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─
─
テ
ク
ス
ト
の
／
に
お
け
る
〈
海
賊
行
為
〉
に
か
ん
す
る
予
備
的
考
察

三
原

芳
秋

作
品
は
、
そ
れ
が
作
品
で
あ
る
か
ぎ
り
、
か
な
ら
ず
生
に
袋
小
路
か
ら
の
出
口
を
教
え
、

敷
石
と
敷
石
の
隙
間
に
一
筋
の
道
を
通
し
て
く
れ
る
も
の
で
す
。─

─
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ

定
義
一
〈
テ
ク
ス
ト
〉
と
は
、
せ
め
ぎ
合
う
意
味
作
用
の
諸
力
が
織
り
な
す
差
延
的
な
痕
跡
の
構
造
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
に

で
も
あ
る

0

0

も
の
、
と
解
す
る）

1
（

。

説
明

わ
た
し
は
、「
テ
ク
ス
ト
と
は
・
・
・
で
あ
る
／
で
な
い
」
と
は
言
わ
な
い
で
、「
・
・
・
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
に

で
も
あ
る

0

0

も
の
」
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
本
試
論
が
取
り
組
も
う
と
す
る
〈
問
い
〉
は
、「
テ
ク
ス
ト
と
は
な
に
か
」

で
は
な
く
、「
テ
ク
ス
ト
が
あ
る

0

0

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

─
い
っ
た
い
い
か
な
る
存
在
の
仕
方
に
お
い
て
テ
ク
ス
ト

は
テ
ク
ス
ト
と
し
て
そ
の
つ
ど

0

0

0

0

存
在
す
る
の
か
」）

2
（

と
い
う
単
純
な
〈
問
い
〉
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
プ
ラ
グ
マ

テ
ィ
ッ
ク
に
（「
戦
略
的
」
に
）「
ど
こ
に
で
も
あ
る

0

0

」
と
言
う
こ
と
に
は
、
テ
ク
ス
ト
の
限
界
線
の
「
外
部
」
に
（〈
意
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味
〉
と
い
っ
た
）
な
に
も
の
か
が
あ
る
と
い
う
主
張
を
、
さ
し
あ
た
り

0

0

0

0

0

封
じ
込
め
て
お
く
効
果
が
あ
る
。

定
義
二　
〈
海
賊
行
為
〉
と
は
、
あ
る
法
＝
秩
序
が
支
配
す
る
領
域
の
外
部
に
出
自
を
有
す
る
侵
犯
行
為
の
う
ち
で
、
そ
の
法
＝
秩

序
に
よ
っ
て
は
行
為
主
体
が
特
定
で
き
な
い
（
＝
特
定
の
「
敵
」
と
し
て
同
定
し
え
な
い）

（
（

）
も
の
、
と
解
す
る
。

公
理
一　
〈
テ
ク
ス
ト
の
外
部
〉
な
る
も
の
は
、
な
い
。

公
理
二　
〈
海
賊
行
為
〉
は
、
内
部
と
外
部
が
互
い
に
互
い
を
決
定
し
え
な
い
よ
う
な
未
分
化
の
領
域）

（
（

を
作
り
出
す
。

定 

理　

テ
ク
ス
ト
の
〈
海
賊
行
為
〉
な
る
も
の
は
、
な
い
。

証 

明　
〈
海
賊
行
為
〉
は
、
内
部
／
外
部
の
分
割
を
前
提
と
す
る
（
定
義
二
お
よ
び
公
理
二
に
よ
り
）。
他
方
、〈
テ
ク
ス
ト
の
外
部
〉

な
る
も
の
は
、
な
い
（
公
理
一
に
よ
り
）。
ゆ
え
に
、「
テ
ク
ス
ト
の
〈
海
賊
行
為
〉」
な
る
も
の
も
ま
た
、
な
い
。Q

.e.d.

備
考
一　

し
か
し
読
者
の
多
く
は
お
そ
ら
く
、〈
テ
ク
ス
ト
一
般

0

0

〔「
一
般
的
テ
ク
ス
ト
」〕〉
な
ど
と
大
仰
に
か
ま
え
ず
に
、
現
に
目
の

前
に
あ
る
個
々
の
テ
ク
ス
ト
（「
フ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
〔phéno-texte

〕」）
に
お
け
る

0

0

0

0

〈
海
賊
行
為
〉
に
つ
い
て
語
る
の
が
む

し
ろ
穏
当
で
あ
る
、
と
思
う
こ
と
だ
ろ
う
。
現
存
す
る
ひ
と
つ
の
テ
ク
ス
ト
が
そ
れ
自
身
の
境
界
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た

個
体
で
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
こ
に
、
内
部
（
こ
の
テ
ク
ス
ト
）
／
外
部
（
他
の
テ
ク
ス
ト
）
の
分
割
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
、
常
識

0

0

的
に
考
え
て
、
あ
る
テ
ク
ス
ト
が
、
先
行
す
る
（
ま
た
は
同
時
代
的
な
）
他
の
テ
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ク
ス
ト
と
関
係
を
も
つ
際
に
生
じ
る
、
あ
る
種
の
境
界
侵
犯
行
為
（
剽
窃
、
改
竄
、
な
ど
）
を
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（
間
テ
ク
ス
ト
性
〔intertextualité

〕
の
問
題）

（
（

）。

　
「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
と
い
う
用
語
な
ら
び
に
概
念
は
、
通
常
、
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
発
案
に
な
る
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
本
人
が
の
ち
に
不
快
感
を
隠
し
え
な
か
っ
た
よ
う
に）

（
（

、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
、
た
ん
な
る

「
典ソ

ー
ス
・
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ

拠
探
し
」
に
堕
し
が
ち
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
多
少
「
理
論
」
的
装
い
を
も
っ
て
「
影
響
の
不
安
」（
ハ
ロ
ル
ド
・
ブ

ル
ー
ム
）
が
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が）

（
（

、
そ
の
〈
強
い
主
体
〉
間
に
お
け
る
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ク
ス
の
物
語
と
、

「
主
体
の
外
に
あ
り
、
時
間
の
外
に
お
か
れ
た
場
」
で
あ
る
「
ジ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
〔géno-texte

〕」
の
実
在
性
を
基
盤
と

す
る
「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
の
理
論
と
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る

─

ジ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
は
、
構
造
化
さ
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
構
造
化
す
る
も
の
で
も
な
い
か
ら
、
そ
こ
に
は
主
体
と

い
う
も
の
は
な
い
。
主
体
の
外
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
主
体
を
無
化
す
る
否
定
項
で
さ
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
ジ
ェ

ノ
＝
テ
ク
ス
ト
は
、
主
体
の
手
前
と
彼
方
で
作
用
す
る
、
主
体
の
他
者
な
の
で
あ
る
。
主
体
の
外
に
あ
り
、
時
間
の

外
に
お
か
れ
た
場
（
主
体
も
時
間
も
、
そ
れ
ら
を
貫
く
広
大
な
機
能
の
働
き
の
副
産
物
の
よ
う
に
現
れ
て
く
る
に
す
ぎ
な
い
）

で
あ
る
ジ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
は
、
言ラ

ン
グ語

の
歴
史
と
、
そ
の
歴
史
が
認
識
し
う
る
意
味
実
践
の
装
置

0

0

〔dispositif

〕
と

し
て
表
わ
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
現
に
あ
り
、
こ
れ
か
ら
現
わ
れ
て
く
る
具
体
的
な
言ラ

ン
グ語

す
べ
て
〔toutes les 

langues concrètes existantes et à venir

〕
の
も
つ
可
能
性
が
、
フ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
と
し
て
仮
面
を
つ
け
、
検
閲

さ
れ
て
定
着
す
る
前
に
、
ジ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
「
与
え
ら
れ
て
〔données

〕」
い
る
の
で
あ
る
。

 

（「
定
式
の
産
出
」『
セ
メ
イ
オ
チ
ケ　

一
』
一
七
二
頁
）

「
典
拠
探
し
」
や
「
影
響
の
不
安
」
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
〈
作
品
〉
や
〈
作
家
〉
と
い
う
実
体
化
さ
れ
た
単

位
を
基
礎
と
し
て
時
間
軸
に
沿
っ
て
先
行
者
と
後
発
者
と
の
関
係
が
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
の
に
対
し
、「
間
テ
ク
ス
ト
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性
」
が
対
象
と
す
る
の
は
、
す
で
に
現
働
化
さ
れ
て
い
る
（
フ
ェ
ノ
＝
）
テ
ク
ス
ト

─
〈
作
品
〉
や
〈
作
者
〉
も
、
当

然
こ
こ
に
含
ま
れ
る

─
の
み
な
ら
ず
、
来
た
る
べ
き
〔à venir

〕
テ
ク
ス
ト
、
す
な
わ
ち
、
い
ま
だ
現
働
化
さ
れ
て
い

な
い
テ
ク
ス
ト
の
「
す
べ
て
」
＝
潜ヴ

ァ
ー
チ
ャ
ル

在
的
な
全
体
性
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
記
述
が
試
み
ら
れ
る
の
は
、「
時
間
の

外
」）

（
（

に
あ
る
「
潜
在
的
無
限
性
〔infinité potentielle

〕
に
お
け
る
連
結
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」（「
パ
ラ
グ
ラ
ム
の
記
号
学
の
た
め

に
」『
セ
メ
イ
オ
チ
ケ　

一
』
一
一
六
頁
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
直
線
的
な
時
間
軸
上
に
相
前
後
す
る
狭
義
の

「
テ
ク
ス
ト
」（
フ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
）
の
あ
い
だ
の
一
対
一
対
応

─
す
な
わ
ち
、
権
力
〔potestas

〕
関
係

─
の
束
が
問

題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
フ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
と
い
う
「
現
象
」
の
う
ち
に
登
記
〔inscrire

〕
さ
れ
る
ジ
ェ
ノ
＝

テ
ク
ス
ト
と
い
う
「
潜
在
的
無
限
性
」

─
す
な
わ
ち
、
無
限
集
合
の
「
濃
度
〔puissance

＝
潜
勢
力
・
力
能potentia

〕」

─
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

─

テ
ク
ス
ト
は
言
語
現
象

0

0

で
は
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
平
板
な
構
造
と
み
な
さ
れ
て
い
る
言
語
資
料
体
と

し
て
現
れ
る
構
造
化
さ
れ
た
意
味
作
用
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
意
味
作
用
の
産
出

0

0

で
あ
る
。
こ
の
産
出
は
、

言
語
「
現
象
」、
フ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

の
な
か
に
記
載
〔inscrit

＝
登
記
〕
さ
れ
て
い
る
。
フ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
は
、

印
刷
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
そ
れ
を
読
み
と
る
に
は
、（
一
）そ
の
言
語
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
、（
二
）意

味
を
産
む
行
為
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
の
創
出
を
と
お
し
て
垂
直
に

0

0

0

遡
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
だ
。
だ
か
ら
、

意
味
産
出
は
二
重
に
、（
一
）言ラ

ン
グ語

の
織
物
の
産
出
、（
二
）意
味
産
出
を
提
示
す
る
身
構
え
を
し
て
い
る
「
わジ

ュ
た
し
」

の
産
出
、
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
垂
直
線
に
切
り
開
か
れ
る
も
の
、
そ
れ
は
フ
ェ
ノ
＝

テ
ク
ス
ト
の
生
成
〔génération

〕
と
い
う
（
言
語
的
）
操
作
で
あ
る
。
こ
の
操
作
を
、
わ
れ
わ
れ
は
ジ
ェ
ノ
＝
テ
ク

0

0

0

0

0

0

ス
ト

0

0

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
の
概
念
は
、
フ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
と
ジ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト

（
表
面
と
地
、
意
味
さ
れ
た
構
造
と
意
味
を
産
む
生
産
性
）
と
に
二
重
化
さ
れ
る
。
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（「
定
式
の
産
出
」『
セ
メ
イ
オ
チ
ケ　

一
』
一
六
六
頁
）

ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
が
、
バ
フ
チ
ン
論
に
お
い
て
、〈
テ
ク
ス
ト
〉
が
こ
の
よ
う
に
し
て
「
垂
直
線
」
に
貫
か
れ
て
あ
る
事
態

を
「
対
立
す
る
も
の
の
併
存
〔am

bivalence

〕」
と
呼
び
、
そ
こ
か
ら
「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
の
概
念
を
案
出
し
た
こ
と
は
、

周
知
の
事
実
だ
ろ
う
。「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
理
論
が
凝
視
し
て
い
る
の
は
、（
狭
義
の
／
現
象
と
し
て
の
／
フ
ェ
ノ
＝
）
テ
ク

ス
ト
同
士
の
（
水
平
的
な
）
影
響
関
係
で
は
な
く
、
フ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
と
ジ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
の
（
垂
直
的
な
）〈
あ
い

だ
〉

─
テ
ク
ス
ト
と
生
と
の
〈
あ
い
だ
〉）

（
（

の
領
域

─
す
な
わ
ち
、〈
あ
い
だ
〉
と
し
て
の
〈
テ
ク
ス
ト
〉
な
の
で
あ

る
。

　

こ
こ
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
記
憶
論

─
「
潜
在
的
共
存
と
し
て
の
記
憶
」（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
）
の
存
在
論

─
を
引
き
合
い

に
だ
す
の
は
、
き
わ
め
て
妥
当
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
純
粋
記
憶
」
と
い
う
〈
潜ヴ

ァ
ー
チ
ャ
ル

在
的
な
全
体

性
〉
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
存
在
論
へ
の
飛
躍
」
を
敢
行
し
た
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
が
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の

「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
に
お
い
て
も
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る

─

し
た
が
っ
て
、
特
定
の
現
在
の
特
殊
な
過
去
で
な
い
よ
う
な
《
過
去
一
般
》
が
存
在
す
る
。
こ
の
過
去
一
般
は
、
存

在
論
的
要
素
と
し
て
あ
り
、
永
遠
で
つ
ね
に
存
在
す
る
過
去
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
個
別
的
な
現
在
の
《
通
過
》
の
た

め
の
条
件
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
過
去
を
可
能
に
す
る
も
の
は
、
こ
の
過
去
一
般
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
わ
れ
わ

れ
は
ま
ず
第
一
に
過
去
一
般
の
な
か
に
お
の
れ
を
移
行
さ
せ
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
が
記
述
し
て

い
る
の
は
、
存
在
論
へ
の
飛
躍

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
存
在
、
即
自
存
在
、
過
去
の
即
自
存
在
の
な
か
へ
と
実
際

に
飛
躍
す
る
の
だ
。 

（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
『
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
』
五
七
～
八
頁
）

《
過
去
一
般
》
は
、
現
象
学
的
分
析
を
始
動
さ
せ
る
た
め
に
措
定
さ
れ
る
リ
ク
ー
ル
的
な
「
留エ

ポ
ケ
ー保

」
）
（1
（

の
た
ま
も
の
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
「
存
在
論
的
要
素
」
と
し
て
実
在

0

0

し
、
そ
の
「
過
去
の
な
か
に
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
ち
に
身
を
置
く
」）

（（
（

こ
と
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か
ら
始
め
る
点
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
純
粋
記
憶
」
＝《
過
去
一
般
》
を

参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
主
体
の
外
に
あ
り
、
時
間
の
外
に
お
か
れ
た
場
」
で
あ
る
「
ジ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
」
の
地
位

が
明
確
に
な
る
と
と
も
に
、「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
理
論
の
存
在
論
的

─
ひ
い
て
は
、
生
命
論
的

─
射
程
が
正
確
に
捉

え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
も
は
や
こ
れ
以
上
の
贅
言
は
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、「
表
象
し
え
な
い
け
れ
ど
も
実
在
す
る
無
限

0

0

0

0

0

0

〔infinité réelle im
possible à représenter

〕」）
（1
（

─
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
が «l’invisible est là sans être objet»

）
（1
（

 

と
研
究
ノ
ー
ト
に
書
き
つ
け
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
好
ん
で
引
用
す
る
プ

ル
ー
ス
ト
が «réels sans être actuels»

）
（1
（

 

と
表
現
し
た
次
元

─
に
臨
ん
で
、
現
実
に
あ
る
〔actuel

〕
狭
義
の
（
フ
ェ

ノ
＝
）
テ
ク
ス
ト
の
み
が
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
こ
の
「
存
在
論
的
飛
躍
」

─
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
言

う
「
垂
直
に
遡
っ
て
ゆ
く
こ
と
」

─
を
敢
行
す
る
た
め
の
契
機
は
、
い
か
に
し
て
見
出
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
契
機
は
、
個
々
の
テ
ク
ス
ト
読
解
に
お
い
て
「
侵
犯
〔transgression

〕」「（
不
法
）
侵
入
〔effraction

〕」「（
突
発

的
）
侵
入
〔irruption

〕」
な
ど
の
語
彙
で
表
現
さ
れ
る
事
態

─
「
境
界
は
、
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
の
な
か
へ
の
ル
・
セ

ミ
オ
テ
ィ
ッ
ク
の
流
入
〔affl

ux

〕
に
よ
っ
て
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
ほ
ど
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
〔irrém

édiablem
ent 

secouée

〕」）
（1
（

と
い
っ
た
よ
う
な
、
す
ぐ
れ
て
〈
海
賊
的
〉
な
事
態

─
の
痕
跡
と
し
て
、
テ
ク
ス
ト
の
そ
こ
か
し
こ
に
刻

み
こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
痕
跡
に
切
り
こ
み
、
一
気
呵
成
に
「
垂
直
に
遡
っ
て
ゆ
く
こ
と
」
が
、「
存
在
論
的
飛
躍
」
に

つ
な
が
る
は
ず
だ
。
よ
り
実
践
的
に
言
え
ば
、（
フ
ェ
ノ
＝
）
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
「
異
質
性
〔hétérogénéité

〕」
を
発
見

し
、
そ
れ
が
ジ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
「
垂
直
線
に
切
り
開
か
れ
」
た
亀
裂
で
あ
る
と
直
観
す
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う）

（1
（

。

　

ピ
エ
ー
ル
・
バ
イ
ヤ
ー
ル
の
、
一
見
す
る
と
奇
を
て
ら
っ
た
だ
け
の
言
葉
遊
び
と
も
思
え
る
「
前
も
っ
て
の
剽
窃
〔le 

plagiat par anticipation

〕」
と
い
う
概
念
も
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
英
語
圏
の
読
者
に
は
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な
じ
み
の
深
い
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
た
い
す
る
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
影
響
を
研
究
し
て
い
る
ん
で
す
」
と
い
う
、

研
究
者
を
小
ば
か
に
し
た
よ
う
な
自
己
紹
介）

（1
（

を
題
辞
に
掲
げ
た
、
二
〇
〇
九
年
に
上
梓
さ
れ
た
好
著
『
前
も
っ
て
の
剽

窃
』
は
、
た
と
え
ば
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
が
、
二
千
年
後
に
フ
ロ
イ
ト
に
よ
り
「
発
見
」
さ
れ
る
オ

イ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ク
ス
や
探
偵
推
理
小
説
の
技
法
と
い
っ
た
も
の
を
「
前
も
っ
て
剽
窃
」
し
て
い
た
と
、
言
葉
の

あ
や
で
は
な
く
額
面
通
り
に
主
張
す
る
。
そ
の
他
に
も
、
ジ
ョ
イ
ス
や
ヌ
ー
ボ
ー
・
ロ
マ
ン
を
気
ま
ま
に
剽
窃
す
る
ロ
ー

レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
、
プ
ル
ー
ス
ト
を
剽
窃
す
る
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
、『
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
』
を
剽
窃
す
る
ヴ
ォ

ル
テ
ー
ル
の
コ
ン
ト
な
ど
、
本
書
の
魅
力
は
そ
の
多
彩
な
事
例
の
数
々
に
あ
る
の
だ
が

─
そ
ち
ら
は
、
今
後
の
邦
訳
・

紹
介
を
待
つ
こ
と
と
し
よ
う

─
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
奇
矯
な
主
張
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
バ
イ
ヤ
ー
ル
の
歴
史
観
、

す
な
わ
ち
、「
互
い
に
異
質
的
で
両
立
し
な
い
〔hétérogènes et non conciliables

〕
真
理
の
体レ

ジ
ー
ム制

に
従
う
二
つ
の
歴
史
」

（
一
一
七
頁
）
と
い
う
考
え
方
に
焦
点
を
あ
て
た
い

─

十
分
な
厳
密
さ
を
望
む
な
ら
、〔
歴
史
家
が
諸
事
件
を
時
系
列
に
沿
っ
て
記
述
す
る
よ
う
な
〕
出
来
事
の
歴
史

0

0

0

0

0

0

〔l’histoire 

événem
entielle

〕
と
文
学
の
歴
史

0

0

0

0

0

〔l’histoire littéraire

〕
と
を
き
っ
ぱ
り
と
切
り
離
し
、
作
家
や
芸
術
家
は
実
際
に

二
重
の
時
間
性

0

0

0

0

0

0

〔une double chronologie

〕
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
決
心
が
必
要
だ
。
創
作
家
は
、
自
分
が

生
き
る
時
代
の
ま
っ
た
き
市
民
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
な
る
時
間
〔un autre tem

ps

〕

─
そ
れ
固
有
の
リ
ズ
ム
に

従
う
文
学
や
芸
術
の
時
間

─
に
も
同
等
の
権
利
を
も
っ
て
所
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

（
一
〇
八
頁
、
拙
訳
）

こ
の
「
二
重
の
時
間
性
」
に
お
い
て
は
、
前
者
の
意
味
で
の
同
時
代
者
と
の
あ
い
だ
に
生
じ
る
不
協
和
〔dissonance

〕

や
異
質
性
〔hétérogénéité

〕
の
感
覚
が
、
か
え
っ
て
後
者
の
意
味
に
お
け
る
時
空
を
超
え
た
同
時
代
性

─
「
前
も
っ

て
の
剽
窃
」

─
を
保
証
す
る
こ
と
に
な
る
。
バ
イ
ヤ
ー
ル
が
導
き
の
糸
と
し
て
い
る
ボ
ル
ヘ
ス
の
エ
ッ
セ
イ
「
カ
フ
カ
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と
そ
の
先
駆
者
た
ち
」
の
（
よ
り
穏
当
な
）
言
い
回
し
を
借
り
る
な
ら
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
が
自
ら
の
先
駆
者
を
創
造
す

0

0

0

る0

」
─
─
「
カ
フ
カ
が
も
し
何
も
書
い
て
い
な
か
っ
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し
た
〔「
先
駆
者
た
ち
」
の
作
品
が
も
つ
カ
フ

カ
的
な
〕
特
徴
に
気
づ
か
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
特
徴
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
」

（
一
五
六
頁
）

─
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
バ
イ
ヤ
ー
ル
の
テ
ー
ゼ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
さ
は
、「
固
有
の
リ
ズ
ム
」

を
有
す
る
「
他
な
る
時
間
」
の
実
在

0

0

を
「
き
っ
ぱ
り
と
〔une fois pour toutes

〕」
認
め
る
決
心
を
要
請
す
る
と
こ
ろ
に

あ
る
。

　

こ
の
「
二
重
の
時
間
性
」
へ
の
〈
信
〉〔foi

〕
は
、
す
ぐ
れ
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
＝
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
的
な
「
存
在
論
的
飛

躍
」
で
あ
る
と
い
え
る）

（1
（

。
た
と
え
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
デ
ジ
ャ
・
ヴ
ュ

─
知
覚
に
お
け
る
「
前
も
っ
て
の
剽
窃
」

─

の
分
析
か
ら
導
き
出
す
「
知
覚
と
記
憶
〔souvenir

＝
想
起
〕
の
二
重
化
〔dédoublem

ent

〕」
の
図
式
は
、
こ
の
相
同
性
を

よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る

─

私
た
ち
の
生
の
す
べ
て
の
瞬
間
は
二
つ
の
面
を
も
つ
。
現
実
態
〔actuel

〕
と
潜
在
態
〔virtuel

〕、
知
覚
の
面
と
記

憶
の
面
で
あ
る
。
私
た
ち
の
生
は
あ
ら
わ
れ
る
と
同
時
に
分
裂
す
る
。
と
い
う
よ
り
、
分
裂
す
る
こ
と
に
お
い
て
あ

