ
う
な
関
係
に
あ

る
の
で
は
な
い
。
ル
イ
ス
は
単
に
ヒ
ト
ラ
ー
の
性
格
を
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の

性
格
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ル
イ
ス
は
ワ
ー
グ
ナ
ー

の
音
楽
を
「
音
楽
の
ア
ヘ
ン
」（ 61

）
と
呼
ん
だ
。
つ
ま
り
彼
は
ヒ
ト
ラ

ー
を
あ
る
種
の
ド
リ
ア
ン
・
グ
レ
イ
・
タ
イ
プ
の
人
間―

ア
ヘ
ン
吸
飲

者
、
ワ
グ
ネ
リ
ア
ン
…
…―

と
し
て
描
き
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ル
イ
ス
が
ヒ
ト
ラ
ー
を
「
女
性
的
」
で
「
世
間
一
般
で
い
わ
れ
る
「
芸
術

家
タ
イ
プ
」」
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
（ 78

）、
ワ
ー
グ
ナ
ー
と
ヒ
ト
ラ
ー

を
そ
れ
ぞ
れ
「
時
代
遅
れ
の
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
」「
現
代
風
の
ボ
ル
シ
ェ

ヴ
ィ
キ
」（ 63

）
と
呼
ん
で
両
者
を
同
一
化
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
な

に
よ
り
も
、
ヒ
ト
ラ
ー
を
「
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
」「
退
化
者
」
と
し

て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
ル
イ
ス
に
よ

れ
ば
「
横
柄
な
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
の
暴
君
」（ 78

）
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二

世
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
と
よ
く
似
て
い
る
。「
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
退
化
者
で
あ

っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
社
会
主
義
者
で
あ
っ
た
」（131

）。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
女
性
的
」「
性
的

倒
錯
」「
退
化
」「
共
産
主
義
」
と
い
っ
た
要
素
を
等
号
で
結
ぶ
こ
と
が
、

ナ
チ
的
な
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
言
説
の
レ
ト
リ
ッ
ク
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と

に（
11
）。
ル
イ
ス
は
い
わ
ば
、
言
表

0

0

の
レ
ベ
ル
で
は
反
ナ
チ
的
で
あ
っ
て
も
、

言
表
行
為

0

0

0

0

の
レ
ベ
ル
で
は
き
わ
め
て
ナ
チ
的
な
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
ル
イ
ス
は
、
二
度
あ
や
ま
ち
を
お
か
し
た
こ
と
に
な
る
。

一
度
目
は
『
ヒ
ト
ラ
ー
』
に
お
い
て
、
二
度
目
は
『
ヒ
ト
ラ
ー
崇
拝
』
に

お
い
て
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
あ
や
ま
ち
は
同
じ
レ
ベ
ル
に
は
な
い
。

後
者
に
お
け
る
あ
や
ま
ち
は
、
い
わ
ば
言
表
行
為
の
主
体
が
う
そ
を
つ
い

て
い
る
（
真
実
を
隠
し
て
い
る
）、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
あ
ば

か
れ
る
真
実
に
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
社
会
主
義
」
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
力

は
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
こ
に
ジ
ジ
ェ
ク
の
い
う
「
闘
争
」
に
つ
な

が
る
契
機
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
く
ら
べ
て
、
一
度
目
の
あ
や
ま
ち

は
、
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
意
味
を
も
つ
。『
ヒ
ト
ラ
ー
』
に
お
い
て
ル
イ

ス
が
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
は
「
ど
ん
な

0

0

0

人
の
頭
に
も
〔
…
…
〕「
振
り
向
く

瞳
の
語
る
こ
と
」
を
解
読
す
る
」
と
い
っ
た
と
き
、
彼
、
ル
イ
ス
は
、
確

か
に
潜
在
的
な
普
遍
性
、
即
自
の
状
態
に
あ
る
普
遍
性
を
つ
か
ん
で
い
た
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か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
そ
れ
を
「
立
ち
現
れ
」
さ
せ
る
こ
と
、
対

自
の
状
態
に
移
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
、
誤
っ
た
形
で

「
立
ち
現
れ
」
さ
せ
た
、
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
普
遍
性
を
、

