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れ
る
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
が
〈
他
者
〉
と
の
関
係
を
軸
に
組
織
化
さ
れ
て

き
た
長
い
歴
史
を
持
つ
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
問
い
は
必
然
的
に
、
そ

の
宗
教
全
体
の
あ
り
方
を
も
問
い
直
す
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
問
題
と
な
る
様
々
な
神
秘
的
語
り
に
お
い
て
特
徴
的
な
こ
と
と

は
、
そ
れ
が
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
〈
絶
対
的
な
も
の
＝
解
き
放
た
れ
た

も
の
〉（lʼA

bsolu

）
と
し
て
の
〈
他
者
〉
を
扱
う
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

そ
れ
は
、
い
か
な
る
も
の
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
え
な
い
比
類
な
き
も
の

と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
〈
他
者
〉
と
は
正
確
に
言
述
不
可
能
な

も
の
で
あ
り
、
神
秘
的
語
り
は
必
然
的
に
「
否
定
神
学
」
的
な
言
語
表
現
、

す
な
わ
ち
「〈
他
者
〉
は
〜
で
も
な
く
〜
で
も
な
い
」
と
い
う
否
定
的
言

1
　〈
他
者
〉
の
問
い

　

ミ
シ
ェ
ル
・
ド
・
セ
ル
ト
ー
の
晩
年
の
著
作
『
神
秘
的
寓
話
・
第
一
巻　

一
六
―
一
七
世
紀（

1
）』
を
貫
い
て
い
る
の
は
、〈
神
＝
他
者
〉（lʼA

utre
）

に
つ
い
て
／
へ
と
語
る
と
は
ど
の
よ
う
な
経
験
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
語

る
主
体
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る

（「
寓
話fable

」
は
ラ
テ
ン
語
動
詞
「fari

〔
語
る
こ
と
〕」
に
由
来
す
る
）。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
神
秘
的
諸
言
説
の
歴
史
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
自

身
も
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
セ
ル
ト
ー
に
と
っ
て
、
そ
の
問
い
は
、

彼
の
生
そ
の
も
の
に
関
わ
る
き
わ
め
て
重
大
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

論
説

「
幽
霊
の
神
学
」、
あ
る
い
は
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
・
セ
ル
ト
ー
に
お
け
る

〈
他
者
〉
の
問
題
に
つ
い
て

須
納
瀬
淳
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ら
の
試
み
を
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。「〈
一
者
〉
は
、
も
は
や
そ
こ
に
い

な
い
。「
彼
ら
は
そ
れ
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
、
い
く
つ
も
の
神
秘
的

な
歌
は
述
べ
る
。〔
…
…
〕
お
そ
ら
く
、
幽
霊
の
神
学
は
、
そ
れ
が
消
失

し
た
と
こ
ろ
と
は
別
な
場
面
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
再
出
現
す
る
の
か

を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
神
学
は
、
こ
の
新
し
い
身

分
に
つ
い
て
の
理
論
で
あ
ろ
う（

4
）」。

　

こ
の
一
見
し
て
奇
妙
な
「
神
学
」
に
よ
れ
ば
、
比
類
な
き
〈
一
者
〉
は

す
で
に
不
在
で
あ
り
、
神
秘
的
語
り
に
お
い
て
「
幽
霊
」
と
し
て
回
帰
し

て
く
る
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
「
或
る
欠
如
し
た
も
の
が
書
か
し
め

る（
5
）」
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
幽
霊
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
少
な

く
と
も
言
え
る
の
は
、
幽
霊
と
は
、
そ
れ
が
〈
一
者
〉
の
よ
う
に
見
え
る

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
も
、
そ
れ
そ
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
よ
う
な
何
か
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
幽
霊
と
は
曖
昧
な
形
象
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の

世
界
に
お
い
て
現
前
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
か
と
い
っ
て
そ
こ
に
完
全

に
不
在
で
あ
る
と
も
断
言
し
難
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ

の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
も
の
を
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
幽
霊
と
呼
ぶ
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
不
在
と
現
前
と
い
う
区
別
に
よ

っ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
場
、
そ
の
よ
う
な
区
別
の
〈
彼
方
〉
に
、

そ
の
住
処
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
現
時
点

で
為
し
う
る
推
察
に
過
ぎ
な
い
。

　

と
は
い
え
セ
ル
ト
ー
が
神
秘
学
か
ら
導
き
だ
し
た
「
理
論
」
の
独
自
性

辞
の
積
み
重
ね
と
い
う
様
相
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。

　

ま
た
、
そ
れ
ら
の
語
り
は
歴
史
的
状
況
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
ら
は
中
世
の
末
期
、
教
会
的
諸
制
度
の
権
力
が
強
化
さ
れ
神

学
的
知
が
専
有
化
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
へ
と
応
じ
る
形
で
生
じ
、〈
啓
蒙
〉

の
時
代
が
始
ま
る
と
と
も
に
消
滅
し
て
ゆ
く
（「
寓
話
」
は
〈
啓
蒙
〉
に

と
っ
て
の
「
虚
構
」
で
も
あ
る
）。
そ
の
消
滅
の
原
因
は
、
セ
ル
ト
ー
の

考
え
に
よ
る
と
、
そ
れ
ら
の
語
り
の
対
象
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
も
そ

も
〈
他
者
〉
は
、
そ
の
性
質
上
、
知
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
一
七
世
紀
に
「
神
秘
学la 

m
ystique

（
2
）」

と
い
う
名
称
が
生
ま
れ
る
と
と
も
に
、
様
々
な
語
り
を
統
一
す
る
一
つ
の

「
学
問science

」
が
構
想
さ
れ
た
ま
さ
に
そ
の
時
に
、
そ
の
構
想
と
対
象

と
の
間
の
根
本
的
な
矛
盾
に
よ
っ
て
、
神
秘
学
は
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。

セ
ル
ト
ー
は
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。「
そ
れ
〔
神
秘
学
〕
は
そ
の
起

源
に
お
い
て
消
失
す
る
。
そ
の
誕
生
は
、
そ
れ
を
不
可
能
な
も
の
へ
と
運

命
づ
け
て
お
り
、
あ
た
か
も
、
始
ま
り
か
ら
す
ぐ
に
絶
対
的
な
も
の
の
病

に
か
か
っ
た
か
の
よ
う
に
、
神
秘
学
は
結
局
、
そ
れ
を
形
成
し
た
疑
問
に

よ
っ
て
死
ん
だ（

3
）」。
つ
ま
り
、
自
ら
が
目
指
す
も
の
に
よ
っ
て
己
を
死

に
い
た
ら
し
め
る
も
の
、
そ
れ
こ
そ
が
、
神
秘
学
の
拠
っ
て
立
つ
歴
史
的

か
つ
理
論
的
な
特
異
性
に
他
な
ら
な
い
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
注
目
し
た
い
の
は
、
セ
ル
ト
ー
が
自
身
の

試
み
を
「
幽
霊
の
神
学
」
と
し
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
自
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規
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
。

　

以
下
の
議
論
で
は
、
ま
ず
、
神
秘
的
語
り
が
出
現
す
る
そ
の
歴
史
的
過

程
を
概
観
す
る
と
と
も
に
、
神
秘
的
諸
言
説
に
対
す
る
セ
ル
ト
ー
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
立
ち
位
置
を
、
他
の
諸
研
究
と
の
比
較
か
ら
（
非
常
に
大
雑
把

な
形
で
は
あ
る
が
）
明
示
す
る
。
次
に
、「
天
使
の
言
語
」
の
探
究
と
い

う
文
脈
に
お
け
る
神
秘
的
語
り
の
試
み
と
、
中
世
後
期
の
ス
コ
ラ
学
と
の

間
に
あ
る
連
続
性
と
違
い
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
秘
的
語
り
の

特
異
性
を
示
す
こ
と
を
試
み
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
と
り
わ
け
対
話

の
根
源
に
一
つ
の
「
意
志
」
を
据
え
る
「
意
志
主
義
」
と
い
う
共
通
性
が
、

そ
れ
ら
の
間
に
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
発
話
に

お
け
る
「
噓
」
の
構
造
が
そ
れ
ら
の
間
に
重
大
な
違
い
を
も
た
ら
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
そ
の
「
噓
」
の
構
造
と
「
幽
霊

の
神
学
」
と
い
う
見
方
と
の
関
連
性
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
秘
的

語
り
に
お
け
る
〈
他
者
〉
の
場
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

2
　
神
秘
的
語
り
と
解
釈
の
問
題

　

セ
ル
ト
ー
は
、
様
々
な
神
秘
的
語
り
が
形
成
さ
れ
る
歴
史
的
過
程
を
捉

え
る
際
に
、
一
三
世
紀
に
一
つ
の
区
切
り
を
設
定
す
る
。
こ
の
時
に
決
定

的
だ
っ
た
の
は
、
二
度
の
ラ
テ
ラ
ン
公
会
議
（
第
三
回
＝
一
一
七
九
年
、

第
四
回
＝
一
二
一
五
年
）
に
よ
る
教
皇
権
力
の
強
化
と
、
エ
リ
ー
ト
階
級

は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
問
い
に
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
そ
れ
は
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
〈
他
者
〉
の
場
を
問
い

直
す
試
み
と
し
て
、
神
秘
的
語
り
を
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
『
神
秘
的
寓
話
』
に
お
い
て
は
、〈
他
者
〉
へ
と
語
る
こ

と
は
、
こ
の
「
幽
霊
の
神
学
」
と
い
う
着
想
を
も
と
に
理
解
し
直
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
う
し
た
議
論
の
枠
組
み
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
に
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
二
つ
の

問
い
を
通
じ
て
為
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
神
秘
的
語
り
に
お
い
て
は
、