ら
わ
れ
る
〔il consiste dans cette scission m

êm
e

〕。〔
と
い
う
の
も
、〕
す
で
に
な
い
直
前
の
過
去
と
い
ま
だ
な
い
未

来
と
の
あ
い
だ
の
逃
げ
去
る
境
界
〔lim

ite fuyante

〕
と
し
て
進
行
し
て
や
ま
な
い
現
在
の
瞬
間
は
、
知
覚
を
た
え

ず
記
憶
に
映
し
て
動
く
鏡
で
な
い
と
し
た
ら
単
な
る
抽
象
に
還
元
さ
れ
る
だ
ろ
う
〔
か
ら
で
あ
る
〕。

 
（「
現
在
の
記
憶
と
誤
っ
た
再
認
」『
精
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
』
一
三
六
頁
）

こ
の
引
用
箇
所
に
続
い
て
、「
日
付
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
今
後
も
持
つ
こ
と
は
な
い
」
よ
う
な
「
過
去
一
般

0

0

〔le passé en 

général

〕」
の
概
念
が
導
入
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
バ
イ
ヤ
ー
ル
の
「
他
な
る
時
間
」
と
と
も
に
、
こ
こ
ま
で
に
論
じ
て
き

た
〈
潜ヴ

ァ
ー
チ
ャ
ル

在
的
な
全
体
性
〉
と
「
同
じ
濃
度
〔
＝
力
能
〕」
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
潜
在
的
な
も
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の
〔virtuel

〕
と
し
て
、
こ
の
想
起
〔souvenir

〕
は
、
そ
れ
を
引
き
寄
せ
る
知
覚
に
よ
っ
て
し
か
現
実
的
な
も
の
〔actuel

〕

と
な
り
え
な
い
」
一
方
で
、「
イ
マ
ー
ジ
ュ
へ
と
現
実
化
さ
れ
た
想
起
〔le souvenir actualisé en im

age

〕
は
、
こ
の
純

粋
想
起
と
は
根
底
的
に
異
な
っ
て
い
る
」（『
物
質
と
記
憶
』
一
七
一
～
二
頁
、
二
〇
一
頁
）
た
め
に
、「
私
た
ち
の
生
」
は
、

「
分
裂
そ
の
も
の
〔scission m

êm
e

〕」
の
相
の
下
に
お
い
て
の
み

0

0

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
に
話
を
戻
せ
ば
、
す
で
に
引
用
し
た
「
テ
ク
ス
ト
の
概
念
は
、
フ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
と
ジ
ェ
ノ

＝
テ
ク
ス
ト
と
に
二
重
化
〔dédoublant

〕
さ
れ
る
」
と
い
う
定
式
が
、
こ
の
存
在
論
的
〈
信
〉
を
テ
ク
ス
ト
理
論
に
〈
翻

訳
〉
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
理
論
を
発
展
さ
せ
つ
つ
「
分
裂
そ
の
も
の
」
と
し
て
の
現
実
（
現
働
）
的
存
在
様

態
を
動
的
に
表
現
し
た
の
が
（
こ
れ
ま
た
す
で
に
引
用
し
た
）「
境
界
は
、
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
の
な
か
へ
の
ル
・
セ
ミ
オ

テ
ィ
ッ
ク
の
流
入
〔affl

ux
〕
に
よ
っ
て
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
ほ
ど
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
の
だ
」
と
い
う
観
察
で
あ
る
、
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
は
、
さ
ら
に
、
こ
の
理
論
的
観
察
を
、
よ
り
実
践
的
に
「
意
味
生
成
の
過
程
＝
訴
訟

〔le procès de la signifiance

〕」
と
し
て
分
析
し
て
い
る

─

ル
・
セ
ミ
オ
テ
ィ
ッ
ク
は
、
根
源
的
に
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
の
条
件
で
は
あ
る
の
だ
が
、
意
味
実
践
に
お
い
て
は

ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
へ
の
侵
犯
〔transgression

〕
の
結
果
と
し
て
機
能
す
る
、
と
さ
し
あ
た
り
言
っ
て
お
こ
う
。

で
あ
る
か
ら
し
て
、
シ
ン
ボ
ル
化
に
「
先
立
つ
」
ル
・
セ
ミ
オ
テ
ィ
ッ
ク
〔
と
い
う
言
い
回
し
〕
は
、
記
述
の
必
要
か

ら
正
当
化
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
理
論
的
仮
説

0

0

0

0

0

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
実
践
的
な
場
面
で
は
、
ル
・
セ
ミ
オ
テ
ィ
ッ
ク
は

ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
内
在
し
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
が
音
楽
や
詩
の
よ
う
な
実
践
の
な
か
で
ル
・
セ
ミ
オ
テ
ィ
ッ
ク

に
認
め
る
複
雑
性
〔com

plexité

＝
無
数
の
襞
〔pli

〕
が
折
り
畳
ま
れ
て
あ
る
こ
と
〕
の
分
節
＝
接
続
に
は
〔
ル
・
サ
ン
ボ

リ
ッ
ク
に
よ
る
〕
切
断
〔coupure

〕
が
必
要
と
さ
れ
る
の
だ
。（
中
略
）
こ
の
切
断
の
あ
と
に
〔
を
も
と
に
し
て
〕
再
帰

的
に
産
出
さ
れ
る
ル
・
セ
ミ
オ
テ
ィ
ッ
ク
は
、
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
お
け
る
欲
動
の
機
能
性
の
「
第
二
の
」
回
帰
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と
し
て
、
シ
ン
ボ
ル
秩
序
に
導
入
さ
れ
る
否
定
性
と
し
て
、
シ
ン
ボ
ル
秩
序
の
侵
犯
と
し
て
、
表
象
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（『
詩
的
言
語
の
革
命
』
六
七
～
八
頁
、
翻
訳
は
適
宜
変
更
し
た
）

「
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
お
け
る
ル
・
セ
ミ
オ
テ
ィ
ッ
ク
の
炸
裂
〔explosion

〕」
と
も
表
現
さ
れ
る
、
こ
の
「
侵
犯
」
の

否
定
性
は
、「〔
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
よ
る
〕
切
断
」
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
る
「
定
立
相
〔la phase thétique

〕」
の
否
定

（
＝
否
定
の
否
定
）
と
し
て
〔
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
〕
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

─
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、「
切
断
」
以
前

0

0

の
実

体
化
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
か
ら

─
と
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
は
釘
を
さ
す
。
定
立
的
措
定
の
際
に
生
じ
る
矛
盾
を
止
揚
す
る

の
で
は
な
く
、「
こ
の
措
定
自
体
を
創
出
し
た
矛
盾
」
を
「
逆
し
ま
に
再
活
性
化
〔une réactivation à rebours

〕」
す
る

の
が
、
こ
の
「
侵
犯
」
の
正
体
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
お
い
て
「
芸
術
」

─
そ
の
範
例
が
「
詩
的
言
語
」
で
あ
る

─
が
特
権
化
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
十
分
な
正
当

性
が
あ
る

─
「
芸
術
」
の
本
領
は
、
侵
犯
の
否
定
性
に
よ
っ
て
定
立
を
砕
き
潰
し
〔pulvérisant

〕
な
が
ら
、
定
立
も
ま
た
手
放
さ

な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
が
定
立
を
侵
犯
す
る
唯
一
の
方
法
で
あ
り
、
否
定
性
の
襲
撃
を
う
け
て
な
お
シ

ン
ボ
ル
機
能
を
維
持
す
る
困
難
さ
を
踏
ま
え
て
、
テ
ク
ス
ト
の
実
践
が
主
体
に
対
し
て
示
す
危
険
を
は
か
る
こ
と
が

で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
に
テ
ク
ス
ト
の
機
能
の
は
た
ら
き
に
内
在
す
る
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化
と
し
て
映
っ
た
も
の
が
、

い
ま
で
は
否
定
性
に
ブ
レ
ー
キ
〔freine

〕
を
か
け
て
、
鬱
滞
と
し
て
定
位
さ
せ
、
シ
ン
ボ
ル
の
措
定
を
一
掃
し
て

し
ま
わ
な
い
よ
う
に
計
ら
う
、
構
造
的
に
不
可
欠
の
防
御
物
と
し
て
現
れ
る
。 

（
六
八
頁
）

シ
ン
ボ
ル
秩
序
を
粉
砕
〔pulvériser

〕
し
つ
つ
歯
止
め
〔frein
〕
の
役
も
果
た
す
「
芸
術
」

─
こ
こ
で
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ

は
、
文
化
人
類
学
の
知
見
を
取
り
入
れ
、「
供
犠
」
と
「
芸
術
」
と
の
構
造
的
な
連
関
に
議
論
を
発
展
さ
せ
、「
テ
ク
ス
ト

の
実
践
」
と
い
う
課
題
が
、
シ
ン
ボ
ル
秩
序
へ
の
「
享
楽
の
流
入
〔l’affl

ux de la jouissance

〕」
一
般
の
問
題
へ
と
接
続
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（（0

さ
れ
る

─
芸
術

─
こ
の
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
の
ル
・
セ
ミ
オ
テ
ィ
ッ
ク
化

─
は
、
こ
う
し
て
言
語
の
な
か
へ
の
享
楽
の
流

入
を
表
わ
す
。
供
犠
が
シ
ン
ボ
ル
と
社
会
の
秩
序
の
な
か
に
享
楽
の
生
産
的
な
限
界

0

0

〔lim
ite

〕
を
指
定
す
る
の
に

対
し
て
、
芸
術
は
、
享
楽
が
そ
の
身
を
守
り
つ
つ
こ
の
秩
序
に
浸
透
す
る
た
め
の
（
唯
一
の
）
方
途
を
明
確
に
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
秩
序
に
亀
裂
を
走
ら
せ
〔fissurant

〕、
切
断
線
を
刻
み
こ
み
〔coupant

〕、
語
彙
、
統
辞
さ

ら
に
は
語
そ
の
も
の
を
も
変
形
し
、
そ
の
下
か
ら
、
声
と
身
振
り
の
差
異
が
も
た
ら
す
欲
動
を
取
り
出
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
享
楽
が
社
会
─
シ
ン
ボ
ル
秩
序
を
突
き
抜
け
て
導
き
い
れ
ら
れ
る
の
だ
。
言
語
が
社
会
─
シ
ン
ボ
ル
秩
序

の
な
か
に
享
楽
を
導
入
す
る
の
に
適
し
て
い
る
こ
と
、
定
立
は
か
な
ら
ず
し
も
神
学
的
供
犠
を
前
提
と
し
な
い
こ
と

─
こ
れ
こ
そ
、
供
犠
に
向
き
合
っ
た
詩
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
な
の
だ
。 

（
八
〇
頁
、
翻
訳
は
適
宜
変
更
し
た
）

こ
こ
に
い
た
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
の
問
題
は
、
通
常
の
意
味
で
の
「（
狭
義
の
／
フ
ェ
ノ
＝
）
テ
ク
ス
ト
」
の
問
題
で
は
も
は

や
あ
り
え
ず
、「
社
会
秩
序
の
存
続
と
革
命
の
条
件
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
ま
で
断
言
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

─

言
語
と
社
会
に
向
き
あ
っ
て
詩
が
出
会
う
の
は
、
定
立
的
な
も
の
を
呼
び
起
こ
す
供
犠
で
は
な
く
て
、
定
立
そ
の
も

の
（
論
理
─
言
語
─
社
会
）
な
の
だ
か
ら
、
詩
は
も
は
や
「
詩
」
と
し
て
と
ど
ま
る
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
。
そ

れ
は
、
定
立
の
措
定
を
と
お
し
て
定
立
と
享
楽
が
対
決
す
る
明
白
な
場
と
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
言
語
の
秩
序
自

体
の
な
か
へ
の
欲
動
の
疎
通
〔frayage

通
道
〕
を
明
示
す
る
た
め
の
恒
常
的
な
闘
い
と
な
る
の
だ
。（
中
略
）
す
で
に

閉
じ
た
と
は
い
わ
ず
と
も
縫
合
さ
れ
た
〔saturé
〕
こ
の
社
会
─
シ
ン
ボ
ル
秩
序
の
な
か
に
あ
っ
て
、
詩
は

─
よ

り
正
確
に
、
詩
的
言
語
は

─
す
で
に
は
じ
め
か
ら
自
分
の
機
能
で
あ
っ
た
も
の
を
喚
起
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ル
・

サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
を
横
断
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
働
き
か
け
、
そ
れ
を
貫
通
し
、
そ
の
脅
威
と
な
る
よ
う
な
も
の
を
導
き

入
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
い
い
か
え
れ
ば
、
社
会
秩
序
の
内
部
で
そ
れ
に
さ
か
ら
っ
て
、
無
意
識
理
論
が
探
求
し
、
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（（1

詩
的
言
語
が
実
践
し
て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
社
会
秩
序
の
変
革
あ
る
い
は
顛
覆
の
究
極
の
手
段
、
社
会
秩
序
の
存
続

と
革
命
の
条
件
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

（
八
一
～
二
頁
、
翻
訳
は
適
宜
変
更
し
た
）

詩
的
言
語

─
こ
こ
で
は
ひ
ろ
く
〈
テ
ク
ス
ト
〉
と
と
る

─
が
、
社
会
─
シ
ン
ボ
ル
秩
序
の
な
か
で
道
を
拓
く

〔frayer

〕
と
、
そ
こ
に
「
享
楽
〔jouissance

〕」
の
生
命
＝
生
殖
的
奔
流
が
お
し
よ
せ
る

─
こ
こ
で
、frayer

に
は
、

「
卵
に
精
液
を
か
け
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
こ
う
。
そ
こ
は
、
定
立
と
享
楽

─
フ
ェ
ノ
＝
テ
ク

ス
ト
と
ジ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
、「（
現
働
化
さ
れ
た
）
個
」
と
「
潜
在
的
無
限
性
」

─
の
恒
常
的
な
闘
争
の
場
と
な
る
。

そ
し
て
、
そ
の
恒
常
的
な
闘
争
（「
書
く
こ
と
─
読
む
こ
と
」）

（1
（

）
に
お
い
て
は
、「
無
限
に
対
し
て
置
か
れ
る
境
界
石
〔une 

borne à l’infini
〕」（
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
が
好
ん
で
引
く
マ
ラ
ル
メ
の
こ
と
ば
）
に
〈
ふ
れ
る
〉
と
い
う
「
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ッ
ク
」

な
経
験
（
坂
部
恵）

11
（

）
が
不
断
に
く
り
か
え
さ
れ
る
の
だ
。

　

テ
ク
ス
ト
は
、
も
は
や
、
一
個
の
《
例
外
状
態
》
だ
。
あ
る
テ
ク
ス
ト
が
他
の
テ
ク
ス
ト
に
〈
海
賊
行
為
〉
を
は
た
ら

く
の
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
が
、
フ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
と
し
て
現
働
化
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
つ
ね
に
・
す
で
に
ジ
ェ

ノ
＝
テ
ク
ス
ト
の
（
不
法
）
侵
入
〔effraction

〕
に
曝
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
存
在
自
体
が
〈
海
賊
行
為
〉

そ
の
も
の
な
の
だ
。〈
剽
窃
〉
に
つ
い
て
も
、
も
は
や
、
時
間
軸
に
そ
っ
て
後
発
者
が
先
行
者
の
テ
ク
ス
ト
を
「
盗
む

〔steal

〕」
と
い
う
他
動
詞
的
＝
能
動
態
的
認
識
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
内
の
〈
異
質
性
〉
が
開
く
「
亀
裂
」

や
「
切
断
線
」
を
抜
け
て
「
他
な
る
時
間
」
が
忍
び
込
ん
で
く
る
〔steal into 

／ sich stehlen

〕
と
い
う
〈
中
動
態
〉
的

経
験
─
─
そ
の
相
互
嵌
入
的
な
場
が
「
前
も
っ
て
の
剽
窃
」
を
可
能
に
す
る
─
─
こ
そ
が
問
題
な
の
だ
。
こ
れ
が
、
存
在

論
的
＝
中
動
態
的
「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
理
論
が
要
請
す
る
結
論
で
あ
り
、
こ
の
結
論
に
従
っ
て
、
本
試
論
冒
頭
に
示
し
た

「
定
理
」
を
代
補
す
る
「
系
」
が
付
加
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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（（2

備
考
二　

先
へ
進
む
前
に
こ
こ
で
、
本
試
論
の
タ
イ
ト
ル
「
未
熟
な
詩
人
は
真
似
る
、
成
熟
し
た
詩
人
は
盗
む
」
に
つ
い
て
説
明
し

て
お
こ
う
。
こ
の
格
言
は
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
書
評
「
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
マ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
」（
一
九
二
〇
））

1（
（

か
ら
の

「
借
用
」
で
あ
る

─
そ
し
て
、
そ
れ
自
体
も
ま
た
、
若
き
エ
リ
オ
ッ
ト
が
昧
読
し
た
で
あ
ろ
う
ラ
ル
フ
・
ウ
ォ
ル
ド
ー
・

エ
マ
ソ
ン
か
ら
の
「
借
用
」
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
は
な
い
だ
ろ
う）

11
（

。
マ
イ
ナ
ー
な
出
典）

11
（

そ
の
も
の
は
忘
れ
ら
れ
、
印
象

的
な
フ
レ
ー
ズ
だ
け
が
生
き
残
り
、
文
脈
が
知
ら
れ
ぬ
ま
ま
論
文
に
引
用
さ
れ
た
り
大
学
院
入
試
で
使
用
さ
れ
た
り
す
る
、

典
型
的
な
例
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
そ
の
文
脈
ご
と
訳
出
し
て
お
く

─

〔
詩
人
の
優
劣
を
は
か
る
〕
も
っ
と
も
た
し
か
な
テ
ス
ト
の
ひ
と
つ
は
、
詩
人
が
借
用
す
る
〔borrow

〕
そ
の
仕
方
を
み

る
こ
と
だ
。
未
熟
な
詩
人
は
真
似
る
〔im

itate

〕、
成
熟
し
た
詩
人
は
盗
む
〔steal

〕。
拙
い
詩
人
は
そ
う
や
っ
て
手

に
入
れ
た
も
の
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
う
が
、
巧
い
詩
人
は
そ
れ
を
よ
り
良
い
な
に
か
、
す
く
な
く
と
も
な
に
か

違
っ
た
も
の
に
、
変
え
て
み
せ
る
。
巧
い
詩
人
は
盗
品
を
溶
接
し
て
、
盗
ん
だ
元
の
作
品
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
ユ

ニ
ー
ク
な
感
情
の
統
一
体
〔a w

hole of feeling

〕
に
仕
上
げ
る
が
、
拙
い
詩
人
は
そ
れ
を
、
ば
ら
ば
ら
で
ま
と
ま
り

の
な
い
な
か
に
放
り
込
ん
で
し
ま
う
。
そ
し
て
、
巧
い
詩
人
は
、
た
い
て
い
、
遠
い
昔
に
生
き
て
い
た
り
、
異
質
な

言
語
で
書
い
て
い
た
り
、
関
心
が
一
致
し
な
か
っ
た
り
す
る
作
家
か
ら
、
借
用
す
る
も
の
な
の
だ
。

 

（T
he Sacred W

ood

、
一
二
五
頁
、
拙
訳
）

こ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
目
下
準
備
中
の
長
編
詩
『
荒
地
』（
一
九
二
二
）
に
お
け
る
前
代
未
聞
の
盗
用
行
為
を
自
己

正
当
化
す
る
く
だ
り
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
前
年
冬
に
執
筆
さ
れ
後
世
に
圧
倒
的
な
影
響
力
を
持
つ
こ

と
に
な
る
「
伝
統
と
個
人
の
才
能
」（
一
九
一
九
）
で
展
開
さ
れ
た
「
理
論
」
の
反
響
を
聴
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う）

11
（

。

先
行
す
る
テ
ク
ス
ト
か
ら
「
借
用
」
す
る

─
テ
ク
ス
ト
「
内
部
」
へ
の
「
外
部
」
の
侵
入
を
許
す

─
際
に
「（
巧
い

詩
人
が
）
盗
む
」
の
と
「（
拙
い
詩
人
が
）
真
似
る
」
の
と
の
決
定
的
な
差
は
、
後
者
が
「
ま
と
ま
り
の
な
い
〔no 
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（（（

cohesion

〕」
な
か
（
内
部
）
に
模
倣
品
（
外
部
）
を
た
だ
放
り
込
む
だ
け
な
の
に
対
し
て
、
前
者
は
、「
盗
品
」（
外
部
）
を

「
な
に
か
違
っ
た
も
の
〔som

ething different

〕」
に
変
容
さ
せ
、
も
と
と
は
ま
っ
た
く
違
う
ユ
ニ
ー
ク
な
「
感
情
の
統
一

体
＝〈
全
体
〉〔a w

hole of feeling

〕」（
内
部
）
の
な
か
に
「
溶
接
す
る
〔w

eld

〕」
能
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
先

行
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
剽
窃
（「
借
用
」）
は
、
も
っ
と
も
素
朴
な
意
味
に
お
い
て
〈
海
賊
行
為
〉
の
一
種
で
あ
り
、
剽
窃
者

の
巧
拙
に
か
か
わ
り
な
く
同
断
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
む
き
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
エ
リ
オ
ッ
ト
は
そ
れ
を
質
的

0

0

に
腑
分
け

し
て
い
る
の
だ
。
本
試
論
冒
頭
の
定
義
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
内
部
と
外
部
の
あ
い
だ
に
な
ん
ら
の
接
合
〔co-hesion

〕

も
生
じ
な
い
「
真
似
る
」
は
〈
海
賊
行
為
〉
の
名
に
値
し
な
い
の
に
た
い
し
て
、「
盗
む
」
の
ほ
う
は
、
内
部
と
外
部
の

「
溶
接
」
の
過
程
で
「
未
分
化
の
領
域
」
が

─
た
と
え
灼
熱
の
刹
那
の
出
来
事
で
あ
る
と
し
て
も

─
生
じ
る
と
い
う

意
味
で
、
す
ぐ
れ
て
〈
海
賊
行
為
〉
的
で
あ
る
と
、
と
り
あ
え
ず
は
言
え
そ
う
で
あ
る）

11
（

。

　

実
際
に
エ
リ
オ
ッ
ト
自
身
、
こ
の
「
変
容
」
を
と
も
な
う
「
溶
接
」
の
過
程
を
「
危
機
〔crisis

〕」

─
臨
界
点
＝
批

評
の
地
点
〔critical point

〕
に
通
じ
る

─
と
表
現
し
て
い
る
文
章
が
あ
る
。
盟
友
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
が
編
集
す
る

『
エ
ゴ
イ
ス
ト
』
誌
に
連
載
し
て
い
た
「
現
代
詩
に
か
ん
す
る
省
察
」
の
最
終
回
（
第
四
回
、
一
九
一
九
年
七
月
号
）
で
、
同

誌
の
次
号
（
九
月
号
）
に
発
表
す
る
「
伝
統
と
個
人
の
才
能
」
の
「
下
書
き
」
と
も
い
え
る
書
評
で
あ
る
。
こ
の
マ
イ

ナ
ー
な
文
章
は
、
後
年
エ
リ
オ
ッ
ト
の
文
芸
批
評
の
代
名
詞
と
も
な
る
「
伝
統
論
」
に
少
な
か
ら
ぬ
痕
跡
を
残
す
も
の
で

あ
る
と
と
も
に
、
あ
る
重
要
な
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
「
伝
統
論
」
の
正
典
化
〔canonization