「
こ
こ
に
あ
る
」「
見
え
な
い
も
の
」
で
は
な
く
、「
こ
こ
に
な
い
」「
見
え

る
も
の
」
と
し
て
、
内
的
な
不
可
能
性
で
は
な
く
外
的
な
障
害
と
し
て
具

体
化
し
た
の
で
あ
る
。
ル
イ
ス
は
い
わ
ば
、
正
し
い
ス
テ
ッ
プ

0

0

0

0

0

0

0

を
踏
ん
だ

が
、
そ
の
方
向
を
誤
っ
た

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
か
ら
の
、

「
こ
の
偉
大
な
革
命
的

0

0

0

な
感
傷
的
ロ
マ
ン
主
義
者
」
か
ら
の
、
後
退
以
外

の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
ル
イ
ス
の
ヒ
ト
ラ
ー
論
は
、
こ
の
意
味
で
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
の
有
名
な
格
言
を
引
き
寄
せ
る
。「
あ
ら
ゆ
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
、

革
命
の
失
敗
を
示
す
あ
か
し
で
あ
る
」（12
）。

（
1
）
本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
七
月
十
日
、
一
橋
大
学
で
行

わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「M

odern 
M

ateriality, 
Subjectivity, and M

em
ory: T

heory, Fascism
, 

and 
the 

N
ew

 
D
eal

」（
研
究
科
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
ト
ラ
ン
ス
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」、

科
学
研
究
費
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
冷
戦
期
リ
ベ
ラ
ル

文
化
の
再
検
討
」
共
催
、H

itotsubashi 
Interna-

tional Fellow
 Program

後
援
）
で
読
ま
れ
た
拙

論“T
he T

ransatlantic Parallax V
iew

”

を
も
と

に
し
て
い
る
。

（
2
）
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
ロ
レ
ン
ス
を
、
イ
ギ
リ
ス
の
ホ
イ

ッ
ト
マ
ン
主
義
者
の
系
譜
の
な
か
に
お
お
よ
そ
次
の

よ
う
に
位
置
づ
け
る
。
Ｊ
・
Ａ
・
シ
モ
ン
ズ
と
エ
ド

ワ
ー
ド
・
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
、

「
民
主
主
義
」
を
旨
と
す
る
一
種
の
政
治
形
態
と
し

て
の
男
性
同
性
愛
は
、
ワ
イ
ル
ド
裁
判
に
よ
っ
て
そ

の
説
得
力
を
失
い
、
そ
こ
か
ら
は
「
ロ
レ
ン
ス
の
勝

利
」
が
も
た
ら
さ
れ
た
、
と
い
う
の
も
ロ
レ
ン
ス
は

最
終
的
に
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
を
「
倒
錯
者
」
と
み
な
し

た
か
ら
で
あ
る
、
と
（Sedgw

ick 
216

）。
こ
の
シ

ナ
リ
オ
に
異
論
は
な
い
。
ロ
レ
ン
ス
の
ホ
イ
ッ
ト
マ

ン
に
対
す
る
同
性
愛
嫌
悪
は
、
こ
の
引
用
（
に
あ
る

「
倒
錯
」「
け
が
れ
た
」「
不
健
全
」
な
ど
の
言
葉
）

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
見
逃
せ
な
い
の
は
、

セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
が
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
（
に
対
す
る
愛

憎
）
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
結
び
つ
き
を
示
唆
す
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ル
イ
ス
に
は
一
切
言
及
し
て
い
な

い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼
女
の
枠
組
み
で
は
ル

イ
ス
の
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
論
＝
ナ
チ
ズ
ム
論
を
読
む
こ

と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
な
い
か
。

（
3
）
例
と
し
て
、Badiou

の
パ
ウ
ロ
論
と
、
そ
れ
を
敷

衍
的
に
論
じ
たSantner

の
本
お
よ
びZupancic

の
論
文
、
そ
し
て
「
普
遍
的
単
独
性
」
を
革
命
論
に

援
用
し
たŽižek

のIn D
efense of Lost Causes

を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

（
4
）「
視
差
」
は
、
ジ
ジ
ェ
ク
が
（
そ
の
概
念
を
カ
ン
ト

か
ら
借
り
た
）
柄
谷
行
人
の
『
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
テ
ィ

ー
ク
』
か
ら
借
り
た
概
念
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
大

著T
he 

Parallax 
V
iew

が
生
ま
れ
た
。
し
か
し

「
視
差
」
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
便
宜
上
ジ
ジ
ェ
ク

の
別
の
本
か
ら
と
る
。「「
視
差
」
は
、
一
般
的
な
定

義
に
し
た
が
え
ば
、〔
…
…
〕
観
察
す
る
位
置
の
変

註
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化
に
よ
っ
て
、
対
象
の
位
置
が
ず
れ
た
よ
う
に
み
え