な
ぜ
〈
他
者
〉
が
幽
霊
の
場
に
置
か
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、

〈
他
者
〉
の
場
に
そ
の
よ
う
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
き
、〈
他
者
〉
へ

と
語
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
経
験
と
し
て
理
解
し
う
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
問
い
に
応
え
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
と
り
わ
け
、
神
秘
的
語

り
に
お
け
る
「
噓
」
の
問
題
に
着
目
し
た
い
。
セ
ル
ト
ー
の
考
え
る
と
こ

ろ
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
神
秘
的
語
り
は
、「
噓
」
の
な
い
「
天
使
の
言
語
」

を
目
指
し
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
絶
対
的
に

「
噓
」
を
そ
こ
か
ら
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に

も
囚
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い

て
中
心
的
な
テ
ー
マ
と
し
て
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が（

6
）、

本
稿
で
は
、
す
べ
て
の
発
話
を
「
噓
」
に
す
る
こ
の
構
造
的
な
問
題
こ
そ

が
、
語
る
主
体
と
〈
他
者
〉
と
の
関
係
性
を
「
幽
霊
」
的
な
も
の
と
し
て
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は
、
徐
々
に
「
異
端
」
が
不
可
能
な
も
の
と
な
り
、
様
々
な
教
会
あ
る
い

は
小
規
模
の
サ
ー
ク
ル
の
よ
う
な
「
隠
れ
家
」
が
増
殖
す
る
。
と
い
う
の

も
、「
信
仰
分
裂
の
時
代（

8
）」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
期
間
に
お
い
て
は
、

周
縁
的
と
な
っ
た
も
の
を
「
異
端
」
と
し
て
名
づ
け
、
排
除
す
る
こ
と
の

で
き
る
中
心
的
な
権
力
が
崩
壊
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

9
）。
こ
こ
に
、
中

世
と
そ
れ
以
降
の
時
代
と
を
分
け
る
一
つ
の
決
定
的
な
分
岐
点
が
あ
る
。

神
秘
的
語
り
と
は
、
信
仰
に
値
す
る
唯
一
の
権
威
が
喪
失
し
た
こ
の
よ
う

な
状
況
に
対
す
る
、
一
つ
の
応
答
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
る
神
秘
的
語
り
の
諸
言
説
は
、
宗
教
史
に

お
い
て
は
一
般
に
「
神
秘
主
義
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
諸
言
説
が
、

教
会
制
度
か
ら
距
離
を
置
き
つ
つ
「
体
験
」
に
〈
神
〉
認
識
の
基
盤
を
据

え
る
こ
と
、
そ
の
「
体
験
」
に
つ
い
て
の
語
り
に
お
い
て
は
、〈
神
〉
と

の
直
接
的
合
一
や
受
動
性
、「
体
験
」
の
言
述
不
可
能
性
と
い
っ
た
諸
要

素
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
神
秘
主
義
」
に
つ
い
て
の
諸
研
究
は
概

し
て
「
体
験
」
の
解
釈
を
軸
に
展
開
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
中
心
的
な
問

題
と
な
っ
て
き
た
の
が
、
神
秘
家
た
ち
に
と
っ
て
言
述
不
可
能
な
も
の
と

さ
れ
る
「
体
験
」
を
、
後
代
の
研
究
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
え
る

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

最
も
極
端
な
タ
イ
プ
の
解
釈
は
、「
神
秘
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
様
々
な

言
説
の
中
か
ら
、
政
治
的
・
文
化
的
・
歴
史
的
な
偶
然
性
に
条
件
づ
け
ら

れ
た
表
現
（
解
釈
に
よ
っ
て
多
様
化
し
た
表
現
）
か
ら
区
別
可
能
な
、
唯

に
よ
る
神
学
的
な
知
識
の
専
門
化
と
専
有
化
と
い
う
事
態
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
た
潮
流
に
対
抗
な
い
し
対
応
す
る
形
で
、
子
供
、
女
性
、
文
盲
、
狂

気
、
天
使
、
そ
し
て
身
体
た
ち
の
諸
言
語
と
連
帯
し
、
新
た
な
言
語
の
創

出
に
取
り
組
ん
だ
の
が
、「
神
秘
家
」
や
「
霊
性
家
」
と
呼
ば
れ
た
人
々

で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
セ
ル
ト
ー
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
歴
史
的
に
見
て
真
に

新
し
い
こ
と
と
は
、
エ
リ
ー
ト
の
言
語
に
対
す
る
「
民
衆
」
の
言
語
の
出

現
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
異
な
る
諸
言
語
の
同
時
併
用
、

す
な
わ
ち
「
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
の
一
般
化（

7
）」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ

の
事
態
を
象
徴
す
る
者
た
ち
の
一
人
が
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で

あ
る
。
彼
は
専
門
的
神
学
者
た
ち
の
領
域
と
ベ
ギ
ン
会
修
道
女
た
ち
と
の

間
を
往
復
し
な
が
ら
、
ラ
テ
ン
語
と
通
俗
的
ド
イ
ツ
語
と
の
両
方
で
考
え
、

書
き
、
話
し
た
。
神
秘
的
語
り
と
は
、
こ
の
よ
う
に
異
な
る
諸
言
語
、
異

な
る
諸
言
説
の
間
で
言
語
的
実
践
を
積
み
重
ね
な
が
ら
、〈
他
者
〉
へ
の

通
路
を
模
索
す
る
諸
活
動
を
指
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
こ
こ
に
、
一
五
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
生
じ
た
三
つ
の

「
切
断
」
が
付
け
加
わ
る
。
一
、
都
市
の
「
聖
職
者
」
と
田
舎
の
群
衆
を

分
け
る
切
断
。
二
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
北
と
南
に
分
裂
さ
せ
、
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
教
会
と
対
抗
宗
教
改
革
と
の
間
に
様
々
な
対
立
を
生
じ
さ
せ
た
切
断
。

三
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
発
見
に
と
も
な
う
「
旧
」
世
界
と
「
新
」
世
界
と

の
間
の
切
断
。
こ
れ
ら
の
歴
史
的
切
断
を
通
じ
て
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
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な
も
の
と
し
て
言
説
か
ら
取
り
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
こ
の
よ
う
な
前
提
の
も
と
で
数
多
く
の
研
究
が
既
に
行
わ
れ
、
ま

た
現
に
行
わ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
前
提
を
受
け
入
れ
る
研
究
の

数
は
減
り
つ
つ
あ
る
。
近
年
で
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
な
言
語
観

を
宗
教
研
究
に
取
り
入
れ
る
な
ど
の
動
き
を
通
じ
て
、
宗
教
的
言
説
の
見

方
が
、
根
本
的
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る（

13
）。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
、

「
神
秘
主
義
」
研
究
に
お
け
る
一
つ
の
困
難
な
課
題
が
導
き
だ
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
「
体
験
」
が
普
遍
的
な
も
の
で
あ
れ
文
化
的
に
規
定
さ

れ
た
も
の
で
あ
れ
、
語
ら
れ
た
「
体
験
」
と
そ
の
解
釈
と
い
う
二
分
法
的

な
思
考
を
い
か
に
し
て
克
服
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

セ
ル
ト
ー
は
と
い
え
ば
、
こ
の
「
体
験
」
と
い
う
概
念
自
体
を
一
般
的

な
意
味
に
お
い
て
は
受
け
入
れ
ず（

14
）、
神
秘
家
た
ち
の
言
語
を
（
オ
ー
ス

テ
ィ
ン
的
な
）
行
為
遂
行
的
発
話
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

う
し
た
解
釈
学
的
な
問
題
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
の
見
方
の

特
徴
は
、
一
般
的
に
「
神
秘
主
義
」
と
称
さ
れ
る
諸
言
説
の
総
体
を
論
じ

る
に
あ
た
り
、
語
ら
れ
る
「
体
験
」
で
は
な
く
、
言
語
を
使
用
す
る
際
の

「
語
り
方
」
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
あ
る
。

　

こ
こ
で
「
神
秘
的
な
」
語
り
方
と
は
、
或
る
言
葉
や
概
念
を
新
た
に
発

明
す
る
こ
と
で
は
な
く
、「
紋
切
り
型
の
言
語
を
別
な
よ
う
に
実
践
す
る

一
つ
の
方
法（

15
）」
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
神
秘
的
語
り
の
最
た
る
特
徴
と

は
、
発
話
者
独
自
の
使
用
法
を
言
葉
に
適
用
す
る
「
破
格
語
法barba-

一
普
遍
の
核
、
無
媒
介
で
純
粋
な
単
一
の
「
体
験
」
を
取
り
出
す
こ
と
が

で
き
る
と
主
張
す
る
。
Ｗ
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
や
Ｗ
・
Ｔ
・
ス
テ
イ
ス
ら
に
代

表
さ
れ
る
こ
う
し
た
主
張
は
、「
神
秘
主
義
」
の
う
ち
に
固
有
の
特
徴
・

性
質
を
求
め
る
点
に
お
い
て
、
本
質
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
呼
ぶ
こ
と
が

で
き
る（

10
）。

　

こ
の
よ
う
な
見
方
に
対
す
る
画
期
的
な
批
判
と
し
て
し
ば
し
ば
参
照
さ

れ
る
の
が
、
Ｓ
・
Ｔ
・
カ
ッ
ツ
の
議
論
で
あ
る（

11
）。
カ
ッ
ツ
は
、
本
質
主

義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
見
ら
れ
る
「
体
験
」
と
解
釈
の
二
分
法
を
問
題
視
し
、