〕
の
過
程
で
「
抑
圧
」
さ

れ
た
も
の
だ
と
も
い
え
る）

11
（

。
冒
頭
、
例
に
よ
っ
て
個
別
の
書
評
に
入
る
前
に
詩
作
に
か
ん
す
る
一
般
論
が
展
開
さ
れ
る
わ

け
だ
が
、
そ
こ
で
、
駆
け
出
し
の
詩
人
が
先
達
と
と
り
結
ぶ
関
係
に
つ
い
て
、「
賞
賛
が
模
倣
に
つ
な
が
る
」
の
と
は
質

的
に
異
な
る
関
係
性
が
あ
る
、
と
し
た
う
え
で

─

わ
た
し
が
言
う
と
こ
ろ
の
、
こ
の
異
な
る
関
係
性
に
お
い
て
〔
他
の
〕
作
家
と
あ
い
対
す
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
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（（（

そ
の
作
家
を
模
倣
〔im

itate

〕
し
は
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
模
倣
の
罪
を
着
せ
ら
れ
る
こ
と
は
お
お
い
に
あ
り
う
る

こ
と
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
告
発
に
狼
狽
す
る
い
わ
れ
は
ま
っ
た
く
な
い
。
こ
の
関
係
性
と
は
、
他
人

─
お
そ
ら
く

は
、
す
で
に
鬼
籍
に
入
っ
て
い
る
作
家

─
と
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
る
深
い
血
縁
関
係
〔profound kinship

〕、
い
や

む
し
ろ
、
奇
妙
な
私
的
親
密
さ
〔a peculiar personal intim

acy

〕
の
感
覚
で
あ
る
。
そ
の
関
係
は
、
唐
突
に
わ
た

し
た
ち
を
圧
倒
す
る
か
も
し
れ
な
い

─
そ
れ
が
起
こ
る
の
は
、
出
会
っ
た
そ
の
瞬
間
か
も
し
れ
な
い
し
、
長
く
つ

き
あ
っ
た
後
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
た
し
か
に
危
機
に
ち
が
い
な
い
。
若
い
作
家
が
こ
の
手
の
情
熱
に

は
じ
め
て
捕
ら
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
若
者
に
は
変
化
〔changed

〕
が
、
ほ
と
ん
ど
変
身
〔m

etam
orphosed

〕
と
い
っ

て
も
い
い
よ
う
な
変
化
が
、
そ
れ
も
ほ
ん
の
数
週
間
の
う
ち
に
、
訪
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

（
六
六
頁
、
拙
訳
）

こ
の
よ
う
に
し
て
、「
死
者
〔
死
ん
だ
男
〕
と
の
あ
い
だ
に
交
わ
さ
れ
る
、
こ
の
秘
密
の
知
恵
〔this secret know

ledge

〕、

こ
の
親
密
な
関
係
〔this intim

acy

〕」
が
、
あ
き
ら
か
に
（
同
）
性
愛
的
な
メ
タ
フ
ァ
ー
に
の
せ
て

─
ま
た
、
暗
に
オ

カ
ル
ト
的
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
て）

11
（

─
語
ら
れ
て
い
く
が
、
そ
れ
が
最
終
的
に
は
「
伝
統
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
る

─す
ば
ら
し
い
愛
人
同
士
、
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
大
小
の
差
は
あ
れ
真
の
詩
人
と

の
あ
い
だ
に
純
粋
な
愛
人
関
係
〔a genuine affair

〕
を
持
つ
と
い
う
経
験
が
あ
れ
ば
、
ほ
ん
と
う
は
恋
に
落
ち
て
は

い
な
い
と
き
に
〔
偽
り
の
関
係
を
〕
回
避
す
る
た
め
の
警
告
装
置
を
手
に
入
れ
た
こ
と
に
は
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、
ほ
か
に
も
得
る
と
こ
ろ
が
あ
る
は
ず
だ
。
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
交
友
〔friendship

〕
に

よ
っ
て
、
そ
の
友
人
が
活
動
の
場
と
し
て
い
る
社
交
界
へ
の
入
会
〔an introduction to the society

〕
を
許
さ
れ
る

だ
ろ
う
。
そ
の
起
源
と
終
末
〔its origins and its endings
〕
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
わ
た
し
た

ち
は
拡
げ
ら
れ
る
の
だ
〔w

e are broadened

〕。
わ
た
し
た
ち
は
真
似
を
す
る
〔im

itate

〕
の
で
は
な
い
、
変
化
さ
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せ
ら
れ
る
〔changed

〕
の
だ
。
す
る
と
、
わ
た
し
た
ち
の
作
品
は
、
変
化
し
た
者
の
作
品
と
な
る
。
わ
た
し
た
ち

は
借
用
〔borrow

〕
し
た
の
で
は
な
い
、
奮
い
勃
た
さ
れ
た
〔quickened

〕
の
だ
。
こ
う
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、

伝
統
の
担
ぎ
手
〔bearers of a tradition

〕
と
な
る
。 

（
六
七
頁
、
拙
訳
）

こ
う
し
て
若
者
は
、
外
部
か
ら
唐
突
に
、
暴
力
的
に
侵
入
し
て
く
る
過
去
の
テ
ク
ス
ト
（「
死
ん
だ
男
」）
に
そ
の
身
を
開
き
、

受
け
入
れ
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
「
盗
む
」
行
為
に
よ
っ
て
変
容
さ
せ
つ
つ
自
ら
も
「
変
身
」
し
、
そ
し
て
、
こ
の
イ
ニ
シ

エ
ー
シ
ョ
ン
を
経
て
「
伝
統
の
担
ぎ
手
」
と
な
る）

11
（

。
か
く
し
て
、
こ
の
（
同
）
性
愛
的
・
オ
カ
ル
ト
的
比
喩
＝
乗
り
換
え

（m
eta-phorein = trans-port

）
11
（

）
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
を
「
盗
む
」（
海
賊
）
行
為
は
、「
伝
統
論
」
に
接
続
さ
れ
る
。

　

こ
う
い
っ
た
秘エ

ソ
テ
リ
ッ
ク

教
的
な
接
続
を
垣
間
見
れ
ば
、
エ
リ
オ
ッ
ト
の
描
き
出
す
「
盗
む
」
行
為
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
と
「
伝
統

論
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
の
あ
い
だ
に
同
型
性
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
も
、
納
得
が
い
く
だ
ろ
う
。
伝
統
と

は
、
た
ん
に
受
け
継
が
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
個
々
人
が
「
た
い
へ
ん
な
労
力
を
は
ら
っ
て
」
自
ら
獲
得
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
「
伝
統
と
個
人
の
才
能
」
の
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
伝
統
の
「
内
部
」
に
参

入
し
て
く
る
新
参
者
が
「
先
行
す
る
す
べ
て
の
芸
術
作
品
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
〈
全
体
〉
と
と
り
結
ぶ
関
係
を
、
双

方
向
的
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の
と
捉
え
て
い
る

─

既
存
の
記
念
碑
的
作
品
群
〔the existing m

onum
ents

〕
は
、
お
互
い
の
あ
い
だ
で
理
想
的
な
秩
序
を
形
成
し
て
い

る
が
、
新
し
い
（
真
に
新
し
い
）
芸
術
作
品
が
そ
れ
ら
の
中
へ
投
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
変
化
を
こ
う
む
る
。

新
た
な
作
品
が
あ
ら
わ
れ
る
以
前
に
既
存
の
秩
序
は
完
結
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
新
奇
な
る
も
の
の
侵
入
の
後
に
も

秩
序
を
保
つ
た
め
に
は
、
既
存
の
秩
序
の
全
体

0

0

〔w
hole

〕
が

─
た
と
え
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
あ
っ
て
も

─
変

容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
術
作
品
が
全
体
〔the w

hole

〕
に
た
い
し
て
持

つ
関
係
・
均
斉
そ
し
て
価
値
と
い
っ
た
も
の
が
再
調
整
さ
れ
る
の
だ
。
こ
れ
が
、
古
き
も
の
と
新
し
き
も
の
と
の
調
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和
〔conform

ity

〕
な
の
で
あ
る
。 

（T
he Sacred W

ood

、
五
〇
頁
、
拙
訳
）

一
見
す
る
と
、
後
発
の
詩
人
が
先
行
作
品
か
ら
「
盗
む
」
こ
と
と
、
既
存
の
作
品
群
が
な
す
〈
全
体
〉
が
新
参
者
を
受
け

入
れ
る
こ
と
と
で
は
、
ヴ
ェ
ク
ト
ル
が
真
逆
の
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、〈
思
考
の
型
〉
と
い
う
意
味

で
は
、
既
存
の
秩
序
を
保
つ
「
内
部
」（〈
全
体
〉Ａ
）
⇒
「
外
部
」
か
ら
の
侵
入
／
と
の
接
触
に
よ
る〈
全
体
〉的
変
容
⇒

「
内
部
」
に
お
け
る
秩
序
の
再
調
整
（〈
全
体
〉Ａ́
）
と
い
う
（
弁
証
法
的）

11
（

あ
る
い
は
コ
ム
ニ
タ
ス
論
的）

1（
（

）
展
開
は
、
ま
っ
た
く

同
型
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、「
盗
む
」
行
為
の
う
ち
に
、「
変
身
」
と
い
う
個
人
の
人
格
・
存
在
を
「
危
機
」
に
追

い
込
む
よ
う
な
潜
勢
力
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
の
と
同
様
に
、
保
守
的
文
学
理
論
の
代
表
と
み
な
さ
れ
が
ち
な
「
伝
統
論
」

に
も
、
潜
在
的
に
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
破
壊
的
な
性
格
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

─
「
伝
統
論
」
を
「〈
海
賊
行
為
〉

論
」
に
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か

─
と
予
想
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
上
に
図
式
化

し
た
〈
思
考
の
型
〉
は
、
強
調
点
を
「
変
容
」
に
お
く
か
「
再
調
整
」
に
お
く
か
で
、
現
実
に
は
対
蹠
的
な
結
果
（「
誤

読
」）

11
（

）
を
生
む
こ
と
が
推
論
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
、
そ
の
危ク

リ

テ

ィ

カ

ル

機
＝
批
評
的
〈
潜
在
性
〉
の
次
元
を
探
っ

て
み
た
い
。

　
「
伝
統
論
」
の
〈
潜
在
性
〉
の
次
元
を
考
え
る
う
え
で
鍵
に
な
る
の
は
、
繰
り
返
し
出
て
く
る
〈
全
体
〔the w

hole

〕〉

と
い
う
用
語
＝
概
念
で
あ
ろ
う
。
才
能
あ
る
個
人
が
「
伝
統
的
」
と
な
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
エ
リ
オ
ッ
ト
は
「
歴
史

的
感
覚
／
意
識
〔a historical sense

〕」

─
「
過
去
の
過
去
性
の
み
な
ら
ず
過
去
の
現
在
性
を
も
知
覚
す
る
〔a 

perception, not only of the pastness of the past, but of its presence

〕」
セ
ン
ス

─
を
持
つ
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
さ

ら
に
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
過
去
の
芸
術
作
品
〈
全
体
〔the w

hole

〕〉
が
「
同
時
的
〔sim

ultaneous

〕
存
在
」

と
し
て
「
同
時
的
秩
序
」
を
な
し
て
い
る
、
と
い
う
事
実

0

0

で
あ
る
。
こ
の
発
想
は
、
お
そ
ら
く
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
記
憶
論

か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
（「
盗
ん
だ
」）
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。
そ
し
て
、
ち
ょ
う
ど
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
潜
在
的
共
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存
と
し
て
の
記
憶
」
と
い
う
概
念
が
「
存
在
論
へ
の
飛
躍
」
と
い
う
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
切
断
を
も
た
ら
し
た
よ
う
に

─
こ

の
点
に
つ
い
て
は
「
備
考
一
」
で
詳
述
し
た

─
エ
リ
オ
ッ
ト
の
「
伝
統
論
」
も
、
高
度
に
存
在
論
的
な

─
つ
ま
り
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
＝
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
的
な

─
テ
ク
ス
ト
論
に
つ
な
が
る
潜
在
性
を
秘
め
て
い
る
、
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
際
、
文
学
伝
統
の
〈
全
体
〉
は
つ
ね
に
「
変
化
〔change

〕」
の
相
に
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
「
変
化
」
と
は
「
途
上

で
な
に
も
の
を
も
遺
棄
す
る
こ
と
の
な
い
、
つ
ま
り
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
や
ホ
メ
ロ
ス
や
旧
石
器
時
代
の
岩
絵
や
ら
を
時
代

遅
れ
と
し
て
放
擲
す
る
こ
と
の
な
い
、
そ
の
よ
う
な
展
開
〔developm

ent

〕」
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
は
、
ベ
ル

ク
ソ
ン
の
言
う
「
真
の
記
憶
〔m

ém
oire vraie

〕」
や
バ
イ
ヤ
ー
ル
の
言
う
「
他
の
時
間
」（「
文
学
の
歴
史
」）
に
通
ず
る
と

こ
ろ
が
あ
り
そ
う
だ

─

も
う
一
方
が
、
真
の
記
憶
で
あ
る
。
意
識
と
同
じ
だ
け
の
伸
張
を
有
し
た
も
の
と
し
て
、
こ
の
記
憶
は
、
わ
れ
わ
れ

の
諸
状
態
が
生
じ
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
す
べ
て
を
記
憶
に
留
め
、
そ
れ
ぞ
れ
を
次
々
に
併
置
す
る
の
だ
が
、
そ
の
際

に
こ
の
記
憶
は
、
各
々
の
事
実
に
そ
の
場
所
を
与
え
、
ひ
い
て
は
各
々
の
事
実
に
日
付
を
刻
み
、
第
一
の
記
憶
の
よ

う
に
不
断
に
再
開
さ
れ
る
現
在
の
な
か
で
で
は
な
く
、
決
定
的
な
過
去
の
な
か
で
ま
さ
に
現
実
に
活
動
し
て
い
る
。

 

（『
物
質
と
記
憶
』
二
一
六
～
七
頁
）

過
去
の
芸
術
作
品
す
べ
て
（
＝
芸
術
の
「
記
憶
」）
を
（
潜
在
性
の
次
元
に
）
蓄
積
し
続
け
る
〈
全
体
〉

─
そ
れ
は
必
然
的

に
、〈
潜ヴ

ァ
ー
チ
ャ
ル

在
的
な
全
体
性
〉
と
な
る

─
を
「
伝
統
」
と
呼
ぶ
と
き
、
こ
の
「
伝
統
論
」
は
、
も
は
や
、
あ
れ
や
こ
れ
や

の
伝
統
の
種
類
・
性
質
を
問
う
認
識
論
で
は
な
く
、〈
潜ヴ

ァ
ー
チ
ャ
ル

在
的
な
全
体
性
〉
と
そ
の
現
働
化
を
問
う
存
在
論
と
な
ら
ざ
る

を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。「
歴
史
的
感
覚
／
意
識
」
は
、
一
方
向
に
流
れ
る
歴
史
的
〈
時
間
〉
と
は
な
ん
ら
か
か
わ
り
の
な

い
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
提
示
す
る
「
純
粋
持
続
」
の
直
観
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の

「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
理
論
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
現
存
す
る
個
別
テ
ク
ス
ト
間
の
眼
に
見
え
る
や
り
と
り
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
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「
潜
在
的
無
限
性
」

─
無
限
集
合
の
「
濃
度
〔puissance

＝
潜
勢
力
・
力
能
〕」

─
と
し
て
の
ジ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
が
、

フ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
と
し
て
現
働
化
（
顕
在
化
）
し
つ
つ
そ
の
フ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
の
そ
こ
か
し
こ
に
（
不
法
）
侵
入

〔effraction

〕
を
繰
り
返
し
て
〈
危
機
〉
の
領
域
を
開
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
、
一
見
保
守
的
な

エ
リ
オ
ッ
ト
の
「
伝
統
論
」
も
、〈
潜ヴ

ァ
ー
チ
ャ
ル

在
的
な
全
体
性
〉
と
し
て
の
「
伝
統
」
と
現
働
化
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
の

「
個
人
の
才
能
」
と
の
〈
あ
い
だ
〉
─
─
「
互
い
に
互
い
を
決
定
し
え
な
い
で
い
る
よ
う
な
未
分
化
の
領
域
」

─
に
掉

さ
す
存
在
論
＝
生
命
論
的
〈
海
賊
行
為
〉
論
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
詩
作
に
お
い
て
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド
か
ら
仏
典
ま
で
自
由
に
「
盗
む
」
習
慣
を
持
っ

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
伝
統
論
」
に
お
い
て
は
そ
の
〈
全
体
〉
を
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
」
と
名
指
す
（「
決
定
」

す
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
、「
潜
在
的
共
存
」
と
い
う
「
存
在
論
へ
の
飛
躍
」
の
可
能
性
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
っ
た
。
さ

ら
に
、「
記
念
碑
〔m

onum
ents
〕」
の
比
喩

─
語
源
的
に
も
「
記
憶
に
値
す
る
も
の
」
と
い
う
選
択
的
価
値
判
断
を
示

唆
す
る）

11
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─
を
用
い
た
う
え
で
、
そ
の
〈
記
憶
に
値
す
る
も
の
た
ち
の
集
合
〉
へ
の
「
適
合
〔fitting in

〕」
の
度
合
い
が

「
作
品
の
価
値
の
指
標
と
な
る
」
と
断
定
す
る
に
至
っ
て
は
、
も
は
や
こ
の
「
伝
統
論
」
は
純
然
た
る
「
正
典
〔canon

〕」

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
表
明
で
あ
り
、
後
年
の
「
古
典
主
義
」
さ
ら
に
は
「
正
統
主
義
〔orthodoxy

〕」
へ
と
道
を
拓
く
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、「
テ
ク
ス
ト
の
存
在
論
」

─
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
想
的
展
開
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
い
え
ば
、

「
テ
ク
ス
ト
の
生
命
論
」

─
の
〈
約
束
〉
は
裏
切
ら
れ
、
個
々
の
作
品
の
価
値
的
序
列
化
（
正
典
化
〔canonization

〕
の

問
題）

11
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）
に
帰
着
す
る
。
潜
在
的
〈
海
賊
行
為
〉
と
し
て
の
「
伝
統
論
」
も
、〈
潜
在
性
〉（
存
在
論
的
力
能
〔potentia

〕）
の

次
元
を
う
し
な
い
、
序
列
化
す
る
境
界
線
引
き
と
そ
の
攪
乱
（
お
よ
び
再
統
合
）
と
い
う
、
あ
く
ま
で
現
象
面
に
お
け
る

権
力
〔potestas

〕
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
こ
れ
を
〈
海
賊
論
〉
的
に
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、《
例
外

状
態
》
の
常
態
化
と
し
て
の
〈
海
賊
〉
的
「
伝
統
」

─
そ
し
て
、
そ
の
潜
勢
力
＝
力
能
〔V

erm
ögen

〕
を
流
入
さ
せ
る
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〈
あ
い
だ
〉
の
領
域
を
切
り
拓
く
「
盗
む
」
行
為

─
と
い
う
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
存
在
論
的
テ
ー
ゼ
が
、
現
世
的
時
間
軸
に

も
と
づ
く
発
想
で
あ
る
「
古
き
も
の
と
新
し
き
も
の
と
の
調
和
」
の
名
の
下
に
、
時
系
列
的
・
地
政
学
的
権
力
〔M

acht

〕

関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
「
正キ

ャ
ノ
ン典

」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

─
そ
こ
で
は
、
目
に
見
え
る
（
狭
義
の
）〈
海
賊
行
為
〉
の
エ
ー
ジ
ェ

ン
ト
が
、「
再
調
整
」
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
権
力
を
強
化
す
る
煽
動
工
作
員
〔agent provocateur

〕
だ
と
判
明
す
る
こ
と

だ
ろ
う

─
に
転
化
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
、
同
じ
現
象
（
フ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
）
に
向
き

合
っ
て
い
て
も
、〈
潜ヴ

ァ
ー
チ
ャ
ル

在
的
な
全
体
性
〉（
ジ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
）
へ
の
〈
信
〉〔foi

〕
の
有
無
に
よ
っ
て
、
生
産
さ
れ
る
理

論
に
は
本
性
上
の
差
異
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
本
備
考
で
扱
っ
た
エ
リ
オ
ッ
ト
の
「
伝
統
論
」
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た

〈
異
質
性
〔hétérogénéité

〕〉
が
指
し
示
す
の
は
、「
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
」
と
い
う
〈
テ
ク
ス
ト
〉
の
な
か
で
演
じ
ら

れ
る
「
空
白
を
め
ぐ
る
巨
人
族
の
戦
い
」）

11
（

な
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
前
述
の
ピ
エ
ー
ル
・
バ
イ
ヤ
ー
ル
『
前
も
っ
て
の
剽
窃
』
も
、
ボ
ル
ヘ
ス
「
カ
フ
カ
と
そ
の
先
駆
者
た
ち
」
も
、

エ
リ
オ
ッ
ト
の
「
伝
統
論
」
に
言
及
し
て
い
る
。
両
者
と
も
、
出
典
を
明
ら
か
に
す
る
適
切
な
注
釈
を
つ
け
て
い
る
以
上
、

剽
窃
の
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
エ
リ
オ
ッ
ト
の
方
が
、
こ
の
両
者
に
た
い
し
て
、
恥
ず
か
し
げ
も
な
く

「
前
も
っ
て
の
剽
窃
」
を
行
っ
て
い
る
の
は
疑
い
も
な
い
こ
と
だ）

11
（

。

系　
　
　

テ
ク
ス
ト
は
、
そ
れ
が
テ
ク
ス
ト
と
し
て
現
働
化
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
つ
ね
に
・
す
で
に
〈
海
賊
行
為
〉
そ
の
も
の

で
あ
る
。

備
考
一　

そ
の
〈
海
賊
〉
の
名
は
、〈
生
〉
で
あ
ろ
う
。
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備
考
二　

こ
こ
で
読
者
は
、「
定
理
」
と
「
系
」
の
あ
か
ら
さ
ま
な
矛
盾
に
困
惑
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。〈
テ
ク
ス
ト
〉
に
内
部
／
外
部

の
境
界
が
特
定
で
き
な
い
こ
と
を
根
拠
に
「
テ
ク
ス
ト
の
〈
海
賊
行
為
〉
は
存
在
し
な
い
」
と
し
て
い
た
も
の
が
、
い
ま

で
は
「
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
が
〈
海
賊
行
為
〉
そ
の
も
の
だ
」
と
主
張
さ
れ
、
ま
た
、「
外
部
」
は
特
定
で
き
な
い
と
さ

れ
て
い
た
も
の
が
、「
そ
の
名
は
〈
生
〉
で
あ
ろ
う
」
と
明
言
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
困
惑
も
無
理

の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
、「
他
な
る
時
間
」「〈
潜ヴ

ァ
ー
チ
ャ
ル

在
的
な
全
体
性
〉」
と
い
っ
た
概
念
（
＝
別
の
次

元
）
を
導
入
し
て
す
で
に
十
分
説
明
し
た
と
信
じ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
「
定
義
二
」
に
あ
る
「
外
部
に
出
自

を
有
す
る
」
の
解
釈
（
の
変
容
）
が
腑
に
落
ち
な
い
向
き
が
あ
る
の
も
、
十
分
理
解
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
以
上
く

ど
く
説
明
を
重
ね
る
代
わ
り
に
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
フ
ー
コ
ー
に
「
背
後
か
ら
近
づ
い
て
、
子
供
を
こ
し
ら
え
て
や
」
っ
た

結
果
生
ま
れ
た
テ
ク
ス
ト
か
ら
、「
外
部
性
〔l’extéritorité

〕
と
外
〔le dehors

〕
と
は
区
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

（『
フ
ー
コ
ー
』
一
五
九
頁
）
と
い
う
要
請
を
紹
介
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。「
ま
だ
ひ
と
つ
の
形
態
〔encore une form

e

〕」

に
す
ぎ
な
い
「
外
部
性
」
に
た
い
し
て
、「
外
は
力
〔la force

〕
に
関
わ
る
」
─
─
「
形
態
の
歴
史
と
は
決
し
て
一
致
し

な
い
力
の
生
成
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
生
成
は
、
別
の
次
元
で
行
な
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ど
ん
な
外
部
世
界
よ