る
こ
と
〔
…
…
〕
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
は

哲
学
的
な
ひ
ね
り
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
観
察
さ

れ
た
差
異
は
〔
…
…
〕
単
に
「
主
観
的
」
な
も
の
で

は
な
い
。
む
し
ろ
〔
…
…
〕
主
体
と
客
体
は
対
象
内

部
に
お
い
て
「
媒
介
」
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、

主
体
の
視
点
に
お
け
る
「
認
識
論
的
」
変
化
は
、
対

象
自
体
に
お
け
る
「
存
在
論
的
」
変
化
を
つ
ね
に
反

映
し
て
い
る
」（Žižek, Living in the E

nd T
im

es 
244

）。

（
5
）
そ
れ
ゆ
え
に
、『
ヒ
ト
ラ
ー
』
に
お
け
る
ホ
イ
ッ
ト

マ
ン
と
ヒ
ト
ラ
ー
の
関
係
を
、
い
わ
ゆ
る
「
原
フ
ァ

シ
ズ
ム
」
の
伝
統
な
い
し
は
系
譜
の
観
点
か
ら
理
解

す
る
こ
と
は
本
質
的
で
は
な
い
。
ル
イ
ス
の
鋭
い
読

み
手
で
あ
る
ヒ
ュ
ー
イ
ッ
ト
も
こ
の
罠
に
か
か
っ
て

い
る
（H

ew
itt 184

を
参
照
）。

（
6
）「
普
遍
的
単
独
性
と
し
て
の
普
遍
と
い
う
バ
デ
ィ
ウ

の
概
念
は
、
ラ
カ
ン
の
非-

全
体not-all

の
概
念
に

き
わ
め
て
近
い
」（Zupancic 295

）。

（
7
）
翻
訳
は
、
木
島
始
編
『
対
訳　

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
詩
集

　―

　

ア
メ
リ
カ
詩
人
選
（
2
）』（
岩
波
書
店
、
一
九

九
七
年
）
六
七―

六
八
頁
に
よ
る
が
、
引
用
者
に
よ

っ
て
一
部
訳
語
が
変
え
ら
れ
て
い
る
。

（
8
）
こ
の
段
落
の
議
論
は
、
カ
ン
ト
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論

か
ら
ラ
カ
ン
の
性
別
化
の
定
式
を
読
解
し
た
コ
プ
チ

ェ
ク
の
仕
事
に
全
面
的
に
負
っ
て
い
る
。Copjec, 

R
ead M

y D
esire

の
第
八
章
を
参
照
。

（
9
）
し
た
が
っ
て
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
教
え
は
、
普
遍
は
無

限
判
断
の
対
象
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。「
普
遍

は
見
ら
れ
るseen

」（
肯
定
判
断
）
と
も
「
普
遍
は

見
ら
れ
な
いnot 

seen

」（
述
語
の
否
定
、
否
定
判

断
）
と
も
い
え
な
い
。「
普
遍
は
非-

見
ら
れunseen

で
あ
る
」（
非-

述
語
の
肯
定
、
無
限
判
断
）
と
い

う
し
か
な
い
の
だ
。
そ
の
意
味
で
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の

「
見
え
な
い
も
の
」
は
、
カ
ン
ト
の
「
叡
智
的
な
も

の
」
に
似
て
い
る
。
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
信
ず
る
」
こ
と
は
で
き
て
も
。
無
限
判
断
に
つ
い

て
はŽižek, T

arrying w
ith the N

egative 108- 
114

の
議
論
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
10
）
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
、『
ヒ
ト
ラ
ー
崇
拝
』
以
降
も

「
ル
イ
ス
に
と
っ
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
、
現
状
に
対
す

る
革
命
的
抵
抗
の
偉
大
な
る
政
治
的
表
現
で
あ
っ

た
」
と
論
じ
て
い
る
（Jam

eson 
183

）。
異
論
は

な
い
。
た
だ
私
の
関
心
は
、
ル
イ
ス
が
最
後
ま
で
フ

ァ
シ
ス
ト
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
彼
の
フ

ァ
シ
ズ
ム
を
視
差
的
に
み
る
こ
と
に
あ
る
。
ル
イ
ス

が
も
っ
と
も
反
フ
ァ
シ
ス
ト
的
で
あ
っ
た
の
は
、
彼

が
も
っ
と
も
フ
ァ
シ
ス
ト
的
で
あ
っ
た
と
き
、『
ヒ

ト
ラ
ー
』
に
お
い
て
ナ
チ
ス
の
「
人
種
共
感
」
を
視

差
的
に
み
て
い
た
と
き
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
。

（
11
）T

hew
eleit 12-13

を
参
照
。

（
12
）Žižek, First as T

ragedy, T
hen as Farce 73

に
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