実
際
に
は
無
媒
介
で
純
粋
な
「
体
験
」
と
い
っ
た
も
の
は
あ
り
え
ず
、
そ

れ
ら
の
す
べ
て
は
彼
が
「
伝
統
」
と
呼
ぶ
文
化
的
状
況
に
よ
っ
て
先
行
的

に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
こ
の
場
合
、
カ
ッ
ツ
は

「
伝
統
」
と
「
体
験
」
と
を
因
果
関
係
に
よ
っ
て
と
ら
え
て
い
る
た
め
、

後
者
の
意
味
は
前
者
と
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
釈
可
能
で
あ
る
。

先
行
す
る
諸
条
件
が
「
体
験
」
を
規
定
す
る
と
考
え
る
こ
の
カ
ッ
ツ
の
立

場
は
、「
構
築
主
義
」
的
な
見
方
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
カ
ッ
ツ
の
主
張
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
本
質
主
義
と
構
築
主
義

は
い
ず
れ
も
「
体
験
」
と
解
釈
と
い
う
二
分
法
、
お
よ
び
記
述
主
義
的
な

言
語
観
を
共
通
の
前
提
と
し
て
い
る
と
、
深
澤
は
指
摘
し
て
い
る（

12
）。
こ

の
二
つ
の
前
提
は
相
互
依
存
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ど
ち
ら

に
お
い
て
も
、
言
語
は
「
体
験
」
を
記
述
し
伝
達
す
る
透
明
な
媒
体
と
考

え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
言
語
観
が
あ
る
か
ら
こ
そ
「
体
験
」
は
解
釈
可
能
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れ
た
或
る
残
余
に
そ
れ
を
同
一
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、

限
界
の
形
象
の
も
と
に
現
れ
た
問
い
を
、
或
る
特
定
の
宗
教
的
表
象

（
代
わ
る
代
わ
る
、
科
学
的
諸
領
野
か
ら
排
除
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は

或
る
欠
如
の
代
替
物
と
し
て
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化
さ
れ
る
）
へ
と
変
形

さ
せ
る
こ
と
で
あ
る（

21
）。

〈
他
者
〉
を
テ
ク
ス
ト
の
外
部
に
位
置
づ
け
る
身
振
り
は
、
既
に
そ
の
身

振
り
自
体
が
、
わ
れ
わ
れ
の
知
に
と
っ
て
の
他
者
と
し
て
そ
れ
を
対
象
化

し
「
悪
魔
払
い
」
す
る
こ
と
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
こ
で
は
拒
絶
さ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
〈
他
者
〉
の
言
述
不
可
能
性
を
強
調
す
る
だ
け
で
は
全
く
不
十

分
で
あ
る
。
彼
は
、〈
他
者
〉
を
超
越
的
な
一
つ
の
対
象
と
し
て
切
り
だ

そ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
描
く
運
動
、
す
な
わ
ち
様
々
な
神
秘

的
語
り
と
の
関
係
性
に
お
い
て
常
に
考
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

3
　
天
使
の
言
語
を
求
め
て

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
脚
し
つ
つ
、
セ
ル
ト
ー
は
神
秘
学
を

「conversar
〔
対
話
〕（22
）」
の
問
題
と
し
て
描
き
出
そ
う
と
す
る
。
た
と

え
「
神
秘
家
」
た
ち
の
語
り
が
、
彼
女
／
彼
ら
の
私
的
な
「
体
験
」
に
重

き
を
置
く
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
自
己
充
足
的
な
も
の
で
は

な
い
。
そ
れ
ら
が
望
む
の
は
、
そ
の
発
話
が
望
む
宛
て
先
へ
と
届
き
、
聴

rism
e

（
16
）」
に
こ
そ
あ
る
（
例
え
ば
「
残
酷
な
平
穏
」
と
い
っ
た
撞
着
語

法
が
こ
れ
に
あ
た
る
）。
も
と
も
と
「
神
秘
的
な
」
と
い
う
形
容
詞
は

「
隠
さ
れ
た
」
と
い
う
意
味
を
含
み
持
つ（

17
）。
つ
ま
り
神
秘
的
語
り
と
は
、

そ
れ
が
「
意
味
を
隠
し
て
い
る
と
信
じ
さ
せ
る（

18
）」
た
め
に
特
異
な
使
用

法
を
用
い
る
語
り
、
秘
密
を
隠
す
語
り
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
こ

で
本
質
的
な
こ
と
と
は
、
発
話
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
た
意
味
で
は
な
く
、
む

し
ろ
そ
の
隠
す
と
い
う
身
振
り
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る（

19
）。

　

要
す
る
に
彼
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
語
る
と
い
う
こ

と
そ
れ
自
体
を
、〈
他
者
〉
と
の
関
係
を
も
た
ら
す
或
る
種
の
「
体
験
」

と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
だ
と
い
え
る（

20
）。
こ
こ
で
よ
う
や
く
、
こ
の
〈
他

者
〉
が
神
秘
的
語
り
に
よ
っ
て
織
り
成
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
と
の
関
係
に
お

い
て
、
ど
の
よ
う
な
場
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
あ

る
。

　

テ
ク
ス
ト
を
組
織
化
す
る
〈
他
者
〉
は
、
或
る
テ
ク
ス
ト︲

外
で
は

な
い
。〈
他
者
〉
は
、
そ
れ
（E

s

）
を
描
く
運
動
か
ら
人
が
区
別
で
き

る
よ
う
な
（
想
像
的
な
）
対
象
で
は
な
い
。
そ
れ
を
個
別
に
位
置
づ
け

る
こ
と
、
そ
れ
を
言
う
こ
と
で
枯
渇
し
尽
く
さ
れ
た
様
々
な
テ
ク
ス
ト

か
ら
そ
れ
を
隔
離
す
る
こ
と
、
そ
う
す
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に

一
つ
の
場
所
と
一
つ
の
固
有
名
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
悪
魔

払
い
す
る
こ
と
で
あ
り
、
構
成
さ
れ
た
様
々
な
合
理
性
に
よ
っ
て
残
さ
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あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
言
語
は
、
天
使
の
意
志
に
よ
る
自
由
な
裁
量
に
よ

っ
て
、
そ
れ
が
示
そ
う
と
欲
す
る
も
の
を
過
不
足
な
く
十
全
に
示
す
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
隠
蔽
や
噓
の
な
い
「
率
直
な
コ
ミ
ュ

0

0

0

0

0

0

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

0

0

0

0

0

0

」
と
し
て
構
想
さ
れ
る（

25
）。
し
た
が
っ
て
、
ス
コ
ラ
学
者

た
ち
の
言
説
の
う
ち
に
は
、
天
使
た
ち
の
言
語
を
可
能
に
す
る
条
件
を
彼

ら
の
「
意
志
」
と
み
な
す
、
一
つ
の
「
意
志
主
義（

26
）」
が
見
て
と
れ
る
の

で
あ
る
。

　

神
秘
学
に
つ
い
て
の
セ
ル
ト
ー
の
議
論
に
、
ス
コ
ラ
学
的
な
天
使
の
言

語
に
つ
い
て
の
議
論
と
の
連
続
性
が
見
ら
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た

「
意
志
主
義
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
至
る
た
め
に
、
ま
ず

彼
は
、
神
秘
学
に
お
け
る
対
話
の
様
々
な
内
容
で
は
な
く
、
そ
の
対
話
的

空
間
が
い
か
に
し
て
始
ま
る
の
か
、
そ
の
場
所
は
何
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け

ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
設
定
す
る
の
で
あ
る
。「
宛
て
先
人
た
ち
と

の
協
定
を
打
ち
立
て
る
に
あ
た
り
、
言
説
の
送
り
手
（
あ
る
い
は
作
者
）

の
も
と
に
は
、
彼
が
そ
こ
か
ら
語
る
と
こ
ろ
の
場
所
を
基
礎
づ
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

必
要

性
が
付
け
加
わ
る
。〔
…
…
〕
そ
の
価
値
は
、〈
話
者
〉、〈
霊=

精
神
〉、

el que habla

が
語
る
ま
さ
に
そ
の
場
所
に
お
い
て
そ
れ
が
生
み
だ
さ
れ

て
い
る
と
い
う
、
そ
の
事
実
の
み
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

「
体
験
」
と
い
う
語
彙
に
よ
っ
て
も
ま
た
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た

「
霊
感
を
受
け
た
」
言
表
行
為
の
場
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
権
威
づ

け
ら
れ
る
の
で
あ
る（

27
）」。

取
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
だ（

23
）。〈
他
者
〉
や
様
々
な
対
話
者
＝
読
者

た
ち
と
の
間
に
、
或
る
対
話
の
空
間
を
創
設
す
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
神

秘
的
語
り
に
よ
っ
て
絶
え
ず
希
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
「
対
話
」
と
い
う
見
方
を
受
け
て
、
セ
ル
ト
ー
は
、
以
下
の
よ
う

な
一
つ
の
テ
ー
ゼ
を
提
示
す
る
。「
神
秘
学
と
は
、
反︲

バ
ベ
ル
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
崩
壊
し
た
共
通
の
語
り
の
探
究
、
人
間
の
諸
言
語
の
分
散
を
取

り
繕
う
、「〈
神
〉
の
」、
あ
る
い
は
「
天
使
た
ち
の
」
言
語
で
あ
る（

24
）」。

　

こ
こ
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
天
使
た
ち
の
言
語
」
の
探
究
と
い

う
文
脈
に
お
け
る
、
神
秘
学
と
中
世
後
期
の
ス
コ
ラ
学
に
お
け
る
試
み
と

の
間
の
連
続
性
で
あ
る
。「
天
使
的
博
士
」
と
呼
ば
れ
た
ト
マ
ス
・
ア
ク

ィ
ナ
ス
、「
熾
天
使
的
博
士
」
と
呼
ば
れ
た
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
と
い
っ