り
も
、
ま
た
ど
ん
な
外
部
性
の
形
態
よ
り
も
、
な
お
遠
い
一
つ
の
外

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
た
め
に
限
り
な
く
近
い
も
の
で
あ
る
一
つ
の

外
）
11
（

。
そ
し
て
、
よ
り
近
く
、
よ
り
遠
い
こ
の
よ
う
な
外
が
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
二
つ
の
外
部
性
の
形
態
は
、

た
が
い
に
外
部
に
あ
り
え
よ
う
か
」（
一
六
〇
頁
）
─
─
「
力
は
力
に
関
わ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
外
か
ら
関
わ
る
の
だ
。
だ

か
ら
、
形
態
の
外
部
性
、
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
に
と
っ
て
の
外
部
性
と
、
形
態
の
相
互
関
係
に
と
っ
て
の
外
部
性
を

『
説
明
す
る
〔explique

＝
襞pli

を
開
く
〕』
も
の
は
、
外
な
の
で
あ
る
」（
二
一
二
頁
））

11
（

。

　

内
部
／
外
部
と
い
う
二
分
法
よ
り
「
な
お
遠
い
」〈
外
〉
は
、「
別
の
次
元
（
＝
潜
在
性
の
次
元
）」
に
お
け
る
「
力
の
生

成
」
に
か
か
わ
る
が
（
垂
直
的
な
〈
あ
い
だ
〉
と
し
て
の
ジ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
）、
そ
れ
は
同
時
に
「
環
境
〔m

ilieu

〕
と
中
間
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〔entre-deux

〕」

─
す
な
わ
ち
、
水
平
的
な
〈
と
な
り
〉

─
と
し
て
「
限
り
な
く
近
い
」
と
こ
ろ
に
あ
り
、「
外
か
ら

や
っ
て
く
る
力
、
動
揺
や
、
攪
乱
や
、
再
編
成
や
、
突
然
変
異
の
状
態
で
し
か
存
在
す
る
こ
と
の
な
い
様
々
な
力
を
解
き

放
つ
」（
一
六
二
頁
）
潜
在
的
契
機
を
無
数
に
折
り
畳
ん
だ
〔im
plicare

〕「〈
海
賊
行
為
〉
そ
の
も
の
」
と
し
て
現
象
す
る

（
フ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
）・
・
・
と
、
こ
の
「
系
」
は
理
解
さ
れ
う
る
。
そ
の
う
え
で
、「
テ
ク
ス
ト
と
し
て
現
働
化
さ
れ
る

か
ぎ
り
に
お
い
て
」
と
い
う
挿
入
句
は
、
こ
の
「〈
外
〉
の
力
」（
＝
潜
勢
力
）
が
、
無
数
の
〈
襞pli

〉
が
縺
れ
合
い
絡
み

合
う
〔com

plicatio

〕
様
態
〔m

odus

〕
へ
と
変
状
す
る
〔affectio = m

odificatio

〕
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
つ
ど

0

0

0

0

〔jew
eils

〕

自
己
を
表
出
〔
表
現
〕
す
る
、
と
い
う
個
体
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
す
る
た
め
に
置
か
れ
て
い
る
（
表
現
の
問
題
）。
こ

の
よ
う
な
理
解
に
よ
れ
ば
、「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
と
は
、
畢
竟
、
あ
ら
ゆ
る
（
フ
ェ
ノ
＝
）
テ
ク
ス
ト
の
本
質
／
原
因
で
あ

る
と
こ
ろ
の
「〈
外
〉
の
力
」
を
知
覚
す
る

─
「
音
韻
」
や
「
意
味
」
と
い
っ
た
属
性
〔attributum

〕
を
通
じ
て
、
無

数
に
折
り
畳
ま
れ
た
〈
襞
〉
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
覚
す
る

─
た
め
の
操
作
概
念
の
謂
い
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。「
系
」
は
「
定
理
」
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
代
補
し
て
い
る
の
だ
。

　

以
上
を
も
っ
て
本
試
論
に
お
い
て
必
要
な
説
明
は
尽
く
さ
れ
た
と
信
じ
る
が）

11
（

、
最
後
に
「
付
録
」
と
し
て
、
具
体
的
な

（
間
）
テ
ク
ス
ト
を
俎
上
に
の
せ
て
、
そ
の
よ
う
な
〈
襞
〉
を
ほ
ん
の
少
し
開
い
て
み
せ
る
、
さ
さ
や
か
な
試
み
を
行
っ

て
み
た
い
と
思
う
。

〈
付
録
〉

「
四
月
は
も
っ
と
も
残
酷
な
月
だ
」
は
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
長
編
詩
『
荒
地
』
の
冒
頭
第
一
行
で
あ
る

─
こ
の
常
套
句

は
、
こ
と
に
学
年
歴
が
四
月
に
始
ま
る
本
邦
に
お
い
て
は
、
な
か
な
か
の
人
気
で
あ
る
。
英
文
学
史
の
知
識
を
多
少
な
り
と
も

持
っ
て
い
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
な
ら
、
さ
ら
に
、「
こ
れ
は
、
チ
ョ
ー
サ
ー
『
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
物
語
』
の
「
総
序
」
冒
頭
の
「
本
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歌
取
り
」
で
あ
る
（
ゆ
え
に
、
英
文
学
史
の
古
典
と
し
て
「
記
念
碑
的
」
な
も
の
で
あ
る
）」
と
で
も
つ
け
足
す
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
こ
の
命
題
は

─
常
套
句
を
「
命
題
」
扱
い
す
る
野
暮
を
お
許
し
い
た
だ
け
る
な
ら
ば

─
ふ
た
つ
の
理
由
で
偽
で

あ
る
。
ひ
と
つ
は
弱
い
理
由
で
、
も
う
ひ
と
つ
は
強
い
理
由
。
ま
ず
、
弱
い
理
由
と
し
て
は
、『
荒
地
草
稿
』
に
お
い
て
そ
の
詩

行
は
も
と
も
と
「
冒
頭
」
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る

─
な
ぜ
「
弱
い
」
の
か
と
い
え
ば
、『
荒
地
』
と
『
荒
地
草

稿
』
と
は
、
む
ろ
ん
別
個
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
て
、
一
方
が
他
方
に
虚
偽
申
告
を
行
う
い
わ
れ
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
公
立
図
書
館
バ
ー
グ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
蔵
の
『
荒
地
草
稿
』
を
見
る
と
、「
四
月
は
も
っ
と
も
残
酷
な
月
」
の

前
に
は “First w

e had a couple of feelers dow
n at T

om
’s place,” 

か
ら
始
ま
り “So I got out to see the sunrise, 

and w
alked hom

e.” 
に
終
わ
る
五
五
行
が
（
す
で
に
タ
イ
プ
原
稿
の
形
で
）
置
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
夜
更
け
の
ボ
ス
ト
ン
を

徘
徊
し
売
春
宿
へ
通
う “w

e” 
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る）

1（
（

。
こ
こ
で
（
狭
義
の
）「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
を
云
々
す
る
の
な
ら
ば
、『
カ

ン
タ
ベ
リ
ー
物
語
』
と
い
う
英
文
学
の
大
古
典
よ
り
は
む
し
ろ
、
善
良
な
る
同
時
代
読
者
の
意
識
を
逆
な
で
し
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・

ジ
ョ
イ
ス
の
前
衛
的
実
験
作
『
進
行
中
の
作
品
』（
の
ち
に
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
と
し
て
『
荒
地
』
と
同
年
に
刊
行
）
の
「
キ
ル
ケ
ー
」
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う）

11
（

。
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
に
よ
る
「
帝
王
切
開
」
を
経
ず
に
、『
荒
地
草
稿
』
が

こ
の
ま
ま
の
形
で
出
版
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、『
荒
地
』
の
冒
頭

─
も
っ
と
も
、
そ
れ
な
ら
タ
イ
ト
ル
も
『
荒
地
』
で
は
な
く

『
か
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
声
色
で
警
察
官
の
ま
ね
を
す
る
』
だ
っ
た
わ
け
だ
が

─
が
読
者
に
与
え
る
印
象
が
、
ま
っ
た
く
違
っ
た

も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

強
い
理
由
に
か
ん
し
て
言
え
ば
、「『
四
月
は
も
っ
と
も
残
酷
な
月
だ
』
は
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
長
編
詩
『
荒
地
』
の
冒

頭
第
一
行
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
、
明
白
に
偽
で
あ
る
。
実
際
に
詩
集
を
手
に
取
っ
て
み
れ
ば
、
誰
に
で
も
わ
か
る
こ
と
で
あ

る

─
　
　

A
pril is the cruellest m

onth, breeding
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こ
れ
が
、『
荒
地
』
の
第
一
行

─
つ
ま
り
、“, breeding” 

ま
で
含
め
て
、「
第
一
行
」
な
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
こ
で
も
、

日
本
語
の
訳
詩
を
原
詩
と
は
別
個
の
テ
ク
ス
ト
と
考
え
れ
ば

─
当
然
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
だ

─
ま
た
話
は

違
っ
て
く
る
が）

11
（

、
ひ
と
ま
ず
こ
の
ま
ま
話
を
続
け
よ
う
。

　

他
動
詞 “breed” 

は
、
ア
ン
ジ
ャ
ン
ブ
マ
ン
〔enjam

bem
ent 

句
跨
ぎ
〕
の
さ
き
に
目
的
語
を
要
請
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
が
詩

行
で
あ
る
以
上
、“ing” 

は
脚
韻
の
相
棒
を
（
す
く
な
く
と
も
権
利
上
は
）
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
第
一
行
」

の
お
わ
り
に

─
「
四
月
は
も
っ
と
も
残
酷
な
月
だ
」
と
い
う
常
套
句
の
〈
と
な
り
〉
に

─
こ
の “, breeding” 

と
い
う
〈
異

質
な
も
の
〔hétérogénéité

〕〉
が
お
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ふ
た
つ
の
意
味
（
統
辞
論
的
お
よ
び
音
韻
論
的
意
味
）
に
お
い
て
、

「
前
も
っ
て
の
剽
窃
」
と
似
た
事
態
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
常
套
句
と
詩
行
と
を
区
別
す
る

も
の
で
、
詩
の
詩
た
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
る）

11
（

。

　

で
は
、
こ
の
ア
ン
ジ
ャ
ン
ブ
マ
ン
と
脚
韻
に
し
ば
ら
く
つ
き
あ
っ
て
み
よ
う

─

　
　

A
pril is the cruellest m

onth, breeding

　
　

Lilacs out of the dead land, m
ixing

　
　

M
em

ory and desire, stirring

　
　

D
ull roots w

ith spring rain.

　
　

W
inter kept us w

arm
, covering

　
　

Earth in forgetful snow
, feeding

　
　

A
 little life w

ith dried tubers.

『
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
物
語
』「
総
序
」
の
冒
頭
部
分
と
並
べ
て
み
よ
う

─

　
　

W
han that A

prill, w
ith his shoures soote
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T
he droghte of M

arch hath perced to the roote

　
　

A
nd bathed every veyne in sw

ich licour,
　
　

O
f w

hich vertu engendred is the flour;
『
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
物
語
』
の
冒
頭
で

─
つ
ま
り
、
少
々
お
お
げ
さ
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
英
文
学
史
の
劈
頭
で

─
言
祝
が
れ

た
「
四
月
」、
恵
み
の
雨
が
根
っ
子
〔roote

〕
ま
で
し
み
わ
た
り
、
そ
の
力
能
〔vertu

〕
に
よ
っ
て
花
々
が
咲
き
は
じ
め
る
こ
の

「
四
月
」
を
「
も
っ
と
も
残
酷
な
月
」
と
名
指
し
、
生
ま
れ
さ
せ
ら
れ
る

0

0

0

0

0

こ
と
の
苦
痛
と
全
面
化
す
る
不
能
〔im

-potentia

〕
を

語
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
た
し
か
に
『
荒
地
』
の
「
本
歌
取
り
」
は
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
が
ロ
ー
ト
レ
ア
モ
ン
の
パ
ロ
デ
ィ
に
か
ん
し

て
「
異
和
的
連
接
〔alter-jonction

〕」）
11
（

と
呼
ん
だ
も
の
の
、
も
っ
と
も
効
果
的
な
事
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ

の
「
本
歌
取
り
」
の
成
功
に
よ
り
、『
荒
地
』
は
、
そ
の
冒
頭
か
ら
す
で
に
「
英
文
学
の
古
典
」
の
地
位
を
確
か
な
も
の
と
し
て

い
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。

　

こ
こ
で
、
も
う
ひ
と
つ
、
少
々
奇ク

ィ
ア妙

な
冒イ

ン
キ
ピ
ト

頭
句
を
紹
介
し
て
お
こ
う

─

　
　

A
pril is the queerest m

onth, breeding

　
　

Easter lilies out of the fertilizer, m
ixing

　
　

Influenza and hosanna, stirring

　
　

D
rab roofs w

ith spring cleaning.

　
　

W
inter kept us w

arm
, covering

　
　

N
ew

 England w
ith Gam

alalian psychology

　
　

Feeding a little coal w
ith broken slate.

こ
れ
は
、『
荒
地
草
稿
』
と
と
も
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
公
立
図
書
館
バ
ー
グ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
（
文
字
通
り
）
眠
っ
て
い
る
、「（
エ
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リ
オ
ッ
ト
氏
が
ボ
ス
ト
ン
在
住
で
あ
っ
た
な
ら
ば
書
か
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
）
荒
地
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
パ
ロ
デ
ィ
詩
の
冒
頭
で

あ
る
。
作
者
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
エ
リ
オ
ッ
ト
・
ポ
ー
ル）

11
（

で
、
お
そ
ら
く
私
的
に
書
か
れ
た
戯
れ
歌
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

も
し
も
、『
荒
地
草
稿
』
の
冒
頭
が
ボ
ス
ト
ン
の
夜
歩
き
だ
っ
た
と
知
っ
た
ら
、
き
っ
と
エ
リ
オ
ッ
ト
・
ポ
ー
ル
も
驚
い
た
に
違

い
な
い

─
あ
る
意
味
で
、
す
で
に
書
か
れ
て
い
る
が
い
ま
だ
読
ま
れ
て
い
な
い
『
荒
地
草
稿
』
を
「
前
も
っ
て
剽
窃
」
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
「
古
典
入
り
」
ど
こ
ろ
か
「
お
蔵
入
り
」
状
態
の
長
編
詩
が
、
な
ん
ら
か
の
奇
妙
な
理

由
で
世
に
出
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で
取
り
ざ
た
さ
れ
る
「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
は
、『
荒
地
』
の
露
骨
な
パ
ロ
デ
ィ

と
し
て
の
そ
れ
で
、
そ
れ
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
か
『
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
物
語
』
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
炭
鉱
ス
ト
を
お
さ
え
こ
ん
だ
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
大
統
領
（
ミ
ド
ル
・
ネ
ー
ム
は
、
六
行
目
に
言
及
さ
れ
て
い
る

Gam
aliel

）
と
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
と
面
会
し
た
リ
チ
ャ
ー
ド
二
世
（『
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
物
語
』
の
時
代
背
景
）

─
そ
し
て
、
二
人
と

も
「
任
期
中
」
に
倒
れ
た

─
を
比
べ
て
み
よ
う
な
ど
と
は
、
誰
も
思
い
つ
き
は
し
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。「
文
学
史
」
と
い
う
正

典
化
〔canonize

〕
す
る
権
力
〔potestas
〕
は
、
か
よ
う
な
「
意
味
づ
け
」
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（「
包
摂
と
排
除
」
の
構
造
）
に
よ
っ

て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
奇
妙
な
パ
ロ
デ
ィ
詩
を
、
あ
と
二
行
だ
け
引
用
す
る
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い

─

　
　

Sum
m

er surprised us, com
ing over the Cape Cod Canal

　
　

W
ith a show

er of soot; w
e stopped at the M

arliave

こ
れ
も
、
も
ち
ろ
ん
、『
荒
地
』
の “Sum

m
er surprised us, com

ing over the Starnbergersee / W
ith a show

er of 

rain; w
e stopped in the colonnade,” 

の
「
忠
実
」
な
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る

─
と
こ
ろ
で
、Cape Cod Canal

や
老
舗
レ
ス

ト
ラ
ンM

arliave

は
、
き
っ
と
、
学
生
時
代
を
ボ
ス
ト
ン
で
過
ご
し
た
エ
リ
オ
ッ
ト
に
と
っ
て
も
懐
か
し
い
名
前
で
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
「
に
わ
か
雨
〔a show

er of rain

〕」
を
ボ
ス
ト
ン
の
「
に
わ
か
煤
〔a show

er of soot

〕」
に
置
き
換



第Ⅴ部　海賊の修辞学

（（（

え
た
の
は
、
直
前
の
炭
鉱
へ
の
言
及
と
も
呼
応
し
て
、「
巧
い
詩
人
は
盗
む
」
と
言
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
「
本
歌
取
り
」
で
あ
る
。

し
か
し

─

　

こ
の “a show

er of soot” 

は
、『
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
物
語
』
冒
頭
第
一
行
の “shoures soote” 

を
、
そ
れ
こ
そ
無
媒
介
的
に
、

呼
び
込
ん
で
は
来
な
い
だ
ろ
う
か

─
ま
さ
に
、「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
の
力
能
＝
潜
勢
力
〔potentia

〕
が
発
動
す
る
瞬
間
で
あ
る
。

チ
ョ
ー
サ
ー
が
使
っ
て
い
た
ミ
ド
ル
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
で “soote” 

は “sw
eet” 

の
意
味
で
あ
り
、
意
味
論
的
に
は “soot” 

と

ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
。
だ
が
、
音
韻
論
的
に
は
ま
ち
が
い
な
く
、
互
い
の
名
を
呼
び
合
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の

有
名
な
詩
の
定
義
を
思
い
出
し
て
も
い
い
だ
ろ
う

─
「
詩

─
音
と
意
味
と
の
あ
い
だ
の
、
こ
の
引
き
延
ば
さ
れ
た
躊
躇
〔Le 

poèm
e —

 cette hésitation prolongée entre le son et le sens

〕」

─
こ
こ
で
、「
音
〔le son

〕」
と
「
意
味
〔le sens

〕」
と
が
、

や
は
り
、
互
い
の
名
を
呼
び
合
っ
て
い
る
こ
と
に
も
、
聴
き
耳
を
た
て
て
お
き
た
い
。

　

躊
躇
し
、
そ
れ
を
引
き
延
ば
し
て
い
く
こ
と
が
、
肝
要
な
の
だ
。『
荒
地
』
の
冒イ

ン
キ
ピ
ト

頭
句
に
つ
い
て
も
、
常
套
句
と
正
典
化
の
権

力
に
よ
る
「
意
味
」
づ
け
を
前
に
躊
躇
し
、
潜
勢
力
の
奔
流
を
呼
び
込
む
か
も
し
れ
な
い
「
音
韻
」
に
耳
を
澄
ま
し
て
み
る
の
は
、

ど
う
だ
ろ
う
か 

・
・
・ ing

の
不
格
好
な
連
続
脚
韻
に
耳
を
澄
ま
す
と
、
わ
た
し

0

0

0

に
は
、
Ｅ
・
Ａ
・
ポ
ー
「
大
鴉
」
の
冒
頭
近
く

の
耳
障
り
な “W

hile I nodded, nearly napping, suddenly there cam
e a tapping, / A

s of som
e one gently 

rapping, rapping at m
y cham

ber door.”

（ll.2-（
）
が
聴
こ
え
る

─
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
耳
に
し
た
こ
と
が
な
い
し
、
ポ
ー

を
ヘ
ボ
詩
人
と
呼
ん
で
憚
ら
な
か
っ
た
エ
リ
オ
ッ
ト
本
人
が
認
め
る
は
ず
も
な
い
が）

11
（

─
ロ
マ
ー
ン
・
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
は
、
ポ
ー

の
こ
の ing 

の
連
呼
を
論
じ
る
際
に
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
「
音
と
意
味
と
の
あ
い
だ
の
躊
躇
」
を
導
き
手
と
し
て
い
る
（「
言
語
学
と

詩
学
」）

─
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
先
ほ
ど
引
用
し
た
「
詩
の
結
句
」
を
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
を
引
用
す
る
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
に
言
及
す
る
と

こ
ろ
か
ら
始
め
て
い
る

─
そ
の
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
の
引
用
は
、
ボ
リ
ン
ゲ
ン
版
の
英
訳
か
ら
だ
が
、
そ
の
版
に
序
文
を
書
い
て
い

る
の
は
エ
リ
オ
ッ
ト
で
あ
る

─
そ
の
「
序
文
」
に
お
い
て
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、「
よ
そ
で
も
述
べ
た
が
」
と
前
置
き
し
つ
つ
、
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ポ
ー
の
詩
の
拙
さ
を
貶
す

─
そ
の
「
よ
そ
」
に
あ
た
る
講
演
「
ポ
ー
か
ら
ヴ
ァ
レ
リ
ー
へ
」（
一
九
四
八
）
に
お
い
て
、「
た
だ

し
い
音0

〔sound

〕
を
持
つ
語
を
選
ぶ
に
際
し
て
も
、
ポ
ー
は
、
そ
の
語
が
た
だ
し
い
意
味

0

0

〔sense

〕
を
持
つ
か
ど
う
か
に
は
ま
っ

た
く
注
意
を
払
わ
な
い
」
と
批
判
し
て
い
る

─
そ
の
講
演
で
も
、
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
ポ
ー
が
フ
ラ
ン
ス
の
大
詩
人
た
ち
に
決
定

的
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
事
実
が
、
英
語
を
母
語
と
す
る
詩
の
愛
読
者
た
ち
に
は
に
わ
か
に
理
解
し
が
た
い
だ
ろ
う
と
言
っ
て

い
る
が
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
に
言
わ
せ
れ
ば
「
ポ
ー
＝
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
＝
マ
ラ
ル
メ
を
結
ぶ
詩
の
実
践
は
、
今
日
多
く
の
例
が
見
ら

れ
る
こ
の
異
和
的
連
接
〔alter-jonction

〕
の
も
っ
と
も
印
象
的
な
例
で
あ
る
」（『
セ
メ
イ
オ
チ
ケ　

二
』
二
四
九
頁
）

─
マ
ラ
ル

メ
に
よ
る
「
大
鴉
」
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
に
お
い
て
は
、
ぎ
こ
ち
な
い ing 

の
連
続
韻
が
失
わ
れ
、
代
わ
り
に fois ‒ faible ‒ 

fatigue ‒ fit ‒ frappant ‒ frappant

の
な
め
ら
か
な
頭
韻
の
流
れ
が
で
き
て
い
る

─
冒イ

ン
キ
ピ
ト

頭
の “O

nce upon a m
idnight 

dreary” 

は
マ
ラ
ル
メ
に
よ
っ
て “U

N
E fois, par un m

inuit lugubre” 

と
〈
翻
訳
〉
さ
れ
て
い
る
が
、
ポ
ー
の
原
文
に
は
な

い
コ
ン
マ
を
打
つ
こ
と
に
よ
っ
て
切
断
〔caesura

〕
を
持
ち
込
み “fois” 

と
い
う
語
が
切
り
出
さ
れ
て
い
る）

11
（

─
そ
し
て
、
こ
の

切
り
出
さ
れ
た
「
音
」
は
、
本
試
論
の
鍵
語
で
あ
る
〈foi

〉
の
名）

11
（

を
呼
び
出
さ
ず
に
は
お
か
な
い
（
本
試
論
を
「
前
も
っ
て
剽
窃
」

す
る
マ
ラ
ル
メ
の
訳
詩
）・
・
・

　