た
一
三
世
紀
に
お
け
る
ス
コ
ラ
学
の
代
表
的
な
学
者
た
ち
に
は
、
人
間
の

も
の
と
明
確
に
区
別
さ
れ
た
天
使
の
言
語
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
そ

れ
ら
の
考
え
方
に
は
当
然
い
く
つ
か
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
天

使
た
ち
の
言
語
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
一
つ
の
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
そ
の
言
語
が
思
考
の
伝
達
の
た
め
に
い
か
な
る
記
号
の
媒
介
に

も
依
拠
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
人
間
と
異
な
り
、
天
使

は
、
思
考
を
覆
い
隠
す
身
体
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
語
と

呼
ば
れ
な
が
ら
も
、
記
号
と
し
て
の
言
葉
を
必
要
と
し
な
い
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
事
情
に
よ
っ
て
、
天
使
の
言
語
の
直
接
的

な
伝
達
の
働
き
が
唯
一
天
使
の
意
志

0

0

に
の
み
依
存
す
る
と
さ
れ
る
こ
と
で
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に
属
す
る
。
す
べ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
話
者
に
固
有
のvolo

〔
我
欲

す
〕
に
お
い
て
演
じ
ら
れ
る
。volo

は
あ
ら
ゆ
る
言
葉
の
閾
な
の
で

あ
る（

28
）。

「
そ
れ
な
し
に
は
な
い
」
と
い
う
二
重
否
定
に
お
い
て
の
み
指
し
示
さ
れ

るvolo

と
は
、
発
話
の
場
を
基
礎
づ
け
る
も
の
、
そ
れ
を
通
過
し
て
初

め
て
あ
ら
ゆ
る
対
話
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
発
話
の
根
本
的
条
件
で
あ

る（
29
）。
そ
れ
は
、「
私
は
意
志
す
る
」
と
語
っ
た
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
に
始
ま
り
、「〈
神
〉
に
対
し
て
何
も
の
を
も
拒
ま
な
い
と
決
断
し

た
一
つ
の
意
志
」
を
対
話
者
た
ち
に
求
め
た
ジ
ャ
ン
・
ジ
ョ
セ
フ
・
シ
ュ

ラ
ン
へ
と
至
る
一
つ
の
歴
史
を
貫
い
て
い
る（

30
）。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、

意
志
が
絶
対
的
な
〈
他
者
〉
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
る
た
め
に
、
そ
の
意
志

自
体
も
ま
た
絶
対
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
「
意
志
主
義
」
の
最
も
極
端
な
形
の
一
つ
は
、〈
神
〉
の

意
志
と
人
間
の
意
志
と
の
完
全
な
一
致
を
説
い
た
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の

う
ち
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る（

31
）。
要
す
る
に
、
こ
こ
で
絶
対
的
な
意

志
は
、〈
他
者
〉
と
の
同
一
化
へ
の
欲
求
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
そ
の
意
志
に
よ
っ
て
可
能
と
さ
れ
た
天
使

の
語
り
は
、
等
し
く
〈
神
〉
の
言
語
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
意
志
主
義
」
に
お
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
語
り

に
お
け
る
意
志

0

0

の
現
前

0

0

で
あ
る
。volo

に
お
い
て
は
、
私
と
い
う
主
体

　

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
秘
的
発
話
と
他
の
神
学
的
諸
言
説

と
の
間
に
あ
る
決
定
的
な
差
異
と
は
、
そ
れ
が
自
ら
の
権
威
を
、
あ
ら
か

じ
め
権
威
づ
け
ら
れ
た
教
義
や
制
度
、
社
会
的
地
位
と
い
っ
た
も
の
に
依

拠
し
な
い
こ
と
に
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
自
身
の
権
威
を
自
ら

の
語
り
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
創
出
す
る
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
発
話
す
る
場

0

0

0

0

0

所
の
基
礎
づ
け

0

0

0

0

0

0

と
い
う
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
回
答
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る

対
話
的
空
間
を
可
能
に
す
る
一
つ
の
「
意
志
」
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
対
話
的
な
空
間
の
数
々
を
確
立
す
る
た
め
に
、
第
一
の
、
必
要

不
可
欠
な
一
つ
の
条
件
が
あ
る
。
そ
の
条
件
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
あ

る
排
他
的
な
制
限
の
形
態
（
…
…
で
な
け
れ
ば
…
…
な
いne…

que…

）

を
と
る
。
関
係
は
、
完
全
に
決
断
し
た
者
、
あ
る
い
は
「
そ
れ
を
欲
す

る
」
者
で
な
け
れ
ば

0

0

0

0

0

許
容
し
な
い

0

0

。
或
る
「
意
志
〔
欲
す
る
〕vou-

loir

」
が
、
知
の
も
は
や
与
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
ア
・
プ
リ
オ
リ
を

構
成
す
る
。
そ
れ
は
現
在
（
い
か
な
る
過
去
の
決
定
あ
る
い
は
認
識
も
、

過
去
の
そ
れ
を
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
）、
実
践
（
そ
れ
は

一
つ
の
行
為
で
あ
る
）、
具
体
的
（
こ
こ
で
今
、
そ
れ
は
「
私
」
を
関

与
さ
せ
る
）、
絶
対
的
（
い
か
な
る
制
限
も
な
し
に
）
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
な
し
に
は
霊
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
な
い
。
そ
れ

は
「
…
…
な
し
に
…
…
な
いpas 

sans

」
と
い
う
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
的

な
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
す
な
わ
ちN

icht ohne

〔
…
…
な
し
に
…
…
な
い
〕
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偶
然
の
病
に
よ
っ
て
噓
が
言
語
の
一
構
造
と
な
っ
た
か
の
よ
う
に
、
そ

れ
は
噓
を
一
般
化
す
る
。
実
際
、volo

は
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
の

よ
う
に
、
真
理
の
価
値
を
割
り
当
て
る
こ
と
の
で
き
る
明
白
で
判
明
な

諸
命
題
の
た
め
の
一
領
野
を
、
創
設
し
た
り
は
し
な
い
。
或
る
「
固
有

の
も
の
」
を
構
成
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
は
、
言
語
に
属
さ
ず
に
そ
こ

に
跡
付
け
ら
れ
よ
う
と
す
る
何
も
の
か
の
名
に
お
い
て
、
言
語
の
一
般

的
な
隠
喩
化
を
引
き
起
こ
す
。
ど
こ
か
に

0

0

0

0

噓0

が
あ
り

0

0

0

、
そ
れ
を
見
つ
け

出
し
、
追
い
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
言
語
の
真
理
（
お
よ
び
潔
白
さ
？
）

を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
想
定
す
る
代
わ
り
に
、
神
秘
的
な
前
提

条
件
は
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
を

0

0

0

0

0

0

0

噓0

つ
き
と
し
て

0

0

0

0

0

使
用
す
る
よ
う
に
導
く
一

つ
の
行
為
を
据
え
る
の
で
あ
る
。volo

を
出
発
点
と
し
た
時
、
あ
ら

ゆ
る
言
表
は
、
言
述
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
関
し
て
「
噓
を
つ

く
」。
対
話
者
た
ち
の
間
で
相
互
理
解
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

認
め
ら
れ
た
或
る
真
理
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
意

図
の
際
限
な
き
欺
瞞
と
し
て
言
語
を
実
践
す
る
や
り
方
、
あ
る
い
は
語

り
方
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

32
）。

　

そ
れ
が
天
使
の
言
語
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
な
ぜ
神

秘
的
語
り
に
お
い
て
は
、
噓
が
発
話
に
お
け
る
一
般
的
な
構
造
と
さ
れ
る

の
か
。
実
の
と
こ
ろ
神
秘
的
語
り
は
、
率
直
な
天
使
の
言
語
で
あ
ろ
う
と

す
る
が
ゆ
え
に
こ
そ

0

0

0

0

0

0

、
噓
や
曖
昧
さ
と
つ
ね
に
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い

と
、
現
在
と
い
う
時
間
性
が
特
権
視
さ
れ
る
以
上
、
そ
こ
で
は
欲
す
る
私0

と
、
意
志
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

、
そ
し
て
そ
れ
ら
と
現
在

0

0

と
い
う
瞬
間
と
の
間
の
完

全
な
一
致
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
欲
せ
ら
れ
た
そ
の
瞬
間
に
、
言
葉
は
宛

て
先
で
あ
る
〈
神
＝
他
者
〉
へ
と
届
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
私
が
語
る
こ
と

と
、〈
他
者
〉
に
聞
き
届
け
ら
れ
る
こ
と
と
の
無
媒
介
的
な
一
致
を
意
味

す
る
。
そ
れ
こ
そ
が
天
使
の
言
語
に
と
っ
て
目
指
す
べ
き
状
態
な
の
で
あ

る
。

4
　
神
秘
的
語
り
と
「
噓
」

　

と
は
い
え
、
ス
コ
ラ
学
と
神
秘
学
と
の
間
に
完
全
な
る
一
致
が
見
出
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
者
に
お
い
て
は
、
天
使
の
言
語
と
は
望
む
こ
と

を
そ
の
ま
ま
十
全
に
伝
達
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
虚
偽
や
曖
昧
さ
が

入
る
余
地
は
な
い
と
さ
れ
る
。
だ
が
セ
ル
ト
ー
の
考
え
で
は
、
後
者
に
お

い
て
は
、volo

が
あ
ら
ゆ
る
発
話
を
可
能
に
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
こ

そ
が
そ
れ
ら
全
て
を
「
噓
」
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
率
直
さ

こ
そ
を
そ
の
本
質
と
す
る
天
使
の
言
語
は
、
こ
の
「
噓
」
に
よ
っ
て
、
結

局
の
と
こ
ろ
絶
対
的
に
実
現
不
可
能
な
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
「
天
使
の
よ
う
な
」
発
言
が
噓
に
打
ち
勝
つ
こ

と
は
な
い
。
そ
れ
は
噓
を
退
却
さ
せ
な
い
。
逆
説
的
に
も
、
あ
た
か
も
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想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
噓
と
は
、
語
る
主
体
と
言

表
と
の
間
の
ず
れ

0

0

か
ら
生
じ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
ず
れ

0

0

が
生
じ
る
理
由
は
、
以
下
の
引
用
の
う
ち
に
示
さ
れ
る

volo

の
性
質
の
う
ち
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

最
終
的
に
、
そ
れ
が
特
定
の
対
象
を
持
た
ず
、
そ
れ
が
何
も
「
つ
な

ぎ
と
め
て
」
い
な
い
が
た
め
に
、
こ
のvolo

は
そ
の
反
対
物

―
何

も
欲
さ
な
い

―
へ
と
反
転
し
、
し
た
が
っ
て
欲
す
る
こ
と
の
、
肯
定

的
な
領
野
と
否
定
的
な
領
野
、
全
て
の
領
野
を
占
拠
す
る
。
意
志
は
、

そ
れ
が
或
る
特
定
の
対
象
（
そ
れ
を

0

0

0

「
私
は
欲
す
る
」
あ
る
い
は
「
私

は
欲
さ
な
い
」）
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
な
い
限
り
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え

或
る
特
定
の
主
体
（「
私
」）
と
或
る
特
定
の
対
象
（「
そ
れ
」）
と
の
間

に
区
別
が
な
い
限
り
、（
肯
定
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
否
定
に
お
い
て
）

安
定
し
な
い
。
い
っ
た
ん
特
異
性
へ
の
結
び
付
き
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う

と
、
そ
れ
は
自
転
し
、
そ
の
反
対
物
へ
と
自
ら
を
同
一
化
さ
せ
る
。

「
す
べ
て
を
欲
す
る
」
と
「
無
を
欲
す
る
」
が
一
致
す
る
。
そ
れ
が
も

は
や
何
か
に
つ
い
て
の
意
志
で
は
な
い
と
き
、
そ
し
て
そ
れ
が
明
確
な

諸
主
体
と
諸
対
象
の
配
置
に
よ
っ
て
組
織
化
さ
れ
た
軌
道
に
も
は
や
従

わ
な
い
と
き
、volo

は
「
そ
の
意
志
を
諦
め
る
」
と
い
う
行
為
で
も

あ
る
。
そ
れ
は
等
し
く
欲
さ︲

な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
マ

イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
放
下
」（G

elâzenheit

）
あ
る
い
は

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
神
秘
学
の
特
質
を
理
解
す
る
に
は
、
こ
の
逆
説
に

つ
い
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
場
合
「
噓
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
が
、
或
る
真
な
る
命
題
が
あ
る
時
に
そ
れ
と
対
置
さ
れ
る
、
虚
偽
や
誤

謬
と
い
っ
た
概
念
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
セ
ル
ト

ー
は
、
先
の
引
用
に
続
け
る
形
で
そ
の
定
義
を
次
の
よ
う
に
書
き
換
え
て

い
る
。「
噓
は
こ
う
し
て
性
質
を
変
え
る
。
そ
れ
は
も
は
や
、
話
者
に
と

っ
て
、
他
の
命
題
の
代
わ
り
に
或
る
命
題
を
主
張
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

―
言
表
に

属
す
る
問
題
系

―
で
は
な
く
、
終
わ
る
こ
と
な
く
、
言
語
の
他
者
で
あ

0

0

0

0

る
こ
と

0

0

0

―
言
表
行
為
に
属
す
る
問
題
系

―
に
あ
る
。
そ
れ
は
諸
命
題

に
お
け
る
一
方
と
他
方
と
の
関
係
（
ｐ
は
誤
謬
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
p'
が

真
で
あ
る
か
ら
）
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
語
る
主
体
と
彼

が
述
べ
る
こ
と
と
の
関
係
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、

噓
は
、
或
る
真
理
を
主
張
す
る
た
め
に
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
い
敵
で
あ
る
こ

と
を
や
め
る
。
そ
れ
は
、「
言
う
こ
と
」
が
「
言
わ
れ
た
」
こ
と
と
連
結

さ
れ
る
戦
略
的
な
場
な
の
で
あ
る（

33
）」。

　

こ
こ
で
噓
は
、
命
題
の
真
偽
で
は
な
く
、
語
る
主
体
と
語
ら
れ
た
こ
と

と
の
関
係
性
に
属
す
る
。
噓
や
曖
昧
さ
の
な
い
率
直
な
伝
達
作
用
と
さ
れ

た
天
使
の
言
語
と
は
、
い
わ
ば
こ
の
両
者
が
完
全
に
一
致
し
た
状
態
を
指

し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
私
が
（〈
他
者
〉
を
）
欲
す
る
」
と
い
う
一
つ

の
発
話
行
為
の
場
面
に
お
け
る
、
語
る
主
体
の
意
志
の
充
溢
し
た
現
前
が
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体
と
同
一
で
は
な
い
の
だ
か
ら（

37
）」。
デ
リ
ダ
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、

絶
対
的
な
意
志
そ
れ
本
来
の
性
質
が
、
そ
れ
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

同
定
不
可
能
な
も
の
と
す
る
以
上
、
そ
れ
は
理
論
的
な
分
析
の
「
主
題
」

に
な
ど
な
り
え
ず
、
そ
れ
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
正
確
に
発
音
す
る

こ
と
も
、
思
考
す
る
こ
と
さ
え
も
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
発
話
行
為
の

観
点
か
ら
い
え
ば
、「
私
が
（〈
他
者
〉
を
）
欲
す
る
」
と
い
う
そ
の
言
表

行
為
は
、
そ
れ
が
発
話
さ
れ
る
や
い
な
や
（
あ
る
い
は
「
内
面
」
に
お
い

て
思
考
さ
れ
た
そ
の
時
に
お
い
て
さ
え
）、〈
他
者
〉
へ
と
正
し
く

0

0

0

＝
真
っ

0

0

直
ぐ
に

0

0

0

差
し
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
そ
の
対
象
の
性
質
上
、
あ
ら
か
じ
め
不

可
能
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
発
話
行
為
は
つ
ね
に
す
で
に

〈
他
者
〉
を
裏
切
る
「
噓
」
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
セ
ル
ト
ー
の
議
論

は
単
な
る
「
意
志
主
義
」
の
反
復
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
理
論
的
な
不

可
能
性
を
こ
そ
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
と
き
、
語
る
主
体
と
し
て
の
私0

で
さ
え
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
こ
そ

が
、
こ
の
痕
跡
か
ら
生
じ
る
一
つ
の
効
果
で
あ
る
こ
と
を
も
セ
ル
ト
ー
は

示
唆
し
て
い
る
。
明
確
な
主
体
／
対
象
の
区
別
を
欠
い
た
絶
対
的
な

volo
が
、
私0

の
発
話
を
構
成
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。

Ｊ
・
Ｊ
・
シ
ュ
ラ
ン
が
そ
の
長
い
沈
黙
と
狂
気
の
期
間
で
示
し
た
の
は
、

私0

は
、（〈
他
者
〉
に
よ
っ
て
）
待
ち
望
ま
れ
て
い
な
い
限
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

決
し
て
語
ら

な
い

0

0

、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
私0

と
は
「
一
種
の

言
い
間
違
い
」
に
過
ぎ
ず
、
私0

は
、
常
に
自
身
を
語
ら
せ
る
〈
他
者
〉
の

「
離
脱
」（A

begesheidenheit

）
に
お
い
て
の
よ
う
に
。
補
語
の
根
絶

（
私
は
無
を
欲
す
る
）
は
更
に
、
主
語
へ
と
逆
流
し
て
ゆ
く
。
結
局
の

と
こ
ろ
、
誰
が

0

0

欲
す
る
の
か
？

欲
す
る
「
私
」
と
は
何
な
の
か
？

残
る
の
は
、
膨
張
し
た
、
欲
す
る
と
い
う
行
為
、
生
ま
れ
い
ず
る
力
で

あ
る
。
動
詞
は
「
何
に
も
結
び
付
け
ら
れ
て
」
お
ら
ず
、
誰
に
で
も
適

用
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
様
々
な
契
機
や
場
を
通
過
す
る
。
は
じ
め
に
、

動
詞
の
欲
す
る
あ
り
き（

34
）。

「
絶
対
的
な
も
の
＝
解
き
放
た
れ
た
も
の
」
で
あ
るV

olo

は
、
い
か
な

る
も
の
に
も
結
び
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
性
質
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は

自
ら
の
反
対
物
、
す
な
わ
ち
「nihil 

volo

（
35
）」
へ
と
同
一
化
す
る
。
例

え
ば
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、〈
神
〉
へ
の
祈
り
に
お
い
て
「
離
脱
し
た
心
は

何
一
つ
と
し
て
望
む
こ
と
が
な
い
」（36
）と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
事

態
は
、volo

の
絶
対
的
な
性
質
に
由
来
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
自

体
が
無
条
件
的
で
不
可
避
の
も
の
で
あ
る
。
Ｊ
・
デ
リ
ダ
は
、
セ
ル
ト
ー

の
『
神
秘
的
寓
話
』
を
扱
っ
た
論
考
に
お
い
てvolo

の
こ
う
し
た
性
質

に
着
目
し
つ
つ
、
そ
れ
が
次
の
よ
う
な
帰
結
を
引
き
起
こ
す
と
述
べ
て
い

る
。「
も
し
意
志
の
無
条
件
性
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
を
非︲

意
志
へ
と
裏

返
し
、
そ
の
こ
と
が
或
る
内
的
か
つ
本
質
的
で
、
そ
れ
自
体
無
条
件
的
な

必
然
性
に
従
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
「
意
志
の
形
而
上
学
」
も