こ
う
や
っ
て
、
自
由
連
想
と
も
妄
想
と
も
見
ま
ご
う
〈
横
滑
り
〉）

11
（

は
、
わ
た
し

0

0

0

（
と
い
う
記
憶
＝
テ
ク
ス
ト
）
に
お
い
て
、
延
々

と
続
け
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、（
フ
ェ
ノ
＝
）
テ
ク
ス
ト
に
は
「
潜
在
的
無
限
性
」
と
し
て
の
ジ
ェ
ノ
＝
テ
ク

ス
ト
が
無
数
の
襞
と
し
て
折
り
畳
ま
れ
て
い
る
と
い
う
、〈
潜ヴ

ァ
ー
チ
ャ
ル

在
的
な
全
体
性
〉
へ
の
〈
信
〉〔foi

〕
が
、
わ
た
し

0

0

0

に
は
あ
る
か

ら
だ
。
常
套
句
や
正
典
化
の
権
力
に
よ
る
意
味
づ
け
＝
固
定
化
を
認
め
る
こ
と
に
躊
躇
し
、
そ
の
躊
躇
を
引
き
延
ば
す
こ
と
さ
え

で
き
れ
ば

─

“I w
ould prefer not to”

─
そ
し
て
、
あ
と
は
適
切
な
装
置
さ
え
あ
れ
ば

─
押
韻
は
、
そ
の
も
っ
と
も

有
効
な
装
置
の
ひ
と
つ
に
ち
が
い
な
い）

1（
（

─
こ
の
無
数
の
襞
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
開
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
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「
四
月
は
も
っ
と
も
残
酷
な
月
だ
」
と
い
う
常
套
句
の
〈
と
な
り
〉
に
あ
る “, breeding” 

を
切
り
捨
て
る
の
で
は
な
く
、「
む

し
ろ
愛
を
も
っ
て
」）

11
（

そ
れ
に
接
し
（
ふ
れ
／
ふ
れ
ら
れ
）、
そ
こ
に
開
か
れ
る
〈
あ
い
だ
〉
＝
「
未
分
化
の
領
域
」

─
そ
こ
に
は

〈
生
〉
と
い
う
名
の
海
賊
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る

─
に
お
け
る
無
限
の
繁
殖
〔breeding

〕）
11
（

＝
生
成
の
流
れ
を
言
祝
ぐ
こ
と

─
〈
生
〉
の
流
れ
に
〈
コ
ト
（
言
・
事
）〉
が
立
ち
、
か
つ
消
え
か
つ
結
ぶ
さ
ま
を
祝ホ

く
こ
と

─
こ
れ
こ
そ
が
、「〈
海
賊
行

為
〉
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
」
理
論
の
〈
約
束
〉
な
の
で
あ
る）

11
（

。

（
1
） 

こ
の
「
定
義
」
は
、
あ
く
ま
で
本
試
論
に
お
け
る
考
察
の
用
に
供
す
る
た
め
に
案
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
越
え
て

〔beyond this text
〕
十
全
性
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
の
必
要
も
な
い

─
ス
ピ
ノ
ザ
が
ド
・
フ
リ
ー
ス
の
質
問
に
答
え
て

言
っ
た
よ
う
に
、「
定
義
は
十
分
理
解
さ
れ
得
る
も
の
で
さ
え
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
公
理
の
よ
う
に
真
理
に
関
し
な
く
と
も
よ
い
」

（『
ス
ピ
ノ
ザ
往
復
書
簡
集
』
五
〇
頁
）
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
（
そ
も
そ
も
、
テ
ク
ス
ト
一
般

0

0

の
十
全
な
定
義
が
な
さ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
、

そ
の
定
義
自
体
は
〈
テ
ク
ス
ト
の
外
部
〉
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
他
方
、
後
期
ド
・
マ
ン
の
顰
に
倣
っ
て
、
そ
の
「
定

義
不
可
能
性
」
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
を
「
定
義
」
す
る
方
向
性
も
考
え
ら
れ
る
が
（『
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
』
三
五
〇
頁
）、
本
試
論
の

目
的
は
、
ド
・
マ
ン
の
よ
う
に
テ
ク
ス
ト
が
ど
の
よ
う
に
作
動
す
る
か
を
分
析
す
る

─
文
法
（
機
械
）
と
比
喩
（
意
味
）
の
ア
ポ
リ
ア
が

不
断
の
自
己
─
脱
構
築
を
上
演
＝
行
為
遂
行
す
る
さ
ま
を
観
察
す
る

─
こ
と
に
で
は
な
く
、（
本
定
義
の
「
説
明
」
に
記
し
た
よ
う
に
）

「
テ
ク
ス
ト
が
あ
る

0

0

と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
と
い
う
〈
問
い
〉

─
テ
ク
ス
ト
の
存
在
論

─
に
取
り
組
む
こ
と
に
あ
る
た
め
、

あ
く
ま
で
「
可
能
」
で
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
定
義
に
よ
っ
て
始
め
る
の
が
得
策
と
考
え
た
）。

 
 

で
は
、
こ
の
案
出
さ
れ
た
「
定
義
」
が
何
の
用
に
供
す
る
の
か
と
い
う
と
、
本
試
論
に
お
け
る
考
察
の
端
緒
と
な
る
「
定
理
」
を
証
明
す

る
た
め
に
必
要
な
「
公
理
一
〈
テ
ク
ス
ト
の
外
部
〉
な
る
も
の
は
、
な
い
」
を
引
き
出
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
公
理
」
が

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
か
ら
の
あ
か
ら
さ
ま
な
剽
窃
〔il n’y a pas de hors-texte

〕
で
あ
る
以
上
、「
定
義
」
に
も
同
様
の
態
度
で
臨
む
こ

と
が
得
策
と
考
え
、
デ
リ
ダ
の
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ス
ト
か
ら
引
用
の
織
物
を
編
む
こ
と
と
し
た
次
第
で
あ
る
。
以
下
、
参
考
ま
で
に
、
筆
者

が
と
く
に
参
考
に
し
た
箇
所
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
り
剽
窃
の
科
を
免
れ
た
い
と
思
う
（
本
試
論
の
文
脈
に
合
わ
せ
る
た
め
翻
訳
に
多
少
の



“Immature poets imitate; mature poets steal”（三原）

（（（

変
更
を
加
え
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
）─

 
 

「
そ
れ
は
も
う
一
度
別
の
仕
方
で
、
テ
ク
ス
ト
の
外
と
い
う
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
喚
起
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
言
お
う
と
し

て
い
る
の
は
、
人
々
が
そ
れ
を
装
っ
た
り
、
し
ば
し
ば
素
朴
に
そ
う
信
じ
て
私
を
非
難
し
た
り
す
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
参
照
項
が
書
物
の

う
ち
に
宙
吊
り
に
さ
れ
否
定
さ
れ
閉
じ
込
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、
い
か
な
る
参
照
項
も
、
い
か
な
る

現
実
も
差
延
的
な
痕
跡
の
構
造
を
有
し
て
お
り
、
ひ
と
は
解
釈
的
な
経
験
の
な
か
で
し
か
こ
う
し
た
現
実
的
な
も
の
に
関
係
し
え
な
い
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
」（『
有
限
責
任
会
社
』
三
一
八
頁
）─
「
そ
こ
で
起
こ
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
起
こ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
あ
る
種
の

は
み
出
し

0

0

0

0

〔overrun / débordem
ent

（
超
過
）〕
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
〔
か
つ
て
「
テ
ク
ス
ト
」
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
た
も
の

が
持
つ
〕
あ
ら
ゆ
る
境
界
や
分
割
は
無
化
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
「
テ
ク
ス
ト
」（
い
ま
だ
に
わ
た
し
が
「
テ
ク
ス
ト
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も

の
）
の
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
支
配
的
な
概
念
を
、
戦
略
的
な
理
由
か
ら
、
部
分
的
に
拡
大
す
る
よ
う
強
い
ら
れ
る

─
こ
う
し
て

「
テ
ク
ス
ト
」
は
、
も
は
や
書エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル

か
れ
た
も
の
の
閉
じ
ら
れ
た
全
体
、
書
物
や
そ
の
余
白
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
内
容
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

差
延
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
自
身
以
外
の
な
に
も
の
か
（
他
な
る
差
延
の
痕
跡
）
を
絶
え
間
な
く
指
示
〔refer

〕
す
る
痕

跡
の
織
物
と
な
る
の
だ
」（“Living O

n” 

八
三
～
四
頁
、
拙
訳
）─
「
私
が
テ
ク
ス
ト

0

0

0

0

と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
言
説
の
諸

限
界
を
『
実
践
的
に
』
書
き
こ
み
、
そ
こ
か
ら
は
み
出
す
よ
う
な
も
の
で
も
あ
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
言
説
と
そ
の
次
元
に
属
す
る
こ
と

ど
も
（
本
質
、
意
味
、
真
理
、
意
義
作
用
、
意
識
、
観
念
性
、
等
々
）
が
は
み
出
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

〔débordés

（
超
過
さ
れ
る
）〕
と
こ
ろ
で
は
ど

こ
に
お
い
て
も
（
つ
ま
り
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
も
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
す
が
）、
そ
う
い
っ
た
一
般
的
テ
ク
ス
ト
が
あ
る

0

0

〔il y a

〕
の
で

す
。
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
言
説
と
そ
の
次
元
に
属
す
る
こ
と
ど
も
の
審
級
が
、
あ
る
連
鎖
の
な
か
で
標
記
〔m

arque

〕
の
位
置

に
置
き
な
お
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
ど
こ
に
お
い
て
も
、
と
い
う
こ
と
で
す
」（『
ポ
ジ
シ
オ
ン
』
八
八
頁
）─
「（
こ
れ
は
他
の
著
作
で
ず

い
ぶ
ん
と
紙
幅
を
費
や
し
て
述
べ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
）
テ
ク
ス
ト
を
ほ
と
ん
ど
限
界
の
な
い
、
い
ず
れ
に
し
て
も
現
前
し
た
り
知
覚

し
た
り
で
き
る
限
界
の
な
い
、
つ
ま
り
あ
る

0

0

と
い
え
る
よ
う
な
い
か
な
る
限
界
線
の
な
い
も
の
に
ま
で
一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
ク

ス
ト
の
概
念
を
再
定
義
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
わ
た
し
が
考
え
た
の
は
、
ま
さ
に
戦
略
的
な
理
由
か
ら
な
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
、

『
テ
ク
ス
ト
を
越
え
て

0

0

0

〔beyond the text

〕』
は
、
な
に
も
の
も
な
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
南
ア
フ
リ
カ
も
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト

0

0

0

0

0

0

0

も
、

ち
ょ
う
ど
あ
な
た
方
や
わ
た
し
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
一
般
的
テ
ク
ス
ト
の
部
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ

の
一
般
的
テ
ク
ス
ト
が
本
を
読
む
よ
う
に
読
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
、
テ
ク
ス
ト
は
つ
ね
に



第Ⅴ部　海賊の修辞学

（（0

諸
力
の
せ
め
ぎ
合
う
場

フ
ィ
ー
ル
ド

─
異
他
的
で
差
延
的
で
開
か
れ
て
い
て
、
な
ど
な
ど
、
と
い
っ
た
場

─
な
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
脱
構

築
的
読
み
や
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
、
図
書
館
の
本
や
諸
言
説
や
概
念
的
・
意
味
論
的
内
容
な
ど
と
い
っ
た
も
の
の
み
に
か
か
わ
る
の
で
は
な

い
の
で
す
」（“But, beyond . . .” 

一
六
七
～
八
頁
、
拙
訳
）─
「
無
意
識
の
テ
ク
ス
ト
は
す
で
に
純
粋
な
痕
跡
、
差
異
に
よ
っ
て
織
り
な

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
意
味
と
力
が
結
合
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、
つ
ね
に
す
で
に

0

0

0

0

0

0

転
記
で
あ
る
よ
う
な
複
数
の
古
文
書
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
た
、
ど
こ
に
も
現
前
し
な
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
」（『
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
差
異
』
四
二
七
～
八
頁
）─
「
も
し
襞
が
な
い
と
す
れ
ば
、

あ
る
い
は
、
襞
が
、
標マ

ル
ク記

、
余マ

ル
ジ
ュ白

な
い
し
辺マ

ル
シ
ュ境

（
閾
、
境
界
、
限
界
）
と
し
て
の
み
ず
か
ら
以
外
の
限
界
を
、
ど
こ
か
に
も
つ
と
い
う
こ
と

に
な
れ
ば
、
テ
ク
ス
ト
な
ど
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
テ
ク
ス
ト
な
る
も
の
が
文
字
通
り
に
は
〔
厳
密
に
は
〕
実
在
し
な
い
と

し
て
も
、
お
そ
ら
く
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
が
あ
る

0

0

0

。
一
つ
の
進ア

ン
・
マ
ル
シ
ュ

行
中
の
〔
辺
境
に
お
け
る
〕
テ
ク
ス
ト
が
。
そ
れ
と
付
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」（『
散
種
』
四
三
二
頁
）、
ほ
か
多
数
の
箇
所
を
参
照
の
こ
と
。

 
 

と
こ
ろ
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
あ
る
べ
き
「
定
義
」
の
諸
条
件
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
（『
知
性
改
善
論
』
九
五
～
九
八
段
落
）、
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
定
義
が
事
物
の
あ
る
特
性
〔propria

〕
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
（
た
と
え
ば
、「
中
心
か
ら
円
周
へ
引
か
れ
た
諸

線
の
相
等
し
い
図
形
」
と
い
う
円
の
定
義
）、
そ
れ
は
「
最
も
近
い
原
因
〔causa proxim

ata

〕」
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
た
と
え

ば
、「
一
端
が
固
定
し
他
端
が
運
動
す
る
任
意
の
線
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
図
形
」
と
い
う
円
の
定
義
）。
こ
こ
に
は
、
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
を
批

判
す
る
ホ
ッ
ブ
ス
の
「
定
義
」
論
、
す
な
わ
ち
「
特
性
」
で
は
な
く
「
生
成
〔generatio

〕」
に
よ
る
事
物
の
定
義
と
い
う
思
考
の
影
響
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
（D
e D

ijn

参
照
）。
こ
の
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
に
よ
る
「
テ
ク
ス
ト
」
定
義

─
バ
ル
ト
も
有
名

な
世
界
百
科
事
典（
一
九
七
三
）の
項
目
で
、
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
も
の

─
が
、
よ
り
「
あ
る
べ
き
定
義
」
に
近
い
と
言
え
そ
う
で
あ
る 

─
「
テ
ク
ス
ト

0

0

0

0

と
は
、
端
的
な
情
報
を
目
指
す
伝
達
的
な
言パ

ロ
ル葉

を
、
先
行
の
、
も
し
く
は
共
時
的
な
、
多
種
の
言
表
類
型
と
関
連
づ
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
言ラ

ン
グ語

の
秩
序
を
配
分
し
直
す
超
─
言
語
的
装
置
〔
言
語
学
を
横
断
＝
超
出
す
る
装
置appareil translinguistique

〕
で

あ
る
、
と
定
義
し
て
お
く
。
し
た
が
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
と
は
一
種
の
生
産
性

0

0

0

な
の
で
あ
る
」（『
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
小
説
』
一
八
頁
）。
こ

の
あ
と
本
文
で
論
じ
る
よ
う
に
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
理
論
と
は
、
ま
さ
に
（
ホ
ッ
ブ
ス
的
な
）「
生
成
に
よ
る
定
義
」

の
条
件
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
、
そ
の
意
味
で
本
試
論
の
筋
道
は
、
デ
リ
ダ
か
ら
借
用
し
た
初
発
の
「
定
義
」
か
ら
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の

（
間
）
テ
ク
ス
ト
理
論
に
も
と
づ
く
「
生
成
に
よ
る
定
義
」
へ
と
乗
り
換
え
る
行
程
で
あ
る
、
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
デ
リ
ダ
か
ら
の
偏
っ
た
「
借
用
」
に
よ
る
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
で
あ
る
「
定
義
」
を
も
っ
て
、
デ
リ
ダ
本
人
の



“Immature poets imitate; mature poets steal”（三原）

（（1

思
想
を
代
表
さ
せ
る
気
は
毛
頭
な
い
。
む
し
ろ
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ヴ
ィ
タ
ー
レ
の
最
近
の
仕
事
（「
テ
ク
ス
ト
と
生
物
」）
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
の
テ
ク
ス
ト
論
を
〈
生
命
〉
論
に
接
続
す
る
研
究
が
目
下
進
ん
で
お
り
、
こ
れ
は
ま
さ
に
本
試
論
を
「
予
備
的
考
察
」

と
し
て
筆
者
が
企
図
す
る
後
述
の
「
生
態
学
的
文
学
理
論
」
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
、
大
い
に
期
待
し
て
い
る
。）

（
2
） 
こ
の
定
式
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
借
用
し
た
も
の
で
あ
る

─
「
け
れ
ど
も
、
存
在
の
真
理
が
、
思
索
に
と
っ
て
、
思
索
さ
れ
る
の
に
─
値

す
る
も
の
と
な
っ
た
あ
か
つ
き
に
は
、
言
葉
の
本
質
へ
の
省
察
も
、
こ
れ
ま
で
と
は
別
の
位
階
に
達
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
言
葉
へ

の
省
察
は
、
も
は
や
、
た
ん
な
る
言
語
哲
学
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
え
に
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、『
存
在
と
時
間
』

（
第
三
四
節
）
は
、
言
葉
の
本
質
次
元
へ
の
指
摘
を
含
み
、
ま
た
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
存
在
の
仕
方
に
お
い
て
言
葉
は
言
葉
と
し
て
そ
の

つ
ど
存
在
す
る
の
か
と
い
う
〔in w

elcher W
eise des Seins denn die Sprache als Sprache jew

eils ist

〕、
単
純
な
問
い
に
触
れ

て
い
る
の
で
あ
る
」（『「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
』
二
七
頁
）。

（
（
） 

そ
の
た
め
キ
ケ
ロ
は
、
海
賊
を
「
万
民
共
通
の
敵
〔com

m
unis hostis om

nium

〕」
と
定
義
し
た
。
こ
の
キ
ケ
ロ
の
定
義
か
ら
は
じ
め

「
海
賊
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
を
系
譜
学
的
に
た
ど
り
な
お
す
こ
と
に
よ
り
そ
の
現
代
的
意
義
を
考
察
し
た
、
ダ
ニ
エ
ル
・
ヘ
ラ
ー
＝
ロ
ー
ゼ
ン

のT
he E

nem
y of A

ll: Piracy and the Law
 of N

ations (200（)

を
参
照
の
こ
と
。

（
（
） 

こ
の
「
未
分
化
の
領
域
」
に
か
ん
す
る
記
述
は
、
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ
る
「
例
外
状
態
」
の
そ
れ
を
借
用
し
た
も
の
で
あ
る

─
「
実
際
に
は
、
例
外
状
態
は
法
秩
序
の
外
部
で
も
内
部
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
定
義
の
問
題
は
、
ま
さ
に
ひ
と
つ
の
閾
〔una 

soglia

〕
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
内
部
と
外
部
が
互
い
に
排
除
し
あ
う
の
で
は
な
く
、
互
い
に
互
い
を
決
定
し

え
な
い
で
い
る
よ
う
な
未
分
化
の
領
域
〔una zona di indifferenza

〕
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」（『
例
外
状
態
』
五
〇
頁
）。

 
 

ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、《
例
外
状
態
》
に
か
ん
す
る
こ
の
研
究
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、「
公
法
と
政
治
的
事
実
と
の
あ
い
だ
、
ま
た
法
秩
序
と

生
〔la vita

〕
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
、
こ
の
無
主
の
地
〔terra di nessuno

〕
こ
そ
、
今
回
の
探
究
が
調
べ
よ
う
と
す
る
対
象
で
あ
る
」

（
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
顰
に
倣
っ
て
言
え
ば
、
本
試
論
は
、「
テ
ク
ス
ト
と
生
と
の
〈
あ
い
だ
〉」
に
あ
る
「
こ
の
無
主

の
地
」
を
探
索
す
る
企
図

─
そ
れ
を
筆
者
は
「
生
態
学
的
文
学
理
論
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
提
案
し
た
い
の
だ
が

─
の
端
緒
を
開
く
た
め
の

予
備
的
考
察
で
あ
る
。

（
（
） 

「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
の
問
題
を
本
格
的
に
扱
っ
た
、
日
本
語
で
読
め
る

─
か
な
ら
ず
し
も
日
本
語
に
限
る
必
要
は
な
い
が

─
モ
ノ
グ

ラ
フ
に
、
土
田
知
則
『
間
テ
ク
ス
ト
性
の
戦
略
』
が
あ
る
。
筆
者
が
本
書
の
存
在
を
知
っ
た
の
は
本
試
論
を
脱
稿
し
た
後
で
あ
っ
た
た
め
、
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そ
の
議
論
を
本
文
に
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
不
始
末
に
己
の
不
明
を
恥
じ
る
ば
か
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
を

め
ぐ
る
思
索
の
方
向
性
を
多
く
の
点
で
本
試
論
と
共
有
す
る

─
そ
の
意
味
で
は
「
前
も
っ
て
の
剽
窃
」
と
も
い
え
る

─
一
方
で
、
微
妙

な
（
し
か
し
根
本
的
な
）
差
異
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
本
書
を
め
ぐ
る
注
釈
を
こ
の
段
階
で
加
え
て
お
く
こ
と
は
、
本
試
論
の
筆
者

に
と
っ
て
は
総
括
と
し
て
、
読
者
に
と
っ
て
は
梗
概
と
し
て
、
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
 

「『
間
テ
ク
ス
ト
性
』
と
い
う
考
え
方
は
、
比
較
研
究
、
影
響
研
究
、
実
証
研
究
な
ど
に
与
す
る
概
念
装
置
で
あ
る
と
い
う
誤
解
を
生
ん
だ

が
、
実
は
ま
っ
た
く
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
研
究
方
法
に
疑
問
を
突
き
つ
け
る
も
の
と
し
て
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
る
」（
四

九
頁
）
と
い
う
基
本
的
認
識
は
本
試
論
と
ま
っ
た
く
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
、
バ
ル
ト
、
デ
リ
ダ
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と

い
っ
た
参
照
枠
が
共
通
す
る
の
は
あ
る
程
度
の
必
然
性
が
あ
る
に
せ
よ
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
「
伝
統
論
」
を
主
題
的
に
扱
う
点
で
も

興
味
深
い
一
致
が
見
ら
れ
る
。（
さ
ら
に
言
え
ば
、「
で
き
る
こ
と
な
ら
、
全
体
が
す
べ
て
引
用
だ
け
か
ら
な
る
よ
う
な
書
物
を
書
き
た
い
と

思
っ
た
」（
二
四
四
頁
）
と
い
う
「
あ
と
が
き
」
冒
頭
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
的
独
白
に
見
ら
れ
る
あ
る
種
の
倒
錯
し
た
テ
ク
ス
ト
的
欲
望
も
、
本

試
論
を
す
べ
て
脚
注
か
ら
な
る
テ
ク
ス
ト
に
し
た
か
っ
た
筆
者
の
欲
望
と
、
ど
こ
か
通
底
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。）
こ
の

よ
う
に
基
本
的
な
認
識
・
枠
組
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
共
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
帰
結
・
焦
点
の
あ
て
方
に

少
な
か
ら
ぬ
差
異
が
あ
る
と
い
う
事
実
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
が
抱
く
根
本
的
な
〈
問
い
〉
が
明
る
み
に
出
さ
れ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

 
 

す
ぐ
れ
て
ド
・
マ
ン
的
な
身
振
り
に
よ
っ
て
「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
を
〈（
脱
構
築
的
）
読
み
〉
の
問
題
に
接
続
す
る
土
田
の
議
論
に
は
、

お
も
に
仏
・
米
に
お
け
る
文
学
理
論
の
諸
成
果
を
自
由
に
横
断
し
な
が
ら
、
究
極
的
に
は
〈
読
む
〉
行
為
を
（
根
源
的
＝
ア
ナ
ー
キ
ッ
ク