厳
密
に
は
同
定
可
能
な

0

0

0

0

0

ま
ま
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
い
。
意
志
は
そ
れ
自
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そ
の
よ
う
な
ず
れ
と
し
て
の
差
異
を
生
ぜ
し
め
る
。volo

は

―
あ
た

か
も
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
、
い
か
な
る
対
立
措
定
の
カ
ッ
プ
ル
に
も
属
さ

な
い
第
三
の
ジ
ャ
ン
ル
と
さ
れ
る
コ
ー
ラ
の
よ
う
に（

39
）

―
語
る
主
体
と

〈
他
者
〉
と
の
間
に
、
一
つ
の
間
隔
化
の
関
係
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
も
ま
た
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
る
次
の
よ
う
な
表
現
の
う
ち
に

こ
の
関
係
の
端
的
な
形
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
彼
は
聖
パ
ウ

ロ
に
言
及
し
つ
つ
、「
神
の
た
め
に
神
を
捨
て
去
る
こ
と
」
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る（

40
）。
そ
こ
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
比
類
な
き
〈
他
者
〉
へ

と
向
か
う
こ
と
が
同
時
に

0

0

0

、
そ
れ
か
ら
離
れ
去
る
こ
と
で
も
あ
る
と
い
う
、

極
め
て
逆
説
的
な
事
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
逆
説
こ
そ
が
、
神
秘
的
な

語
り
の
実
践
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。

5
　
神
秘
学
、
あ
る
い
は
歩
き
続
け
る
こ
と

　

実
際
、『
神
秘
的
寓
話
』
に
は
、
こ
う
し
た
発
話
行
為
に
お
け
る
「
噓
」

を
示
唆
す
る
表
現
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
見
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ヒ
エ

ロ
ニ
ム
ス
・
ボ
ス
の
絵
画
『
快
楽
の
園
』
を
論
じ
た
第
二
章
を
見
て
み
よ

う（
41
）。
そ
こ
で
は
、
絵
が
様
々
な
謎
め
い
た
形
象
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
た
も

の
（
意
味
か
ら
隠
さ
れ
た
一
つ
の
差
異
）
を
喚
起
し
、「
そ
の
差
異
を
生

産
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
意
味
か
ら
隠
す
も
の
を
信
じ
さ
せ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」

一
つ
の
発
話
行
為
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
一
つ
の
「
騙

代
わ
り
に
語
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る（

38
）。
つ
ま
り
こ
のvolo

か
ら
見
た
場
合
、
語
る
主
体
と
し
て
の
私
が

0

0

「（〈
他
者
〉
を
）
欲
す
る
」

と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
意
志
が
私0

に
固
有
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と

は
、
一
見
し
て
最
も
疑
い
よ
う
の
な
い
真
理
で
あ
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、

実
際
に
は
〈
他
者
〉
に
対
す
る
最
も
根
源
的
で
避
け
よ
う
の
な
い
裏
切
り
、

発
話
行
為
に
お
け
る
一
つ
の
「
噓
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
自
体
が
絶
対
的
な
〈
他
者
〉
で
も
あ
る

volo

は
、
神
秘
的
語
り
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
場
を
占
め
る
の
か
。
意

志
と
非︲

意
志
、
肯
定
と
否
定
そ
の
両
方
の
領
野
を
占
め
る
と
さ
れ
る

volo

は
、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
あ
る
と
同
時
に
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
。

そ
れ
は
「
こ
れ
で
も
あ
り
あ
れ
で
も
あ
る
」
と
「
こ
れ
で
も
な
く
あ
れ
で

も
な
い
」
と
の
間
で
、
決
定
不
可
能
な
ま
ま
で
あ
る
。
と
は
い
え
そ
れ
は

ま
た
、「
存
在
」
や
「
ロ
ゴ
ス
」
の
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

が
指
示
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
た
最
終
的
シ
ニ
フ
ィ
エ

で
も
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
肯
定
と
否
定
、
現
前
と
不
在
と
い
っ
た

諸
々
の
区
別
に
先
立
ち
、
そ
の
よ
う
な
差
異
が
そ
こ
か
ら
産
出
さ
れ
る
場

な
の
で
あ
る
。
そ
の
特
異
な
場
は
、
あ
ら
ゆ
る
神
秘
的
語
り
が
織
り
成
す

「
対
話
」
の
起
源
と
し
て
想
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
私0

が
欲
す
る
そ
の
度
ご

と
に
、
決
し
て
現
前
し
え
な
か
っ
た
出
来
事
の
ず
れ

0

0

と
し
て
、
発
話
の
う

ち
に
そ
こ
か
ら
の
差
異
の
感
覚
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ

る
発
話
に
付
き
ま
と
い
な
が
ら
、
起
源
と
し
て
の
自
ら
を
抹
消
し
つ
つ
、
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お
い
て
は
言
葉
と
モ
ノ
と
が
決
し
て
一
致
し
な
い
よ
う
な
発
話
の
こ
と
で

あ
る
。
Ｊ
・
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
そ
れ
は
「
接
合
し
な

い
象
徴sum
bolon

、
も
は
や
い
か
な
る
他
者
に
も
付
け
加
わ
ら
な
い
言

語
の
、
あ
る
い
は
素
材
の
破
片
、
母
な
き
子
供
、
身
体
か
ら
切
り
離
さ
れ

た
声
、
場
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
身
体（

45
）」
で
あ
る
。
そ
れ
は
母
な
る
象
徴

か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
発
話
な
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
そ
の
発
話
に
お
い
て
は
象
徴
と
の
関
係
が
完
全
に
無
く
な

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
む
し
ろ
、
そ
れ
と
切
り
離
さ
れ
た
形
で
の

関
係
、
す
な
わ
ち
関
係
な
き
関
係
と
し
て
、
象
徴
と
の
関
係
が
保
た
れ
続

け
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
悪
魔
的
な
も
の
」
は
「
象
徴
的
な
も

の
」
の
反
対
物
で
は
な
い
。
そ
こ
に
含
ま
れ
る
「
噓
」
は
、
象
徴
そ
の
も

の
の
否
定
で
は
な
く
、
そ
れ
を
「
見
せ
か
け
る
」
行
為
に
関
わ
っ
て
い
る
。

セ
ル
ト
ー
は
、
は
っ
き
り
と
秘
密
と
欺
瞞
と
の
必
然
的
な
結
び
つ
き
に
つ

い
て
書
い
て
い
る
。「
行
為
者
た
ち
は
、
存
在

0

0être

と
見
か
け

0

0

0paraître

と
の
間
の
差
異
の
う
え
で
同
様
に
戯
れ
る
。〔
…
…
〕
秘
密
は
、
見
か
け

の
な
い
一
つ
の
モ
ノ
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の

こ
と
自
体
に
よ
っ
て
、
秘
密
は
噓
あ
る
い
は
虚
構
、
す
な
わ
ち
存
在
な
き

見
か
け
で
あ
る
も
の
と
の
危
険
な
隣
接
を
維
持
す
る
。
隠
そ
う
と
望
む
も

の
は
、
一
つ
の
見
せ
か
けsim

ulacre

に
し
か
な
れ
な
い
。
こ
の
事
実
に

よ
っ
て
、
或
る
秘
密
の
指
示
対
象
を
自
ら
に
与
え
な
が
ら
、
様
々
な
「
神

秘
的
語
り
」
は
〔
…
…
〕
そ
れ
ら
が
目
指
す
宛
て
先
人
た
ち
に
、
そ
こ
に

し
絵trom

pe-œ
il

」
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

「「
隠
さ
れ
た
も
の
」
と
は
、
そ
こ
を
通
じ
て
像
が
記
号
に
対
す
る
差
異
の

う
ち
に
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
騙
し
絵
で
あ
る
。『
快
楽
の
園
』
は
、
そ

れ
が
見
る
た
め
に
与
え
る
も
の
と
は
別
の
、
理
解
す
る
た
め
の
も
の
を
与

え
る
と
い
う
こ
と
を
仮
定
さ
せ
る
。
そ
の
「
噓
」、
悪
魔
的
な
誘
惑
（
隠

し
て
い
る
と
思
わ
せ
る
こ
と
、
そ
れ
は
言
説
を
誘
惑
す
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
を
生
ぜ
し
め
る
と
同
時
に
そ
れ
を
誤
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
）
と
は
ま

さ
し
く
、
絵
の
他
者
性
を
据
え
、
解
釈
す
る
植
民
地
化
の
裏
を
か
き
、
意

味
か
ら
護
ら
れ
た
状
態
で
、
見
る
快
楽
を
保
つ
た
め
の
そ
の
手
法
な
の
で

あ
る（

42
）」。

　

絵
が
一
つ
の
「
噓
」
と
し
て
の
言
表
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

れ
が
解
釈
と
知
の
問
題
系
で
は
な
く
、
誘
惑
と
信
の
問
題
系
に
属
し
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る（

43
）。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
引
用
に
加
え
て
本
の
中
で

何
度
か
登
場
す
る
「
悪
魔
的
なdiabolique

」
と
い
う
表
現
は
、「
象
徴

的
なsym

bolique

」
と
の
対
比
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
セ
ル
ト

ー
に
よ
れ
ば
、
後
者
は
「
一
致
を
生
産
す
る
虚
構
」
を
、
前
者
は
「
名
付

け
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
モ
ノchose

に
よ
る
象
徴
的
な
も
の
の
抑

止
」
を
指
し
て
い
る（

44
）。「
象
徴sym

bole

」
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
「sum

-

ballein

〔
一
緒
に︲

投
げ
る
〕」
に
由
来
す
る
言
葉
で
、
元
来
は
、
身
元

を
相
互
確
認
す
る
た
め
の
割
符
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
悪
魔
的

な
」
誘
惑
と
は
、
こ
の
割
符
の
一
致
を
抑
止
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
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す
で
に
こ
こ
に
は
、〈
他
者
〉
が
と
る
奇
妙
な
場
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
〈
一
者
〉
が
父
の
幽
霊
と
し
て
回
帰
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
神
秘
家

た
ち
に
は
、
そ
の
父
の
息
子
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「T
he tim

e is out of joint.

〔
時
間
の
蝶
番
が
は
ず
れ
て
し
ま
っ
た
〕」

と
嘆
く
ハ
ム
レ
ッ
ト
同
様
に
、
神
秘
家
た
ち
も
ま
た
〈
他
者
〉
と
自
身
と

を
繫
ぐ
蝶
番
が
外
れ
、
そ
れ
を
正
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
切
迫
や
不
安

に
駆
ら
れ
続
け
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
彼
女
／
彼
ら
は
、
そ
の
不
安
が

決
し
て
解
消
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
自
ら
が
噓0

を
つ

0

0

き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
も
意
識
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
す
で

に
死
ん
だ
は
ず
の
父
は
姿
を
変
え
、
正
体
不
明
な
何
も
の
か
と
し
て
発
話

の
う
ち
に
回
帰
し
て
く
る
。
こ
の
時
間
錯
誤
、
致
命
的
な
間
隔
に
対
す
る

感
覚
こ
そ
が
、
神
秘
家
た
ち
を
し
て
、
常
に
今
い
る
場
所
と
は
別
な
場
所

へ
と
歩
か
せ
続
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、『
神
秘
的
寓
話
』

の
最
後
の
頁
に
お
い
て
、「
神
秘
的
な
者
」
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て

い
る
。「
神
秘
的
な
者
と
は
、
彼
で
あ
れ
彼
女
で
あ
れ
、
歩
く
こ
と
を
止

め
ら
れ
な
い
者
、
自
身
に
欠
如
し
た
も
の
の
確
信
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る

場
所
や
対
象
に
至
る
度
ご
と
に
、
こ
れ
は
あ
れ
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

、
こ
こ

0

0

に
留
ま

る
こ
と
も
あ
そ
こ

0

0

0

に
満
足
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
知
っ

て
い
る
者
の
こ
と
で
あ
る（

48
）」。

　

一
見
し
て
、
こ
れ
は
単
な
る
否
定
の
身
振
り
の
機
械
的
反
復
と
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
で
主
体

欺
瞞
だ
け
を
認
め
て
し
ま
う
可
能
性
を
常
に
与
え
て
い
る
の
で
あ
る（

46
）」。

　

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
見
せ
か
け
る
」
行
為
に
お
い
て
、

存
在
と
見
か
け
と
い
う
二
項
対
立
が
突
き
崩
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
、
隠
さ

れ
た
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
「
見
か
け
」
な
き
一
つ
の
モ
ノ
自
体
に
、
差

異
を
産
出
す
る
間
隔
化
の
場
が
置
き
換
わ
る
の
で
あ
る
。

　

最
終
的
に
、volo

が
も
た
ら
す
こ
の
構
造
、
全
て
の
発
話
を
「
見
せ

か
け
」
に
す
る
噓
の
構
造
が
、
存
在
で
も
非︲

存
在
で
も
な
い
「
幽
霊
」

と
し
て
の
〈
他
者
〉
を
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
一
度
、
そ

の
箇
所
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

　

お
そ
ら
く
、
幽
霊
の
神
学
は
、〈
一
者
〉
が
、
そ
れ
が
消
失
し
た
と

こ
ろ
と
は
別
な
場
面
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
再
出
現
す
る
の
か
を
分
析

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
神
学
は
、
こ
の
新
し
い
身
分
に

つ
い
て
の
理
論
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
父
の
幽
霊
は
、
彼

が
そ
こ
か
ら
消
え
失
せ
た
王
宮
の
掟
と
な
っ
て
い
た
。
同
様
に
、
も
は

や
天
空
に
も
大
地
に
も
い
な
い
不
在
の
も
の
は
、
奇
妙
な
第
三
項
（
こ

れ
で
も
な
く
あ
れ
で
も
な
く
）
の
領
域
に
住
ま
う
。〈
一
〉
は
そ
の
死

に
よ
っ
て
、
こ
の
中
間
部
に
置
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
、
わ
れ
わ

れ
が
今
日
、
近
似
的
な
も
の
と
し
て
神
秘
的
な
作
者
た
ち
を
描
く
領
域

な
の
で
あ
る（

47
）。
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く
こ
と
を
や
め
な
い
神
秘
家
た
ち
の
姿
に
、
自
分
自
身
の
足
取
り
を
も
重

ね
合
わ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
自
身
の
所
属
を
変
え
続
け
、

い
く
つ
も
の
土
地
を
渡
り
歩
い
た
「
ノ
マ
ド
」
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ラ
バ
デ
ィ

の
生
涯（

50
）。
あ
る
い
は
、
自
身
の
詩
集
に
『
ケ
ル
ビ
ム
の
ご
と
き
旅
人
』

と
題
し
、
そ
こ
に
「
神
を
越
え
て
荒
野
へ
と
私
は
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
」

と
書
き
記
し
た
ア
ン
ゲ
ル
ス
・
シ
レ
ジ
ウ
ス（

51
）。
こ
う
し
た
事
例
は
、
神

秘
家
た
ち
が
動
き
続
け
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

に
与
え
て
い
た
大
き
な
価
値
を
端
的
に
示

し
て
い
る
。
こ
の
時
、
神
秘
的
発
話
が
「
幽
霊
」
と
取
り
持
つ
「
噓
」
の

関
係
は
、
そ
う
し
た
動
き
を
生
ぜ
し
め
る
積
極
的
な
契
機
と
し
て
考
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
セ
ル
ト
ー
が
神
秘
的
発
話
の
う
ち
に
、
ひ
い
て
は
実
践
と

し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
う
ち
に
見
出
す
の
は
、
自
身
に
固
有
の
場
所
を
持

た
ず
、
常
に
未
踏
の
地
へ
と
踏
み
出
そ
う
と
す
る
、
そ
の
一
歩
の
重
み
な

の
で
あ
る
。

は
、
自
身
に
固
有
の
自
由
な
意
志
に
よ
っ
て
否
定
の
所
作
を
行
う
の
で
は

な
く
、
他
所
へ
と
歩
き
出
す
よ
う
に
命
じ
る
〈
他
者
〉
と
の
緊
張
関
係
に

常
に
置
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
〈
他
者
〉
と
は
、
一
つ
の

宗
教
や
一
人
の
発
話
者
に
よ
っ
て
固
有
の
も
の
と
主
張
で
き
る
よ
う
な
も

の
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の

0

0

0

0

0

、
あ
る
い
は
私
の

0

0

〈
神
〉
と
言
え
る
よ
う
な

一
つ
の
存
在

0

0

で
は
な
い
。

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、「〈
神
〉
の
た
め
に
〈
神
〉
を
捨
て
去
る
」

と
き
、〈
神
〉
は
人
に
何
か
を
与
え
る
こ
と
も
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
、

そ
の
よ
う
な
計
算
不
可
能
な
〈
他
者
〉
で
あ
る（

49
）。〈
他
者
〉
へ
と
語
る

こ
と
と
は
、
今
い
る
場
所
か
ら
他
所
へ
と
常
に
歩
き
続
け
、
こ
の
よ
う
な

未
知
な
る
他
者
た
ち
へ
と
己
を
曝
し
続
け
る
と
い
う
試
練
に
耐
え
続
け
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

旅
を
愛
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
思
想
的
源
泉
と
も
し
た
セ
ル
ト
ー
は
、
動

（
1
）M

ichel de Certeau, La fable m
ystique, tom

e I, X
V

Ie︲X
V

IIe 
siècle, Gallim

ard, 1982.

な
お
こ
の
著
作
の
第
二
巻
が
本
稿
執
筆
直
後

に
出
版
さ
れ
た
。M

ichel de Certeau, La fable m
ystique, tom

e II, 
X

V
Ie︲X

V
IIe siècle, Gallim

ard, 2013.

（
2
）『
神
秘
的
寓
話
』
の
英
訳
者
は
、
名
詞
「la m

ystique

」
の
翻
訳
の
難
し

さ
を
表
明
し
つ
つ
、
そ
の
訳
語
と
し
て
、「m

ysticism

」
と
い
う
語

を
避
け
（
フ
ラ
ン
ス
語
に
「le 

m
ysticism

e

」
が
存
在
す
る
た
め
）、

「m
athem

atics
」（
数
学
）
や
「physics

」（
物
理
学
）
と
同
じ
よ
う
な

註
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意
味
で
、
イ
タ
リ
ッ
ク
体
の
「m

ystics

」
と
い
う
語
を
「
ぎ
り
ぎ
り
の

と
こ
ろ
で
」
採
用
し
た
と
述
べ
て
い
る
。「la science expérim

entale

」

（
Ｊ
・
Ｊ
・
シ
ュ
ラ
ン
）
と
い
っ
た
表
現
が
あ
る
よ
う
に
、
神
秘
家
た
ち

自
身
が
自
分
た
ち
の
言
説
を
一
つ
の
「
学
問
」
と
し
て
構
想
し
て
い
た
側

面
が
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
も
こ
の
翻
訳
に
は
一
定
の
妥
当
性
が
あ
る
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
、「la m

ystique

」
の
訳
語
と
し
て
「
神
秘
学
」
を
使
用

す
る
。
そ
れ
は
少
な
く
と
も
「
神
秘
主
義
」
や
「
神
秘
神
学
」
よ
り
は
適

当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。M

ichael 
B. 