な
）「
自
由
」
の
実
践
と
し
て
称
揚
す
る
と
い
う
強
い
意
志
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
本
書
に
お
い
て
は
、「
間
テ
ク
ス
ト
性
」

理
論
の
骨
頂
を
そ
の
「
水
平
的
」＝「
換
喩
的
」
モ
メ
ン
ト
に
見
出
し
、
そ
の
批
評
的
戦
略
の
使
命
は
「
垂
直
的
」
で
「
権
力
的
・
位
階
的
な

思
考
装
置
」
を
脱
構
築
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
く
り
か
え
し
強
調
さ
れ
る
。「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
理
論
を
ユ
ダ
ヤ
＝
ラ
ビ
的

〈
読
み
〉
の
実
践
へ
と
接
続
す
る
刺
激
的
な
議
論
に
お
い
て
（
第
四
章
）
そ
の
「
宗
教
的
ア
ナ
ー
キ
ー
」
が
強
調
さ
れ
る
の
も
、
つ
づ
く
第

五
章
に
お
い
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
の
「
リ
ゾ
ー
ム
」
が
召
喚
さ
れ
る
の
も
、
土
田
が
構
想
す
る
「
間
テ
ク
ス
ト
性
の
戦
略
」
の
根
底
に

「
い
わ
ば
テ
ク
ス
ト
論
的
ア
ナ
ー
キ
ー
と
で
も
称
す
べ
き
性
質
の
も
の
」（
一
七
九
～
一
八
〇
頁
）
が
厳
然
と
し
て
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

─
そ
し
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
本
試
論
の
筆
者
は
深
い
共
感
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
表
明
し
て
お
き
た
い
。
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そ
の
う
え
で
、
し
か
し
、
本
試
論
は
ふ
た
た
び
「
垂
直
線
」
を
導
入
す
る

─
た
だ
し
、
こ
れ
が
、「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
理
論
の
「
水
平

的
＝
換
喩
的
」
モ
メ
ン
ト
が
脱
構
築
し
た
「
権
力
的
・
位
階
的
」
な
〈
垂
直
〉
と
は
本
性
上
の
差
異
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う

ま
で
も
な
い
。
い
わ
ば
、
権
力
的
（potestas

）〈
垂
直
〉
を
脱
構
築
し
つ
く
し
た
内
在
平
面
に
（
痕
跡
と
し
て
）
浮
か
び
上
が
る
、
潜
勢
的

（potentia

）
な
〈
垂
直
〉
へ
の
跳
躍

─
「
潜ヴ

ァ
ー
チ
ャ
ル

在
的
な
全
体
性
」
と
の
直

コ
ン
タ
ク
ト接

─
を
試
み
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。（
本
試
論

の
議
論
で
使
用
さ
れ
る
タ
ー
ム
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
、（
顕
在
的
な
）
権
力
＝
位
階
制
と
し
て
あ
る
〈
垂
直
〉
を
拒
絶
す
る

「
水
平
的
な
〈
と
な
り
〉」
に
折
り
畳
ま
れ
て
い
る
（
潜
勢
的
な
）
無
数
の
襞
の
う
ち
に
「
垂
直
的
な
〈
あ
い
だ
〉」
を
直
観
す
る
態
度
で
あ

る
と
も
い
え
る
。）
そ
の
際
に
焦
点
化
さ
れ
る
の
が
「
ジ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
」
で
あ
る
が
、
そ
の
タ
ー
ム
が
土
田
の
議
論
に
お
い
て
ま
っ
た

く
登
場
し
な
い
の
は
、
両
者
の
〈
問
い
〉
の
根
源
的
差
異
の
徴
候
で
あ
る
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
同
様
の
差
異
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
エ
リ
オ
ッ
ト
「
伝
統
論
」
の
読
み
に
も
表
れ
て
い
る
。
土
田
は
、
そ
の
「
伝
統
論
」
を
バ
ル
ト
の
「
作
者
の
死
」
に
接
続
し
つ
つ
、
一
般

的
に
は
「
垂
直
的
な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
階
梯
」
と
見
な
さ
れ
が
ち
な
も
の
を
「
水
平
的
、
脱
階
梯
的
な
関
係
へ
の
移
行
」（
一
五
三
頁
）
の
一

面
を
持
つ
も
の
と
し
て
評
価
す
る

─
ち
な
み
に
筆
者
自
身
も
、
同
様
の
読
み
か
え
の
可
能
性
を
、「M

eta-O
ikos

的
」
結
構（
八
紘
一
宇
）

の
う
ち
に
潜
在
す
る
「m

ata-oikos
的
」
変
容
の
モ
メ
ン
ト
と
し
て
、
か
つ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（「M

etoikos

た
ち
の
帝
国
」）。
そ
れ

に
対
し
て
本
試
論
は
、
エ
リ
オ
ッ
ト
の
「
伝
統
」
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「（
純
粋
）
記
憶
」
と
接
続
し
、
そ
こ
に
「
存
在
論
へ
の
飛
躍
」
の
可

能
性
を
読
み
こ
む
こ
と
を
試
み
る
。
土
田
の
提
唱
す
る
「
イ
ン
タ
ー
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
が
「
影
響
関
係
、
つ
ま
り
は
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な

時
間
観
念
を
徹
底
的
に
脱
構
築
す
る
こ
と
」（
一
一
九
頁
）
と
規
定
さ
れ
、
そ
の
「
反
─
歴
史
」
的
モ
メ
ン
ト
に
「
間
テ
ク
ス
ト
性
の
戦

略
」
の
批
評
的
エ
ッ
ジ
が
見
出
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
本
試
論
は
そ
の
エ
ッ
ジ
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
つ
つ
も
そ
れ
を
超
え
て
、
歴

史
／
反
─
歴
史
の
対
立
と
は
「
別
の
次
元
」
と
し
て
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
「
持
続
」
の
相
の
下
に
文
学
理
論
を
構
想
す
る

─
フ
ェ
リ
ッ
ク

ス
・
ガ
タ
リ
の
言
う
「
エ
コ
ゾ
フ
ィ
ー
」、
す
な
わ
ち
「
潜
在
的
な
も
の
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
総
体
」（『
エ
コ
ゾ
フ
ィ
ー
と
は
何
か
』
五
九

頁
）
を
〈
問
う
〉
こ
と
が
で
き
る
テ
ク
ス
ト
理
論
を
構
築
す
る

─
た
め
の
予
備
的
考
察
で
あ
り
、
こ
れ
は
前
注
に
示
し
た
「
テ
ク
ス
ト
と

生
と
の
〈
あ
い
だ
〉」
と
い
う
視
座
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。（
そ
の
関
連
で
言
え
ば
、
別
の
箇
所
に
お
い
て
土
田
は
、

「
反
─
宗
教
」「
反
─
神
学
」
と
し
て
の
「
間
テ
ク
ス
ト
性
の
戦
略
」
を
語
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
そ
の
戦
略
の
意
義
に
全
面
的
に

同
意
し
つ
つ
も
そ
れ
を
超
え
て
〈
宗
教
的
な
る
も
の
〔the religious

〕〉
の
潜
勢
力
を
導
入
す
る
こ
と
が
、
こ
の
来
た
る
べ
き
文
学
理
論

の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。）
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な
お
、
土
田
は
そ
の
後
の
著
作
（『
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン　

言
語
の
不
可
能
性
、
倫
理
の
可
能
性
』）
に
お
い
て
、
ド
・
マ
ン
晩
年
の
思
想

に
寄
り
添
う
か
た
ち
で
、「
現
象
性
」
と
根
源
的
に
対
立
し
つ
つ
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
「（
文
字
の
）
物
質
性
」
と
い
っ
た
問
題
へ
と
思

索
を
展
開
し
て
お
り
、「
テ
ク
ス
ト
論
的
ア
ナ
ー
キ
ー
」
の
〈
か
な
た
〉
を
模
索
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
う
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、（
フ
ェ
ノ

＝
）
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
絶
え
ず
ジ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
（
の
痕
跡
）
を
見
る
本
試
論
と
、
そ
の
思
索
の
方
向
性
を
共
有
し
て
い
る
と
言
え
そ

う
で
あ
る
。
た
だ
、
ド
・
マ
ン
に
随
っ
て
「
不
可
能
性
」
の
否
定
神
学
的
態
度
を
と
る
土
田
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
は
あ
く
ま
で
「
潜
勢
力
＝

潜
在
性
の
次
元
」
と
い
う
《
力
》
の
充
溢
を
〈
信
〉
じ
〔foi

〕
て
い
る
点
で
、
や
は
り
、
そ
こ
に
は
根
源
的
差
異
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
点
で
興
味
深
い
の
は
ド
・
マ
ン
の
「
パ
ラ
─
フ
ィ
ギ
ュ
ラ
ル
な
次
元
」
と
い
う
難
解
な
表
現
の
解
釈
で
、
土
田
は
こ
の
「
パ

ラ
」
を
「
・
・
・
に
反
す
る
」
も
し
く
は
「
・
・
・
か
ら
防
ぐ
」
と
解
釈
し
デ
リ
ダ
＝
ド
・
マ
ン
が
「
不
可
能
の
可
能
性
」
を
探
り
続
け
る

戦
略
を
読
み
こ
む（
一
三
三
～
四
頁
）
が
、
本
試
論
の
筆
者
な
ら
ば
「
パ
ラ
」
＝
〈
と
な
り
〉
に
開
か
れ
る
「
潜
在
性
の
次
元
」
を
問
う
契

機
を
見
い
だ
す
で
あ
ろ
う
。（
こ
こ
で
筆
者
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
最
晩
年
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
準
備
し
て
い
た
「
制
度
化
」
の
議
論

で
、
偶
然
的
に
ふ
と
生
起
し
た
「
偏
差
」
が
予
想
外
の
「
次
元
の
開
け
」
を
生
む
と
い
う
構
図

─
「
記
号
の
ふ
ち
で
生
ま
れ
出
で
る
こ
の

意
味
、
部
分
に
お
け
る
全
体
の
切
迫
」（「
間
接
的
言
語
と
沈
黙
の
声
」
六
〇
頁
。
た
だ
し
、
邦
訳
で
は
「
切
迫
〔im

m
inence

〕」
を
「
内

在
〔im

m
anence

〕」
と
取
り
違
え
て
い
る
の
で
訂
正
し
た
）─
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
「
制
度
化
」
に
つ
い
て
は
、「
次
元
の

開
け
と
し
て
の
制
度
化
」
ほ
か
廣
瀬
浩
司
に
よ
る
一
連
の
論
考
を
参
照
の
こ
と
。）

（
（
） 

「
相
互
テ
ク
ス
ト
性
〔
間
テ
ク
ス
ト
性
〕
と
い
う
用
語
が
往
々
に
し
て
、
あ
る
テ
ク
ス
ト
の
『
典
拠
の
研
究
』
と
い
う
あ
り
き
た
り
の
意

味
に
受
け
取
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
替
え
て
転
位
＝
措
定
移
行
〔transposition

〕
と
い
う
用
語
を
選
ぶ
」

（
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
『
詩
的
言
語
の
革
命
』
五
六
頁
）。

（
（
） 

ハ
ロ
ル
ド
・
ブ
ル
ー
ム
の
「
影
響
の
不
安
」（
一
九
七
三
）と
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
と
の
混
同
を
批
判
し
た
最
初
期
の

も
の
に
、Jonathan Culler, “Presupposition and Intertextuality” (1（（（)

（T
he Pursuit of Signs

所
収
）
が
あ
る
。

（
（
） 

こ
れ
を
も
っ
て
「
非
歴
史
的
＝
非
政
治
的
」
と
非
難
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
拙
速
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
自
身
も
言
う
よ

う
に
、「
先
行
す
る
あ
る
い
は
共
に
す
る
時
代
の
文
学
の
資
料
全
体
〔corpus
〕
を
読
み
な
が
ら
書
い
て
ゆ
く
と
い
う
そ
の
や
り
方
に
よ
っ

て
、
作
者
は
歴
史
の
な
か
に
生
き
て
お
り
、
社
会
は
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
書
き
こ
ま
れ
る
」（『
セ
メ
イ
オ
チ
ケ　

一
』
一
一
七
頁
）
の
で
あ

る
。
逆
に
、「
影
響
の
不
安
」
の
よ
う
に
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
三
角
形
と
い
っ
た
〈
構
造
〉
に
回
収
さ
れ
る
構
図
が
歴
史
・
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス



“Immature poets imitate; mature poets steal”（三原）

（（（

ト
を
捨
象
す
る
の
に
つ
な
が
る
こ
と
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る

─
「
わ
た
し
が
主
張
し
た
い
の
は
、
こ
の

論
争
、
も
し
く
は
ブ
ル
ー
ム
が
あ
れ
ほ
ど
の
洞
察
と
明
敏
さ
を
も
っ
て
論
じ
る
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
、
ロ
マ
ン
派
詩
人
を
包

摂
し
ま
た
可
能
に
し
て
い
る
、
文
化
の
物
質
的
生
産
媒
体
を
す
べ
て
軽
ん
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
」（『
権
力
、
政
治
、
文
化（
上
）』
四

四
頁
）。

 
 

俗
流
の
「
政
治
的
批
評
」
を
旗
印
に
す
る
テ
ク
ス
ト
読
解
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
は
、
あ
る
作
品
が
歴
史
的
・
政
治
的
情
況
を
代
理
＝

表
象
す
る

─
顛
覆
的
で
あ
れ
、
反
動
的
で
あ
れ

─
さ
ま
を
暴
露
し
て
こ
と
足
れ
り
と
す
る
〈
隠
喩
的
〉
態
度
だ
が
、
そ
れ
も
ク
リ
ス
テ

ヴ
ァ
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
〔
書
く
こ
と
〕
と
い
う
生
産
性
に
眼
を
閉
ざ
し
て
、
作
品
と
い
う
結
果
の
み
を
受
け
入
れ
て
い

る
」（「
テ
ク
ス
ト
と
い
わ
れ
る
生
産
性
」『
セ
メ
イ
オ
チ
ケ　

二
』
一
六
六
頁
）
点
に
お
い
て
、「
作
者
の
意
図
」
を
探
す
旧
態
依
然
と
し
た

態
度
と
大
差
は
な
い
。
社
会
／
作
品
の
二
分
法
に
も
と
づ
く
〈
表
象
主
義
〉
と
訣
別
し
、「
テ
ク
ス
ト
と
い
わ
れ
る
生
産
性
」
の
〈
表
現
主

義
〉（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
『
ス
ピ
ノ
ザ
と
表
現
の
問
題
』
参
照
）
へ
の
飛
躍
を
標
榜
す
る
文
学
理
論
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
『
ア
ン
チ
・
オ

イ
デ
ィ
プ
ス
』
に
お
け
る
社
会
／
欲
望
の
生
産
（
の
無
媒
介
的
同
一
性
（
ヴ
ィ
ヴ
ェ
イ
ロ
ス
・
デ
・
カ
ス
ト
ロ
参
照
））
に
か
ん
す
る
以
下

の
記
述
の
う
ち
に
、
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
を
見
出
す
こ
と
だ
ろ
う

─
「
一
方
に
現
実
の
社
会
的
生
産
、
他
方
に
幻
想
の
欲
望
的
生
産
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
二
つ
の
生
産
の
間
に
、
注
入
や
投
影
と
い
っ
た
二
次
的
関
係
が
確
立
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
、

あ
た
か
も
社
会
的
実
践
が
内
面
化
さ
れ
た
心
的
実
践
に
重
な
り
、
あ
る
い
は
ま
た
心
的
実
践
が
社
会
的
シ
ス
テ
ム
に
投
影
さ
れ
る
だ
け
で
、

こ
れ
ら
は
た
が
い
に
決
し
て
侵
食
し
あ
わ
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。（
中
略
）
本
当
は
、
社
会
的
生
産
は
規
定
さ
れ
た
諸
条
件
に
お
い
て
は
、

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
っ
ぱ
ら
欲
望
的
生
産
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
社
会
的
領
野
は
直
接
的
に
欲
望
に
横
断
さ
れ
、
そ
れ
は
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
欲
望
の
産

物
で
あ
り
、
リ
ビ
ド
ー
は
、
生
産
力
と
生
産
関
係
を
備
給
す
る
た
め
に
、
い
か
な
る
媒
介
も
、
い
か
な
る
昇
華
も
、
い
か
な
る
心
理
的
操
作

も
、
い
か
な
る
変
形
も
必
要
と
し
な
い
、
と
私
た
ち
は
主
張
す
る
」（『
ア
ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』（
上
）、
六
一
～
六
二
頁
）。
同
様
に
ク

リ
ス
テ
ヴ
ァ
が
「
生
産
」
の
場
面
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
す
ぐ
れ
て
唯
物
論
的
な
関
心
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
以
下
の
よ
う
な
さ
り
げ
な
い
譬
え
も
現
れ
る
の
だ

─
「
テ
ク
ス
ト
生
産
性
は
文
学
の
（
テ
ク
ス
ト
の
）
内
的
尺
度
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
、
文
学
（
テ
ク
ス
ト
）
そ
の
も
の
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
ち
ょ
う
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
が
価
値
の
内
的
尺
度
で
あ
っ
て
も
、
価
値
そ
の
も
の
で
は

な
い
よ
う
に
」（『
セ
メ
イ
オ
チ
ケ　

二
』
二
一
七
頁
）。

（
（
） 

〈
あ
い
だ
〉
の
生
命
論
的
解
釈
に
か
ん
し
て
、
筆
者
は
、
近
く
は
木
村
敏
の
一
連
の
著
作
に
、
遠
く
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
共
通
概
念



第Ⅴ部　海賊の修辞学

（（（

〔notiones com
m

unes

〕」
論
に
、
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
以
下
の
ふ
た
つ
の
引
用
を
参
考
に
さ
れ
た
い

─

個
人
の
「
生
」Leben

と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
人
の
出
生
か
ら
死
ま
で
の
あ
い
だ
の
人
生
と
考
え
る
に
せ
よ
、
そ
の
個
体
の
受
精
な
い

し
生
殖
か
ら
死
ま
で
の
あ
い
だ
の
生
命
と
考
え
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
い
ず
れ
に
し
て
も
時
間
軸
上
の
延
長
に
沿
っ
た
「
水
平
」
あ
る
い

は
「
横
」
の
「
あ
い
だ
」
の
出
来
事
で
あ
る
。
個
々
の
個
人
あ
る
い
は
個
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
主
観
／
主
体
と
し
て
、
自
己
と
他
者
の

人
生
あ
る
い
は
生
命
ど
う
し
の
あ
い
だ
で
、
水
平
あ
る
い
は
横
の
間
主
観
的
・
相
互
主
体
的
な
出
会
い
を
生
き
て
い
る
。
／
こ
れ
に
対

し
て
、
個
人
が
そ
の
人
生
や
生
存
の
各
瞬
間
に
自
己
自
身
の
生
を
生
き
て
い
る
局
面
に
お
い
て
は
、
こ
の
生
は
つ
ね
に
個
人
以
前
の

「
生
命
の
根
拠
」
と
の
、
つ
ま
り
〈
生
〉
そ
の
も
の
と
の
「
根
拠
関
係
」
に
根
ざ
し
て
い
て
、
個
人
の
存
在
の
絶
対
的
外
部
か
ら
絶
え

ず
流
れ
込
ん
で
い
る
〈
生
〉
の
「
は
た
ら
き
」
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
個
人
の
身
体
が
〈
生
〉
を
受
容
す

る
機
能
を
失
う
と
、〈
生
〉
は
〈
死
〉
と
名
を
換
え
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
個
人
は
そ
の
生
命
を
失
い
、
そ
の
人
生
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
時

間
軸
上
の
各
瞬
間
に
お
け
る
「
垂
直
」
あ
る
い
は
「
縦
」
の
構
造
と
見
な
す
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、「
水
平
」
あ
る
い
は

「
横
」
の
「
あ
い
だ
」
の
出
来
事
で
あ
る
生
命
が
、「
垂
直
」
あ
る
い
は
「
縦
」
の
「
あ
い
だ
」
の
関
係
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。 

（
木
村
敏
『
あ
い
だ
と
生
命
』
二
〇
四
～
五
頁
）

私
が
こ
こ
で
存
在
と
い
う
の
は
持
続
の
こ
と
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
抽
象
的
に
考
え
ら
れ
る
限
り
の
存
在
、
い
わ
ば
一
種
の
量
と
し

て
考
え
ら
れ
る
限
り
の
存
在
の
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
私
は
、
存
在
の
本
性
そ
の
も
の
に
つ
い
て

─
神
の
本
性
の
永
遠
な
る
必

然
性
か
ら
無
限
に
多
く
の
も
の
が
無
限
に
多
く
の
仕
方
で
生
ず
る
（
第
一
部
定
理
一
六
を
見
よ
）
が
ゆ
え
に
個
物
〔res singularis

〕

に
付
与
さ
れ
る
存
在
の
本
性
そ
の
も
の
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
つ
ま
り
私
は
、
神
の
中
に
存
す
る
限
り
に
お
け
る
個
物
の

存
在
そ
の
も
の
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
お
の
お
の
の
個
物
は
他
の
個
物
か
ら
一
定
の
仕
方
で
存
在
す
る
よ

う
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
各
個
物
が
存
在
に
固
執
す
る
力
は
や
は
り
神
の
本
性
の
永
遠
な
る
必
然
性
か
ら
生
ず
る
か
ら
で
あ

る
。 

（
ス
ピ
ノ
ザ
『
エ
チ
カ
』
第
二
部 

定
理
四
五 

備
考
）

 

な
お
、「
垂
直
」
の
比
喩
が
「
超
越
」
の
契
機
を
持
ち
こ
み
か
ね
な
い
（
注
（（
を
参
照
）
の
に
た
い
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
神
に
関
係
す
る

〔referre

〕」
と
言
う
際
に
は
「
内
在
性
」
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
博
士
論
文 R

eading T
. S. E

liot R
eading 

Spinoza

（Cornell U
niversity, 201（

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
10
） 

ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
『
記
憶
・
歴
史
・
忘
却
』
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
分
析
力
」
を
評
価
す
る
箇
所
を
参
照

─
「
分
析
を
始
動
さ



“Immature poets imitate; mature poets steal”（三原）

（（（

せ
る
の
に
、
ま
だ
イ
マ
ー
ジ
ュ
化
さ
れ
な
い
『
純
粋
回
想
』
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
よ
う
」（
九
四
頁
）。

（
11
） 

「
本
当
の
と
こ
ろ
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
記
憶
は
現
在
か
ら
過
去
へ
の
退
行
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
の
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
逆
に
、
過

去
か
ら
現
在
へ
の
進
展
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
の
だ
。
過
去
の
な
か
に
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
ち
に
身
を
置
く
」（『
物
質
と
記
憶
』
三
四
一
頁
）。

（
12
） 
「
筆
記
者
に
と
っ
て
は
、
だ
か
ら
詩
的
言
語
は
潜
在
的
無
限
性

0

0

0

0

0

0

〔infinité potentielle

〕
と
し
て
提
示
さ
れ
る
（
こ
の
語
は
ヒ
ル
ベ
ル
ト

の
概
念
構
成
の
基
本
用
語
と
し
て
も
っ
て
い
る
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
）。
す
な
わ
ち
、（
詩
的
言
語
と
い
う
）
無
限
集
合
は
実
現
さ
れ
う

る
可
能
性
の
集
合
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
可
能
性
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
別
個
に
実
現
さ
れ
る
が
、
そ
の
可
能
性
の
す
べ
て
が
一
度
に
実

現
さ
れ
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
／
記
号
論
は
記
号
論
と
し
て
、
表
象
し
え
な
い
け
れ
ど
も
現
実
に
あ
る
無
限

0

0

0

0

0

0

0

〔infinité 
réelle

〕
と
し
て
の
詩
的
言
語
と
い
う
概
念
を
自
ら
の
推
論
過
程
に
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」（「
パ
ラ
グ
ラ
ム
の
記
号
学
の
た

め
に
」『
セ
メ
イ
オ
チ
ケ　

一
』
一
一
六
頁
）。
こ
こ
で
の
主
語
は
「
詩
的
言
語
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
無
限
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
〔le 

signifiant infini

〕」
で
あ
る
「
ジ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
」
と
等
価

─
お
な
じ
濃
度
〔puissance

＝
潜
勢
力
・
力
能
〕
の
無
限

─
で
あ
り
、

「
パ
ラ
グ
ラ
ム
」「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
と
い
っ
た
概
念
と
も
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、『
セ
メ
イ
オ
チ
ケ
』
全
体
を
精
読
し
た
読
者
に

と
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（
1（
） 

「
見
え
な
い
も
の
は
対
象

0

0

で
あ
る
こ
と
な
し
に
そ
こ

0

0

に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
存
在
者
的
仮
面
〔m

asque ontique

〕
な
し
の
純
粋
な

超
越
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
見
え
る
も
の
』
そ
の
も
の
も
ま
た
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
或
る
不
在
の
核
を
中
心
に
動
い
て
い

る
の
で
あ
る
」（『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』
三
三
四
頁
）。
こ
れ
は
、
一
九
六
〇
年
一
月
の
日
付
が
あ
る
「
研
究
ノ
ー
ト
」
の
一
節

だ
が
、
同
じ
月
の
「
見
え
な
い
も
の
、
否
定
的
な
も
の
、
垂
直
の
〈
存
在
〉」
と
題
さ
れ
た
断
片
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る

─
「〔
見
え
な
い
も
の
〕
の
欠
如
が
世
界
の
本
質
的
契
機
に
な
っ
て
い
る
（
そ
れ
は
見
え
る
も
の
の
「
背
後
」
に
あ
り
、
切
迫
し
た
な
い

し
卓
越
し
た
可
視
性
〔visibilité im

m
inente ou ém

inente
〕
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
し
くN

ichturpräsentierbar

〔
根
源
的
に

現
前
し
え
な
い
も
の
〕
と
し
て
、
他
の
次
元
と
し
て
〔com

m
e autre dim

ension

〕、U
rpräsentiert

〔
根
源
的
に
現
前
〕
し
て
い
る
の

で
あ
る
）」（
三
三
一
頁
）。
こ
の
一
節
に
は
、
本
試
論
を
書
か
し
め
た
〈
直
観
〉
の
す
べ
て
が
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
、
と
筆
者
に
は
思
わ
れ

る
。

（
1（
） 

た
と
え
ば
、〈
潜
在
的
な
も
の
〉
の
〈
十
全
な
実
在
性
〉
の
留
保
な
き
肯
定
と
い
う
重
大
な
存
在
論
的
命
題
を
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
開
陳
す
る
、

以
下
の
箇
所
を
参
照

─
「
潜
在
的
な
も
の
は
、
実レ

エ

ル
在
的
な
も
の
に
は
対
立
せ
ず
、
た
だ
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
に
対
立
す
る
だ
け
で
あ
る
。



第Ⅴ部　海賊の修辞学

（（（

潜
在
的
な
も
の
は
、
潜
在
的
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
或
る
十
全
な
実
在
性
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
潜
在
的
な
も
の
に
つ

い
て
、
ま
さ
に
プ
ル
ー
ス
ト
が
共
鳴
の
諸
状
態
に
つ
い
て
述
定
し
て
い
た
の
と
同
じ
こ
と
を
述
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

「
実
在
的
で
は
あ
る
が
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
で
は
な
く
、
観
念
的
で
は
あ
る
が
抽
象
的
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
象
徴
的
で
は
あ
る

が
虚
構
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
」（『
差
異
と
反
復
』（
下
）
一
一
一
頁
）。

 
 

引
用
元
は
、『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
最
終
巻
『
見
出
さ
れ
た
時
』
の
中
盤
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
プ
ル
ー
ス
ト
は
、（「
意
志

的
記
憶
」
と
対
置
す
る
か
た
ち
で
）「
時
間
の
秩
序
か
ら
解
放
さ
れ
た
あ
る
瞬
間
」
に
「
真
の
自
我
」
が
「
目
ざ
め
、
生
気
を
お
び

〔s'éveille, s'anim
e

〕」
る
さ
ま
を
考
察
し
て
い
る

─
「
意
志
で
も
っ
て
築
き
あ
げ
ら
れ
る
未
来
と
は
、
意
志
が
、
現
在
と
過
去
と
の
断

片
か
ら
築
き
あ
げ
ら
れ
る
未
来
で
、
お
ま
け
に
意
志
は
、
そ
ん
な
場
合
、
現
在
と
過
去
と
の
な
か
か
ら
、
自
分
で
き
め
て
か
か
っ
た
実
用
的

な
目
的
、
人
間
の
偏
狭
な
目
的
に
か
な
う
も
の
だ
け
し
か
保
存
し
な
い
で
、
現
在
と
過
去
と
の
な
か
の
現
実
性
を
骨
ぬ
き
に
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
す
で
に
き
い
た
り
、
か
つ
て
呼
吸
し
た
り
し
た
、
あ
る
音
、
あ
る
匂
が
、
現
在
と
過
去
と
の
同
時
の
な
か
で
、
す
な

わ
ち
現
時
で
は
な
く
て
現
実
的
で
あ
り
〔réels sans être actuels

〕、
抽
象
的
で
は
な
く
て
観
念
的
で
あ
る
二
者
の
同
時
の
な
か
で
、
ふ

た
た
び
き
か
れ
、
ふ
た
た
び
呼
吸
さ
れ
る
と
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
、
事
物
の
不
変
な
エ
ッ
セ
ン
ス
、
ふ
だ
ん
は
か
く
さ
れ
て
い
る
エ
ッ
セ
ン

ス
が
、
お
の
ず
か
ら
放
出
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
真
の
自
我
が

─
と
き
に
は
長
ら
く
死
ん
で
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
す
っ

か
り
死
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
真
の
自
我
が

─
も
た
ら
さ
れ
た
天
上
の
糧
を
受
け
て
、
目
ざ
め
、
生
気
を
お
び
て
く
る
の
だ
。
時

間
の
秩
序
か
ら
解
放
さ
れ
た
あ
る
瞬
間
が
、
時
間
の
秩
序
か
ら
解
放
さ
れ
た
人
間
を
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に
再
創
造
し
て
、
そ
の
瞬
間
を
感
じ

う
る
よ
う
に
し
た
の
だ
。
そ
れ
で
、
こ
の
人
間
は
、
マ
ド
レ
ー
ヌ
の
単
な
る
味
に
あ
の
よ
う
な
よ
ろ
こ
び
の
理
由
が
論
理
的
に
ふ
く
ま
れ
て

い
る
と
は
思
わ
れ
な
く
て
も
、
自
分
の
よ
ろ
こ
び
に
確
信
を
も
つ
〔confiant

〕、
と
い
う
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
に
う
な
ず
か
れ
る
し
、「
死
」

と
い
う
言
葉
は
こ
の
人
間
に
意
味
を
な
さ
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
う
な
ず
か
れ
る
。
時
間
の
外
に
存
在
す
る
人
間
だ
か
ら
、
未
來
に
つ
い
て

何
を
お
そ
れ
る
こ
と
が
あ
り
え
よ
う
？
」（『
プ
ル
ー
ス
ト
全
集　

一
〇
』
二
七
〇
頁
）。

 
 

な
お
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
翻
訳
者
で
も
あ
っ
た
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
論
文
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー

フ
に
つ
い
て
」（『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

一
』
所
収
）
の
冒
頭
で
、「〈
真
の
〉
経
験
を
獲
得
し
よ
う
す
る
一
連
の
試
み
」
の
な
か

で
も
「
ひ
と
き
わ
高
く
そ
び
え
て
い
る
記
念
碑
的
業
績
」
と
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
物
質
と
記
憶
』
を
挙
げ
、
そ
の
「
経
験
の
理
論
を
実
地

に
検
証
し
た
」
文
学
者
と
し
て
プ
ル
ー
ス
ト
を
召
喚
し
て
い
る
。
こ
こ
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
純
粋
記
憶
〔m

ém
oire 
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pure

〕」
と
プ
ル
ー
ス
ト
の
「
無
意
志
的
記
憶
〔m

ém
oire involontaire

〕」
と
を
等
号
で
結
ん
で
い
る
こ
と
は
、
本
試
論
に
貴
重
な
補
助

線
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1（
） 

「
定
立
の
侵
犯
〔transgressions

〕
は
い
ず
れ
も
、
意
味
作
用
を
維
持
す
る
限
り
ど
う
し
て
も
維
持
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
真
／
偽
の

境
界
を
踏
み
越
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
境
界
は
、
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
の
な
か
へ
の
ル
・
セ
ミ
オ
テ
ィ
ッ
ク
の
流
入

〔affl
ux

〕
に
よ
っ
て
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
ほ
ど
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
の
だ
」「〔
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
よ
る
〕
切
断
の
あ
と
に
〔
を
も
と
に

し
て
〕
再
帰
的
に
産
出
さ
れ
る
ル
・
セ
ミ
オ
テ
ィ
ッ
ク
は
、
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
お
け
る
欲
動
の
機
能
性
の
「
第
二
の
」
回
帰
と
し
て
、

シ
ン
ボ
ル
秩
序
に
導
入
さ
れ
る
否
定
性
と
し
て
、
シ
ン
ボ
ル
秩
序
の
侵
犯
〔transgression

〕
と
し
て
、
表
象
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
侵
犯
は
、
定
立
相
〔
成
立
〕
の
あ
と
か
ら
否
定
性
を
産
出
す
る
（
不
法
）
侵
入
〔effraction

〕
と
し
て
現
れ
る
」（『
詩
的
言
語
の
革

命
』
五
四
、
六
七
頁
、
翻
訳
は
適
宜
変
更
し
た
）。「
こ
の
多
ロ
ゴ
ス
的
《
私
》〔ce «je» polylogique

〕
は
あ
る
先
行
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

〔avant

〕、

つ
ま
り
、
論
理
に
先
行
す
る
も
の
、
言
語
に
先
行
す
る
も
の
、
存
在
に
先
行
す
る
も
の
に
つ
い
て
語
る
か
ら
で
あ
る
。
無
意
識
で
す
ら
な
い

ひ
と
つ
の
先
行
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

、
ま
っ
た
く
《
無
意
識
に
先
行
す
る
》
ひ
と
つ
の
《
先
行
す
る
も
の
》

─
そ
れ
は
衝
撃

0

0

で
あ
り
、
噴
出
で
あ
り
、

死
で
あ
る
。
衝
突
、
そ
し
て

─
音
の
停
滞
、
次
い
で

─
《
表
象
》、《
他
者
》、《
言ラ

ン
グ語

》、《
私
》、《
言

パ
ロ
ー
ル

》・
・
・
の
異
質
性

0

0

0

〔hétérogénéité

〕、
そ
れ
か
ら

─
衝
撃
・
噴
出
・
死
の
突
入

0

0

〔irruption

〕」（『
ポ
リ
ロ
ー
グ
』
一
七
六
～
七
頁
、
翻
訳
は
適
宜
変
更
し

た
）。

（
1（
） 

こ
の
〈
読
み
〉
の
技
法
を
定
式
化
し
た

─
ス
ピ
ノ
ザ
＝
マ
ル
ク
ス
に
淵
源
す
る
〈
読
み
〉
の
技
法
に
ラ
カ
ン
の
用
語
を
当
て
は
め
た

─
の
が
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
学
派
に
よ
る
「
徴
候
的
読
解
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
同
様
に
「
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
存
在
」
が
前
提
と
さ

れ
て
お
り
、
顕
在
的
テ
ク
ス
ト
と
は
「
別
の
テ
ク
ス
ト
」
が
「
必
然
的
不
在
〔une absence nécessaire

〕
の
か
た
ち
で
現
前
し
て
お
り
、

し
か
し
徴
候
の
資
格
で
、
最
初
の
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
そ
れ
自
身
に
は
見
え
な
い
も
の

0

0

0

0

0

0

と
し
て
生
産
さ
れ
た
不
在
の
形
で
現
前
し
て
い
る
」

（『
資
本
論
を
読
む　

上
』
四
九
～
五
〇
頁
）
と
さ
れ
る
。
本
邦
で
も
ほ
ぼ
同
時
期（
一
九
六
九
年
）
に
、
廣
松
渉
が
「
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
の
本

源
的
な
二
肢
的
構
造
」
と
し
て
同
様
の
認
識
に
到
達
し
て
い
る

─
「
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
は
、
即
自
的
に
、
そイ

ン
マ
ー
・
シ
ョ
ー
ン

の
都
度
す
で
に
、
単
な
る
『
感

性
的
』
所
与
以
上
の
或
る
も
の
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

現
れ
る
。（
中
略
）
こ
の
イ
デ
ア
ー
ル
なetw

as

と
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
に
お
け
る
『
所
与
』
と
は
、
空

間
的
に
離
れ
離
れ
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、『
所
与
』
がetw

as A
nderes

と
し
て

0

0

0

意
識
さ
れ
る
場
合
に
、

─
す
な
わ
ち
、
後
者
が

前
者
と
し
て
現
れ
る
場
合

─
イ
デ
ア
ー
ル
なetw

as

が
、
レ
ア
ー
ル
な
『
所
与
』
に
お
い
て

0

0

0

い
わ
ば
肉
化inkarnieren

し
て
現
れ
る
」
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（「
世
界
の
共
同
主
観
的
存
在
構
造
」
三
八
、
四
三
頁
）。

 
 

こ
れ
が
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
が
ソ
シ
ュ
ー
ル
＝
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
か
ら
援
用
す
る
「
パ
ラ
グ
ラ
ム
〔paragram

〕」
の
構
造
と
相
同
的
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
も
は
や
贅
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
、「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
の
理
論
的
展
開
の
一
翼
を
担
っ
た
ミ
カ
エ

ル
・
リ
フ
ァ
テ
ー
ル
が
（
同
じ
く
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
ア
ナ
グ
ラ
ム
研
究
ノ
ー
ト
に
現
れ
る
用
語
か
ら
）
展
開
し
た
概
念
で
あ
る
「
ハ
イ
ポ
グ
ラ

ム
〔hypogram

〕」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
若
干
注
釈
し
て
お
く
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。
リ
フ
ァ
テ
ー
ル
自
身
は
、「
パ
ラ
グ
ラ
ム
よ
り

も
ハ
イ
ポ
グ
ラ
ム
の
方
が
用
語
と
し
て
適
当
」
で
あ
る
と
し
て
差
異
を
強
調
し
て
い
る
が
（『
詩
の
記
号
論
』
二
二
七
頁
、
注（
1（
））、
リ

フ
ァ
テ
ー
ル
に
と
っ
て
は
個
別
テ
ク
ス
ト
解
釈
の
用
に
供
す
る
操
作
概
念
で
あ
っ
た
「
ハ
イ
ポ
グ
ラ
ム
」
を
理
論
的
に
深
化
さ
せ
よ
う
と
試

み
た
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
パ
ラ
グ
ラ
ム
は
間
テ
ク
ス
ト
を
通
し
て
起
こ
る
ハ
イ
ポ
グ
ラ
ム
の
置
き
換
え
の
過
程
の
こ
と

の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
テ
ク
ス
ト
は
ま
さ
に
こ
の
置
き
換
え
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ハ
イ
ポ
グ
ラ
ム
と
パ
ラ
グ
ラ
ム

の
区
別
は
決
定
的
な
問
題
で
は
な
い
と
も
言
え
る
」（『
理
論
へ
の
抵
抗
』
一
一
四
頁
、
注（
11
））
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
な
お
、
ド
・
マ
ン

自
身
が
こ
の
理
論
を
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
読
解
に
応
用
し
た
の
が
、“A

nthropom
orphism

 and T
rope in Lyric” 

で
あ
る
）。
し
か
し
、
本

試
論
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
の
は
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
自
身
に
よ
る
（
個
別
の
用
語
法
を
離
れ
た
）
リ
フ
ァ
テ
ー
ル
と
の
本
質
的
な
差
異
に
か

ん
す
る
以
下
の
証
言
で
あ
ろ
う

─
「
わ
た
し
は
、
ミ
カ
エ
ル
・
リ
フ
ァ
テ
ー
ル
と
は
違
っ
て
、
記
号
的
な
る
も
の
〔the sem

iotic

〕
を
、

あ
ら
ゆ
る
措
定
や
前
提
に
先
立
つ
〈
欲
動
〔drive

〕〉
の
無
意
識
的
レ
ベ
ル
に
位
置
づ
け
る
が
、
か
れ
は
と
い
う
と
、
意
図
〔
志
向
〕
的
な

〈
迂
回
〉
や
そ
れ
自
身
の
鍵
を
含
む
〈
な
ぞ
な
ぞ
〉
の
連
鎖
の
う
ち
に
そ
れ
を
埋
め
こ
も
う
と
す
る
。
か
れ
は
〈
間
テ
ク
ス
ト
性
〉
を
テ
ク

ス
ト
に
登
記
さ
れ
た
主
体
の
意
図
〔
志
向
〕
的
レ
ベ
ル
に
位
置
づ
け
た
が
、
わ
た
し
は
と
い
え
ば
、
志
向
性
や
真
正
性
が
自
発
的
に
放
棄
さ

れ
る
結
果
主
体
が
意
味
の
部
分
的
喪
失
を
被
る
よ
う
な
場
と
し
て
の
「
記
号
論
的
コ
ー
ラ
」
を
開
陳
す
る
方
へ
と
傾
い
て
い
っ
た
の
だ
っ

た
」（“N

ous D
eux”

九
頁
、
拙
訳
）。
お
な
じ
く
「
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
存
在
〔
本
源
的
な
二
肢
的
構
造
〕」
を
み
て
い
る
リ
フ
ァ
テ
ー
ル

と
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
で
あ
る
が
、
前
者
が
あ
く
ま
で
テ
ク
ス
ト
の
〈
秘
密
を
暴
く
鍵
〉
と
し
て
「
別
の
テ
ク
ス
ト
」
の
存
在
を
静
的
／
静
寂
主

義
的
に
捉
え
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
後
者
は
あ
く
ま
で
も
動
的
／
革
命
論
的
に
「
欲
動
」
の
次
元

─
〈
生
〉
の
次
元

─
に
定
位
す
る
。

こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、
リ
フ
ァ
テ
ー
ル
的
「
詩
の
記
号
論
」
と
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
的
「
詩
的
言
語
の
革
命
」
と
を
隔
絶
す
る
「
存
在
論
的
飛
躍
」

で
あ
る
。

（
1（
） 

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ロ
ッ
ジ
『
小
さ
な
世
界

─
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ロ
マ
ン
ス
』
の
一
場
面
。



“Immature poets imitate; mature poets steal”（三原）

（（1

（
1（
） 

ベ
ル
ク
ソ
ン
『
思
想
と
動
く
も
の
』「
緒
論
・
第
一
部
」
に
お
け
る
以
下
の
記
述
が
、
バ
イ
ヤ
ー
ル
の
着
想
と
著
し
く
似
通
っ
て
い
る
こ

と
は
、
も
ち
ろ
ん
偶
然
で
は
な
い

─
「
わ
れ
わ
れ
が
今
日
、
十
九
世
紀
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム
を
す
で
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
作
家
の
う
ち
に
あ
っ

た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
と
こ
ろ
に
結
び
つ
け
る
の
は
一
向
に
差
し
つ
か
え
が
な
い
が
、
ク
ラ
シ
シ
ス
ム
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
面
が
取
り
出

さ
れ
た
の
は
、
い
っ
た
ん
現
わ
れ
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム
の
逆
行
的
効
果
〔l’effet rétroactif

〕
に
よ
る
の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
、
シ
ャ
ト
ー
ブ

リ
ア
ン
、
ヴ
ィ
ニ
ー
、
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
ユ
ゴ
ー
の
よ
う
な
人
が
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
昔
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
作
家
の
う
ち
に
ロ
マ
ン
テ
ィ

ス
ム
の
作
風
が
認
め
ら
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
う
い
う
も
の
は
実
際
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
と
い
う
の
は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
作
家
の
ロ

マ
ン
テ
ィ
ス
ム
が
事
象
化
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
人
の
作
品
の
な
か
か
ら
あ
る
面
を
切
り
ぬ
く
こ
と
〔découpage

〕
に
よ
る
の
で
、
そ

の
切
り
ぬ
き
の
独
特
な
形
が
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム
の
出
現
以
前
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
文
学
に
実
在
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
通
り
す
ぎ
る
雲
の
な

か
に
芸
術
家
が
そ
の
空
想
力
を
恣
に
し
て
形
の
定
ま
ら
な
い
塊
を
整
え
な
が
ら
認
め
る
面
白
い
デ
ッ
サ
ン
が
、
雲
の
な
か
に
実
在
し
な
い
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
雲
に
対
す
る
芸
術
家
の
デ
ッ
サ
ン
の
よ
う
に
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム
は
ク
ラ
シ
シ
ス
ム
に
対
し
て
逆
行
的
に
は
た
ら

き
か
け
た
。
そ
れ
は
逆
行
的
に
自
分
自
身
の
形
状
を
過
去
の
う
ち
に
創
造
し
、
先
行
者
た
ち
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
説
明
し
た
の
で
あ
る
」

（
三
〇
～
三
一
頁
）。

（
1（
） 

「
書
く
こ
と
─
読
む
こ
と
、
パ
ラ
グ
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
、
攻
撃
を
、
全
体
的
参
加
を
め
ざ
す
渇
望
で
あ
ろ
う
（「
剽
窃
は

必
要
だ
」

─
ロ
ー
ト
レ
ア
モ
ン
）」（「
パ
ラ
グ
ラ
ム
の
記
号
学
の
た
め
に
」『
セ
メ
イ
オ
チ
ケ　

一
』
一
一
八
頁
）。

（
20
） 

坂
部
恵
「『
ふ
れ
る
』
こ
と
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
」
の
以
下
の
記
述
を
参
照

─
「
ふ
れ
る
と
い
う
も
っ
と
も
根
源
的
な
経
験
に
お
い
て
、

わ
れ
わ
れ
は
、
自
─
他
、
内
─
外
、
能
動
─
受
動
と
い
っ
た
区
別
を
超
え
た
い
わ
ば
相
互
浸
透
的
な
場
に
立
ち
会
う
。
た
と
え
ば
『
人
目
に

ふ
れ
る
』
と
い
う
よ
う
な
表
現
に
お
い
て
、
能
動
─
受
動
、
主
体
─
客
体
の
別
は
い
ま
だ
さ
だ
か
で
な
い
。
あ
る
い
は
お
望
み
な
ら
ば
両
義

的
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
そ
こ
で
そ
れ
ら
の
自
─
他
、
内
─
外
、
能
動
─
受
動
を
は
じ
め
と
す
る

諸
々
の
差
異
が
そ
こ
か
ら
し
て
発
生
し
て
く
る
、
な
い
し
は
そ
れ
ま
で
の
差
異
化
の
網
の
目
の
布
置
が
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ッ
ク
な
編
成
変
え

を
受
け
て
あ
ら
た
め
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
そ
の
点
、
な
い
し
は
宇
宙
の
力
動
性
の
一
つ
の
切
り
口
と
ふ
れ
合
う
の
で
あ
る
」（
二
五
五
～

二
五
六
頁
）─
「
ふ
れ
る
こ
と
は
、
し
た
が
っ
て
ふ
れ
る
も
の
と
ふ
れ
ら
れ
る
も
の
の
、
前
も
っ
て
の
一
方
的
分
離
を
前
提
と
す
る
も
の

で
は
な
く
、
何
ら
か
の
程
度
に
お
い
て
自
─
他
の
区
別
、
内
─
外
、
能
動
─
受
動
の
区
別
を
含
め
て
、
こ
れ
ま
で
の
差
異
化
弁
別
の
体
系
の