Sm
ith, 

«T
ranslatorʼs 

N
ote» in M

ichel de Certeau, T
he M

ystic Fable V
ol. 1. T

he 
Sixteenth and Seventeenth Centuries, Chicago: T

he U
nversity 

of Chicago Press, 1992, ix︲x.

（
3
）Certeau, op. cit., pp.105︲106.

（
4
）Ibid., p.10.

（
5
）Ibid., p.9.

（
6
）『
神
秘
的
寓
話
』
を
中
心
に
扱
っ
た
論
考
と
し
て
以
下
を
挙
げ
て
お
く
。

Françoise Cham
pion, «La «Fable m

ystique» et la m
odernité», 

in A
rchives des sciences socials des religions, 58, 1984, pp.195︲

203; D
aniel V

idal, «Figures de la m
ystique: le dit de M

ichel de 
Certeau», in A

rchives des sciences socials des religions, 58/2, 
1984, 187︲194; Guy Petitdem

ange, «Lʼinvention de com
ence-

m
ent. La Fable M

ystique, de M
ichel de Certeau. Prem

ière lec-
ture», in R

echerche de science religieuse, 71, 1983, pp.497︲520; 
Guy Petitdem

ange, «M
ichel de Certeau et le langage des m

ys-
tiques», in É

tudes, 365, 1986, pp.379︲393; Guy Petitdem
ange, 

«M
ichel de Certeau. La Fable m

ystique», in É
tudes, 390, 

pp.343︲356.

な
お
以
下
の
著
作
で
は
、
デ
リ
ダ
の
議
論
を
踏
襲
し
つ
つ
、

セ
ル
ト
ー
の
神
秘
的
発
話
に
お
け
る
「
噓
」
の
問
題
へ
の
言
及
が
為
さ
れ

て
い
る
。H

ent de V
ries, R

eligion and V
iolence: Philosophical 

Perspectives from
 K

ant to D
errida, Baltim

ore: T
he Johns H

op-
kins U

niversity Press, 2002, pp.256︲266.

（
7
）Certeau, op. cit., p.160︲161.

（
8
）
ヘ
ル
マ
ン
・
テ
ュ
ヒ
レ
ほ
か
『
キ
リ
ス
ト
教
史
5　

信
仰
分
裂
の
時
代
』

上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
編
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
。

（
9
）Certeau, op. cit., pp.30︲36.

（
10
）
Ｗ
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
（
上
）（
下
）』
桝
田
啓
三
郎
訳
、

岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
、
一
九
七
〇
年
。W

alter T
. Stace, M

ysti-
cism

 and Philosophy, London: M
acm

illian &
 Co. Ltd, 1961.

（
11
）Steven T

. K
atz, «Language, Epistem

ology, and M
ysticism

», in 
Steven T

. K
atz 

（ed.

）, M
ysticism

 and Philosophical A
nalysis, 

N
ew

 Y
ork: O

xford U
niversity Press, 1978, pp.22︲74; Steven T

. 
K

atz, «M
ystical Speech and M

ystical M
eaning», in Steven T

. 
K

atz 

（ed.

）, M
ysticism

 and Language, N
ew

 Y
ork: O

xford U
ni-

versity Press, 1992, pp.3︲41.

（
12
）
深
澤
英
隆
『
啓
蒙
と
霊
性
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
二
一
三
―
二

三
三
頁
。

（
13
）
例
え
ば
、
星
川
啓
慈
『
宗
教
と
〈
他
〉
な
る
も
の　

言
語
と
リ
ア
リ
テ
ィ

を
め
ぐ
る
考
察
』、
春
秋
社
、
二
〇
一
一
年
。

（
14
）
宗
教
研
究
に
お
け
る
「
体
験
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
問
題
性
に
つ
い
て

は
以
下
を
参
照
。Robert H

. Sharf, «experience», in M
ark C. 

T
aylor 

（ed.

）, Critical T
erm

s for R
eligious Studies, Chicago: 

U
niversity 

of 
Chicago 

Press, 
1998, 

pp.94︲116; 
T

im
othy 

Fitzgerald, 
«Experience», 

in 
W

illi 
Braun 

and 
Russell 

T
. 

M
cCutcheon 

（eds.

）, G
uide to the Study of R

eligion, N
ew

 
Y

ork: Cassell, 2000, 125︲39.
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（
15
）Certeau, op. cit., pp.28︲29.

（
16
）Ibid., pp.201︲204.

（
17
）
そ
も
そ
も
「m

ystique

」
と
い
う
語
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
に
お
け
る
「m

uo
〔
眼
を
閉
じ
る
〕」
に
由
来
す
る
「m

ustikos

」
に
ま
で
遡
る
が
、
そ
れ
は

端
的
に
秘
教
に
お
け
る
儀
式
の
秘
密
を
意
味
し
て
い
た
。
次
い
で
そ
の
言

葉
が
キ
リ
ス
ト
教
に
採
り
い
れ
ら
れ
た
初
期
の
頃
に
は
、
聖
書
の
秘
め
ら

れ
た
意
味
を
明
か
す
「
霊
的
な
」
読
解
、
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な
解
釈
を
指
す

よ
う
に
な
る
。Louis Bouyer, «M

ysticism
 / A

n Essay on the 
H

istory of the W
ord», in Richard W

oods 

（ed.

）, U
nderstanding 

m
ysticism

, N
ew

 Y
ork: Im

age Books, 1981, pp.43︲55. 

（
18
）Certeau, op. cit., p.73.

（
19
）Ibid., p.132︲137

（
20
）「
そ
れ
〔
破
格
語
法
〕
は
或
る
体
験
を
「
説
明
す
る
」
の
で
は
な
い
、
な

ぜ
な
ら
そ
れ
は
そ
の
体
験
そ
の
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
」。Ibid., p.203.

（
21
）Ibid., p.27.

（
22
）Ibid., Chap. 5. «Le «conversar»», pp.216︲242.

（
23
）「
語
る
こ
と
と
聴
く
こ
と
。
こ
の
二
項
が
、「
聖
人
た
ち
」（
人
は
こ
の
よ

う
に
神
秘
家
た
ち
を
呼
ん
だ
）
の
様
々
な
歩
み
が
実
行
さ
れ
る
空
間
を
決

定
す
る
」Ibid., p.217.

（
24
）Ibid., p.216.

（
25
）Jean-Louis Chrétien, «Le langage des anges selon la scolas-

tique» in Critique, n
o 387︲388, 1979, pp.674︲689.

（
26
）「「
意
志
主
義
」
は
こ
の
天
使
的
言
語
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
本
質
的
な
特
徴
で

あ
る
」、
と
ク
レ
テ
ィ
ア
ン
は
書
い
て
い
る
。Ibid, p.680.

（
27
）Certeau, op. cit., p.244.

（
28
）Ibid., p.227.

（
29
）
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
を
可
能
に
す
る
条
件
を
指
し
示
す

た
め
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
経
由
の
こ
の
表
現
を
用
い
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
『
根
拠
律
』
辻
村
公
一
／
ハ
ル
ト
ム
ー
ト
・
ブ
フ
ナ
ー
訳
、
創
文
社
、

一
九
六
二
年
、
一
〇
頁
。

（
30
）Certeau, op. cit., p.228.

（
31
）「
二
つ
の
意
志
〔V

oluntad

〕
は
一
つ
の
意
志
、
す
な
わ
ち
神
の
意
志
に

な
り
、
神
の
意
志
は
ま
た
、
そ
の
人
の
意
志
と
も
な
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は

言
う
の
で
あ
る
」。
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
『
カ
ル
メ
ル
山
登
攀
』
奥
村
一

郎
訳
、
ド
ン
・
ボ
ス
コ
社
、
一
九
六
九
年
、
七
〇
―
七
一
頁
。

（
32
）Certeau, op. cit., p.241.

（
33
）Ibid., p.241.

（
34
）Ibid., p.232.

（
35
）Ibid., p.228.

（
36
）『
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
説
教
集
』
田
島
照
久
編
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、

二
五
〇
頁
。

（
37
）Jacques D

errida, «N
om

bre de oui» dans Psyché: inventons de 
lʼautre, tom

e 2, Galilée, 2003, p.246. 

（
38
）Certeau, op. cit., «le «je», préface de «La science expérim

en-
tale» 

（J.-J. Surin

）», pp.245︲256.

（
39
）
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
コ
ー
ラ

―
プ
ラ
ト
ン
の
場
』
守
中
高
明
訳
、
未

來
社
、
二
〇
〇
四
年
。

（
40
）
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、
前
掲
書
、
八
九
―
九
一
頁
。

（
41
）Certeau, op. cit., Chap. 2. «Le Jardin: délires et délices de 

Jérôm
e Bosch», pp.71︲99.

（
42
）Ibid., p.74.

（
43
）
シ
ョ
シ
ャ
ナ
・
フ
ェ
ル
マ
ン
は
、
言
表
行
為
の
問
題
系
に
お
け
る
誘
惑
の

行
為
と
信
仰
の
行
為
と
の
間
の
分
か
ち
難
い
結
び
つ
き
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
Ｓ
・
フ
ェ
ル
マ
ン
『
語
る
身
体
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル　

ド
ン
・
ジ
ュ
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ア
ン
と
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
あ
る
い
は
二
言
語
に
よ
る
誘
惑
』
立
川
健
二
訳
、

勁
草
書
房
、
一
九
九
一
年
、
二
八
―
三
〇
頁
。

（
44
）Certeau, op. cit., p.58.

な
お
こ
の
形
象
は
ク
ロ
ー
ド
・
ラ
イ
シ
ュ
レ

ー
ル
に
よ
る
以
下
の
研
究
か
ら
借
用
さ
れ
て
い
る
。Claude 
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