構
造
安
定
的
な
布
置
を
あ
ら
た
め
て
無
に
帰
し
、
根
底
か
ら
揺
り
動
か
す
相
互
嵌
入
の
契
機
を
本
質
的
に
伴
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
い
い
か
え
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（（2

れ
ば
何
ら
か
の
程
度
に
お
い
て
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ッ
ク
な
経
験
で
あ
る
」（
二
七
〇
頁
）。

 
 

こ
の
、
こ
と
ば
の
真
の
意
味
に
お
い
て
「
エ
ッ
セ
イ
」
的
な
坂
部
の
「
ノ
ー
ト
」
の
末
尾
近
く
に
お
い
て
示
唆
さ
れ
る
〈
詩

ポ
エ
ジ
ー〉、

い
な
ポ

イ
エ
ー
シ
ス
一
般
に
か
ん
す
る
直
観
に
、
本
試
論
の
筆
者
も
深
く
同
意
す
る
も
の
で
あ
る

─
「
こ
こ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
聖
語
、
憑
依
状
態

に
あ
る
巫
女
や
神
官
の
お
告
げ
の
こ
と
ば
（
聖
書
に
い
う
「
異
言
」）
な
ど
の
出
番
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
れ
ほ
ど
極
限
的
な
場
合
を
取
り

上
げ
ず
と
も
、
一
般
に
い
っ
て
、
真
の
創
造
（
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
）
の
根
底
に
は
、
詩

ポ
エ
ジ
ーと

い
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
的
体
験
の
原
基
と
な
る

ふ
れ
る
と
い
う
経
験
が
あ
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
真
の
創
造
（
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
）
と
ふ
れ
る
と
い
う
経
験
は
、
一

つ
の
同
じ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（
二
七
四
頁
）。

 
 

こ
こ
で
坂
部
が
「
あ
ら
ゆ
る
芸
術
的
体
験
の
原
基
と
な
る
〈
ふ
れ
る
〉
と
い
う
経
験
」
と
い
う
時
、
そ
れ
が
「
中
動
態
」
的
な
経
験
を
指

し
て
い
る
こ
と
は
、
お
の
ず
と
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
元
来
「
言
語
の
範
疇
」
に
属
す
る
「
中
動
態
」
を
「
思
考
の
範
疇
」
へ
と
拡
張
し
つ
つ

─
さ
ら
に
「
存
在
論
の
範
疇
」
を
も
窺
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

─
芸
術
制
作
の
現
場
に
し
っ
か
り
と
軸
足
を
置
き
な
が
ら
包
括
的
か
つ

洞
察
に
満
ち
た
議
論
を
展
開
し
た
画
期
的
研
究
に
森
田
亜
紀
『
芸
術
の
中
動
態
』
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
ロ
ラ

ン
・
バ
ル
ト
は
「
書
く
〔écrire
〕」
と
い
う
動
詞
を
「
中
動
態
」
と
剔
抉
し
て
い
る
（『
言
語
の
ざ
わ
め
き
』
所
収
「
書
く

0

0

は
自
動
詞
か
？
」）。

「
読
む
」
も
ま
た
、
も
っ
と
も
根
源
的
な
意
味
に
お
い
て
「
中
動
態
」
で
あ
る
と
本
試
論
の
筆
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
が

─
バ
ル
ト
が
読

者
を
「
恋
愛
主
体
と
神
秘
主
義
的
な
主
体
」
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
こ
と
は
（
同
書
所
収
「
読
書
に
つ
い
て
」）
ゆ
く
り
な
く
も
こ
の
見
解
を

支
持
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

─
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
書
く
こ
と
─
読
む
こ
と
」（
前
注
の
引
用
参
照
）
と
は
、
畢
竟
、
テ
ク
ス
ト

に
〈
ふ
れ
／
ふ
れ
ら
れ
る
〉
と
い
う
ひ
と
つ
の
「
中
動
態
」
的
な
経
験

─
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
魔
術
的
〔m

agisch

〕」
と
呼
ぶ
直
接
性
の

経
験
（
細
見
和
之
を
参
照
）─
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
本
試
論
が
構
想
す
る
「
生
態
学
的
文
学
理
論
」
が
「（
間
）
テ
ク
ス
ト
性
」
理

論
の
再
考
を
通
じ
て
接
近
を
試
み
て
い
る
（
対
象
＝
客
体
た
ら
ざ
る
）
対
象
は
、「
恋
愛
主
体
と
神
秘
主
義
的
な
主
体
」
が
立
ち
上
が
る
〔se 

lever

〕「
中
動
態
」
的
な
場
で
あ
る
と
こ
ろ
の
（
神
秘
的
）〈
生
〉
と
不
二
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
21
） T

im
es Literary Supplem

ent, （（（ (2（ M
ay 1（20)

お
よ
び A

thenaeum
, （（02 (11 June 1（20)

に
発
表
さ
れ
た
、
一
冊
の
研
究
書

（A
. H

. Cruickshank, Phillip M
assinger (1（20)

）
に
た
い
す
る
二
本
の
書
評
（
前
者
は
匿
名
）
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
て
、
処
女
評
論
集 

T
he Sacred W

ood: E
ssays on Poetry and Criticism

 (1（20)

に
収
録
さ
れ
た
も
の
。
引
用
箇
所
は
、T

LS

書
評
の
部
分
よ
り
。

（
22
） 

実
際
、
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
的
な
発
想
は
、
エ
マ
ソ
ン
の
『
代
表
的
＝
代
理
表
象
的
人
間
〔R

epresentative M
en

〕』
を



“Immature poets imitate; mature poets steal”（三原）

（（（

貫
く
経
糸
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
第
一
論
文
「
プ
ラ
ト
ン

─
ま
た
は
、
哲
学
者
」
の
冒
頭
近
く
の
以
下
の
く
だ
り
を
参
照

─
「
本
当
の

独
創
家
だ
け
が
、
他
人
か
ら
借
り
る
〔borrow

〕
術
を
心
得
て
い
る
の
だ
。（
中
略
）
ど
ん
な
書
物
も
し
ょ
せ
ん
は
引
用
に
す
ぎ
ず
、
ど
の

よ
う
な
家
も
、
あ
ら
ゆ
る
森
と
鉱
山
と
石
切
場
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
人
間
も
、
彼
の
あ
ら
ゆ
る
先
祖
た
ち
か
ら
の
引
用
に
す

ぎ
ぬ
。
こ
う
し
て
こ
の
貪
欲
な
独
創
家
は
あ
ら
ゆ
る
民
族
に
助
力
を
し
い
る
の
で
あ
る
」（『
代
表
的
人
間
像
』
六
～
七
頁
）。

（
2（
） 
前
掲
注（
21
）に
示
し
た
と
お
り
、
こ
の
書
評
論
文
は
エ
リ
オ
ッ
ト
の
処
女
評
論
集
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
エ
リ
オ
ッ

ト
本
人
が
編
集
し
て
世
界
中
で
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
た Selected E

ssays (1（（2)

に
再
録
さ
れ
、
さ
ら
に
は
、
エ
リ
オ
ッ
ト
没
後
に
フ

ラ
ン
ク
・
カ
ー
モ
ウ
ド
が
編
集
し
た Selected Prose of T

. S. E
liot (1（（（)

に
も（
一
部
省
略
の
う
え
）
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し

て
、
決
し
て
「
マ
イ
ナ
ー
な
書
評
に
す
ぎ
な
い
」
と
断
ず
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
、「
玄
人
好
み
」
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

（
2（
） 

エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
自
分
の
批
評
活
動
を
振
り
返
る
最
晩
年
の
講
演
「
批
評
家
を
批
評
す
る
」
に
お
い
て
、「
金
銭
的
な
必
要
に
か
ら
れ
て

書
い
て
い
た
」
と
い
う
こ
れ
ら
初
期
の
書
評
・
論
文
の
目
的
は
「
わ
た
し
自
身
や
わ
た
し
の
友
人
た
ち
が
書
い
て
い
た
種
類
の
詩
を
擁
護
す

る
」
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
断
言
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
批
評
活
動
を
、「
一
般
化
の
エ
ッ
セ
イ
」
と
「
個
別
作
家
の
評
価
」
と
に
分

類
し
、
後
者
の
方
こ
そ
が
未
来
の
読
者
に
と
っ
て
な
に
か
し
ら
の
価
値
を
有
し
続
け
る
だ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
る
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
現
実

の
文
学
批
評
史
に
お
い
て
は
、
エ
リ
オ
ッ
ト
の
希
望
的
観
測
と
は
正
反
対
の
こ
と
が
起
こ
り
、「
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
マ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
」
の
よ

う
な
後
者
の
多
く
は
忘
れ
去
ら
れ
る
一
方
で
、
前
者
の
エ
ッ
セ
イ
群
（
そ
の
代
表
格
が
「
伝
統
と
個
人
の
才
能
」）
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
内

で
の
「
文
学
理
論
」
の
制
度
化
と
い
う
、
お
よ
そ
〈
エ
リ
オ
ッ
ト
的
〉
で
は
あ
り
え
な
い
運
動
に
お
い
て
、
そ
の
重
要
な
礎
石
と
な
る
「
理

論
」
の
数
々
を
提
供
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
2（
） 

エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
ま
る
で
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
理
論
を
「
前
も
っ
て
剽
窃
」
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ

─
「
模
倣

〔im
itation

〕
は
、
模
倣
さ
れ
る
も
の
（
反
復
さ
れ
る
も
の
）
を
額
面
ど
お
り
に
受
け
取
り
、
そ
れ
を
自
分
の
も
の
に
し
、
相
対
化
す
る
こ

と
な
く
専
有
す
る
の
で
あ
る
。
対
立
す
る
も
の
を
同
時
に
含
む
言
葉
〔m

ots am
bivalents

〕
の
こ
の
〔
第
一
の
〕
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
特
徴
は
、

作
者
が
他
者
の
言
葉
を
活
用
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
思
想
を
自
分
の
目
的
の
た
め
に
損
な
う
こ
と
が
な
い
と
い
う
点
に
あ

る
。
作
者
は
自
分
の
方
向
に
従
う
の
で
あ
る
が
、
方
向
は
相
対
化
さ
れ
て
い
る
。
対
立
す
る
も
の
を
同
時
に
含
む
言
葉
の
第
二
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
は
、
そ
の
見
本
と
し
て
パ
ロ
デ
ィ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
作
者
は
、
他
者
の
言
葉
に
対

立
す
る
意
味
を
導
入
す
る
の
で
あ
る
。
隠
れ
た
内
面
の
論
争
を
見
本
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
の
で
き
る
、
対
立
す
る
も
の
を
同
時
に
含
む
言
葉
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（（（

の
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
特
徴
は
、
他
者
の
言
葉
が
作
者
の
言
葉
に
積
極
的
な
（
す
な
わ
ち
変
更
を
及
ぼ
す

〔m
odifiante

〕）
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。「
語
っ
て
い
る
」
の
は
作
者
で
あ
る
が
、
外
か
ら
く
る
言
説
〔discours 

étranger

〕
が
こ
の
語
る
こ
と
ば
に
つ
ね
に
現
存
し
て
、
そ
れ
を
変
形
〔déform

e

〕
し
て
い
る
」（『
セ
メ
イ
オ
チ
ケ　

一
』
七
四
～
五
頁
）。

（
2（
） 
単
行
本
に
再
録
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
長
年
忘
却
の
淵
に
あ
っ
た
こ
の
文
章
も
、
二
〇
一
四
年
に
刊
行
が
始
ま
っ
たT

he Com
plete 

Prose of T
. S. E

liot: T
he Critical E

dition

第
二
巻
に
収
録
さ
れ
、
つ
い
に
日
の
目
を
見
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
2（
） 

こ
の “secret know

ledge” 

は
も
と
よ
り
、
次
の
引
用
に
あ
る “friendship” “introduction to the society” “its origins and its 

endings” 
と
い
っ
た
表
現
は
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
・
思
想
界
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
神
智
学
協
会
（the T

heosophical 
Society

）─
創
始
者
ブ
ラ
ヴ
ァ
ツ
キ
ー
夫
人
の
主
著
の
英
語
タ
イ
ト
ル
はT

he Secret D
octrine

で
あ
る

─
を
、
少
な
く
と
も
レ
ト

リ
ッ
ク
の
レ
ベ
ル
で
は
、
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
エ
リ
オ
ッ
ト
が
『
荒
地
』
の
種
本
と
し
たJesse W

eston, From
 R

itual to 
R

om
ance

が
隠
れ
も
な
き
神
智
学
思
想
の
書
で
あ
る
こ
と
や
、
エ
リ
オ
ッ
ト
の
周
囲
に
は A

. R. O
rage 

と
い
っ
た
重
要
な
神
智
学
徒
が

少
な
か
ら
ず
い
た
こ
と
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
れ
ら
の
表
現
が
（
た
と
え
そ
の
意
図
が
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
ろ
う
と
も
）
神
智
学
思
想
圏

か
ら
の
「
借
用
」
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
実
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、「
伝
統
（T

radition

）」
と
い
う
鍵
語
そ
の
も

の
に
神
智
学
の
影
を
見
る
こ
と
す
ら
、
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
2（
） 

先
行
テ
ク
ス
ト
と
の
（
同
）
性
愛
的
関
係
と
い
う
点
で
は
な
は
だ
興
味
深
い
比
較
対
象
と
し
て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
発
言
を
紹
介
し
て
お
こ

う
。「
哲
学
史
に
よ
っ
て
虐
殺
さ
れ
た
に
ひ
と
し
い
最
後
の
世
代
」
に
属
す
る
と
自
己
規
定
す
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
先
行
テ
ク
ス
ト
と
の
関

係
を
「
お
か
ま
を
掘
る
〔enculage

〕」
と
表
現
し
て
い
る

─
「
私
が
当
時
の
状
況
を
切
り
抜
け
る
に
あ
た
っ
て
、
哲
学
史
と
は
『
お
か

ま
を
掘
る
』
よ
う
な
も
の
だ
、
と
い
う
か
、
こ
れ
も
結
局
は
同
じ
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
処
女
懐
胎
の
よ
う
な
も
の
だ
、
と
考
え
て
い
た

と
い
う
こ
と
だ
。
私
は
哲
学
者
に
背
後
か
ら
近
づ
い
て
、
子
供
を
こ
し
ら
え
て
や
る
。
そ
の
子
供
は
た
し
か
に
哲
学
者
の
子
供
に
は
ち
が
い

な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
加
え
て
ど
こ
か
し
ら
怪
物
的
な
面
を
も
っ
て
い
る
。
と
ま
あ
、
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
み
た
わ
け
だ
。
子
供
が
た

し
か
に
当
該
の
哲
学
者
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
と
て
も
重
要
だ
。
私
が
語
ら
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
を
、
そ
の
哲
学
者
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
、

そ
の
と
お
り
に
語
っ
て
く
れ
な
け
れ
ば
困
る
か
ら
ね
。
し
か
し
、
子
供
に
怪
物
じ
み
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
や
は
り
ど
う
し
て

も
必
要
だ
っ
た
。
そ
れ
は
何
も
か
も
中
心
か
ら
ず
ら
し
、
横
す
べ
り
さ
せ
、
す
べ
て
を
破
壊
し
、
ひ
そ
か
に
何
か
を
放
出
す
る
必
要
が
あ
っ

た
か
ら
で
、
私
に
は
そ
ん
な
こ
と
が
楽
し
く
て
し
か
た
な
か
っ
た
わ
け
だ
」（『
記
号
と
事
件
』
一
七
～
八
頁
）。
い
ず
れ
も
、
旧
来
の
「
伝



“Immature poets imitate; mature poets steal”（三原）

（（（

統
」
が
保
持
す
る
系
譜
学
＝
家
系
図
か
ら
離
脱
す
る
た
め
の
単
性
生
殖
幻
想
で
あ
る
が
、
一
方
は
「
死
ん
だ
男
」
に
身
を
開
き
犯
さ
れ
る
こ

と
を
欲
望
し
、
他
方
は
背
後
か
ら
「
お
か
ま
を
掘
る
」
機
会
を
う
か
が
っ
て
い
る
。
前
者
が
そ
う
や
っ
て
生
ま
れ
た
子
（
創
作
）
を
「
全

体
」
の
秩
序
に
有
機
的
〔organic

〕
に
統
合
す
る
た
め
に
「
理
論
」
を
導
入
す
る
の
に
た
い
し
、
後
者
は
奇エ

ク

セ

ン

ト

リ

ッ

ク

矯
な
＝
脱
中
心
的
な
「
怪
物
」

を
野
放
し
に
し
て
浮
か
れ
騒
ぐ
〔orgiastic

〕
こ
と
に
「
哲
学
」
の
力
能
を
感
知
す
る
。
こ
こ
で
両
者
の
政
治
的
志
向
の
違
い
を
指
摘
す
る

こ
と
は
た
や
す
い
が
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、〈
テ
ク
ス
ト
〉
を
め
ぐ
る
存
在
論
的
〈
信
〉〔foi

〕
に
か
ん
す
る
本
性
上
の
差
異
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

─
す
な
わ
ち
、〈
実
在
〉
の
根
拠
を
、
現
存
す
る
（
フ
ェ
ノ
＝
）
テ
ク
ス
ト
の
集
合
が
そ
の
つ
ど

構
成
す
る
で
あ
ろ
う
「
全
体
」
の
秩
序
（
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
＝
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
）
に
置
く
か
、
潜
在
的
（
ジ
ェ
ノ
＝
）
テ
ク
ス
ト
と
い
う

「
無
限
の
濃
度
＝
潜
勢
力
〔puissance

〕」（
デ
ュ
ナ
ミ
ス
）
に
置
く
か
に
よ
っ
て
、「
真
に
新
し
い
」
創
造
が
な
さ
れ
る
際
に
、
そ
れ
を
「
伝

統
」（
と
い
う
テ
ク
ス
ト
）
が
生
産
的
に
発
展
す
る
た
め
の
過
渡
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
見
る
か
、
テ
ク
ス
ト
生
産
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
の
範
例

的
表
出
と
見
る
か
の
、
本
性
上
の
差
異
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
両
者
に
よ
る
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
評
価
の
違
い
と

い
っ
た
場
面
に
も
表
れ
る
差
異
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
2（
） 

ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
は
、
最
晩
年
の “A

nthropom
orphism

 and T
rope in Lyric” 

に
お
け
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
「
万
物
照
応
」

の
卓
抜
な
読
解
に
お
い
て
、m
eta-phorein

を
語
源
的
にtrans-port

と
結
び
つ
け
、
さ
ら
に
後
者
が
パ
リ
の
地
下
鉄
で
は
「
乗
り
換
え
」

を
意
味
す
る
こ
と
と
戯
れ
て
み
せ
た
。

（
（0
） 

マ
ル
ク
ス
主
義
批
評
家
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
、『
弁
証
法
的
批
評
の
冒
険
』
に
お
い
て
、
エ
リ
オ
ッ
ト
伝
統
論
の
同
箇
所

を
引
用
し
た
う
え
で
、「
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
完
全
に
弁
証
法
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
概
念
の
弁
証
法
的
性
格
は
、
そ
れ
と
は

は
っ
き
り
名
指
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
新
た
な
、
い
っ
そ
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
事
物
の
見
方
と
し
て
、
読
者
に
巧
み
に
伝

え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
文
章
の
も
つ
修
辞
的
魅
力
が
あ
る
だ
ろ
う
」（
二
二
七
頁
）
と
評
価
し
て
い
る
。

（
（1
） 

「
コ
ム
ニ
タ
ス
」
は
、
人
類
学
者
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
タ
ー
ナ
ー
が
『
儀
礼
の
過
程
』（
一
九
六
九
年
）
で
最
初
に
提
唱
し
た
概
念
。
部
族
社
会

の
供
犠
・
祭
礼
の
研
究
を
と
お
し
て
タ
ー
ナ
ー
が
案
出
し
た
「
コ
ム
ニ
タ
ス
と
リ
ミ
ナ
リ
テ
ィ
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
理
論
的
枠
組
に
よ
れ

ば
、「
構
造
」
に
は
か
な
ら
ず
あ
る
種
の
境
界
性
（
リ
ミ
ナ
リ
テ
ィ
：lim

en
＝
敷
居
）
が
組
み
込
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
供
犠
や
祭
礼
（
ハ

レ
）
に
お
い
て
瞬
間
的
に
「
反
構
造
」（
い
ま
だ
組
織
化
さ
れ
て
い
な
い
、
自
由
で
平
等
な
協
同
性
に
も
と
づ
く
根
源
的
な
社
会
的
き
ず

な
）
を
噴
出
さ
せ
「
構
造
」
を
一
時
的
に
不
安
定
化
す
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
「
構
造
」
が
活
性
化
さ
れ
再
統
合
さ
れ
る
、
と
い
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う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
理
論
に
つ
い
て
、
タ
ー
ナ
ー
自
身
、
コ
ー
ネ
ル
大
学
在
職
中
に
同
僚
の
文
学
理
論
家
な
ど
と
の
あ
い
だ
で
活
発
に
行

わ
れ
た
異
分
野
交
流
の
た
ま
も
の
で
あ
る
と
証
言
し
て
い
る
が
、
実
際
、
こ
の
「
コ
ム
ニ
タ
ス
」「
リ
ミ
ナ
リ
テ
ィ
（
境
界
性
）」
の
概
念
は

多
く
の
重
要
な
批
評
理
論
タ
ー
ム

─
た
と
え
ば
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
の
「
故エ

グ

ザ

イ

ル

郷
喪
失
者
」
や
メ
ア
リ
ー
・
ル
イ
ー
ズ
・
プ
ラ
ッ
ト

の
「
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
」、
さ
ら
に
は
ミ
ハ
エ
ル
・
バ
フ
チ
ン
が
「
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
」
と
呼
び
そ
れ
を
フ
ー
コ
ー
が
「
他
の
場
所
」
と

し
て
展
開
し
た
よ
う
な
ト
ポ
ス
／
ト
ピ
カ

─
へ
と
接
続
が
可
能
で
あ
り
、
筆
者
の
（
や
や
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
）
考
え
で
は
、
エ
リ

オ
ッ
ト
「
伝
統
論
」
に
つ
い
て
も
（
潜
在
的
に
）
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
（2
） 

こ
の
「
伝
統
論
」
は
、
後
年
、
エ
リ
オ
ッ
ト
本
人
が
「
秩
序
」
を
強
調
す
る
「
正
統
主
義
〔orthodoxy

〕」
へ
と
読
み
替
え
て
い
く
一

方
で
、
帝
国
日
本
／
植
民
地
朝
鮮
で
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
形
で
「
誤
読
」
さ
れ
て
い
く
。
拙
論
「M

etoikos

た
ち
の
帝
国

─
Ｔ
・
Ｓ
・

エ
リ
オ
ッ
ト
、
西
田
幾
多
郎
、
崔
載
瑞
」
を
参
照
。

（
（（
） 

「
さ
て
そ
こ
で
私
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
記
憶
の
形
成
は
知
覚

0

0

0

0

0

0

0

0

〔perception

＝
現
在
の
事
物
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
意
識
〕
の
形

0

0

成
の
あ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
と
同
時

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〔contem
porain

〕
で
あ
る

0

0

0

」（
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
精
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
』
一
八
七
頁
）。
記
憶
（
過
去
）

と
知
覚
（
現
在
）
の
同
時
性
に
か
ん
す
る
こ
の
有
名
な
箇
所
は
、
エ
リ
オ
ッ
ト
が
「
歴
史
的
感
覚
／
意
識
〔a historical sense

〕」
を
説

明
す
る
く
だ
り
に
用
い
ら
れ
る “perception”, “contem

poraneity” 

と
い
っ
た
用
語
が
著
し
く
類
似
す
る
た
め
（
た
だ
し
、
そ
の
意
味
内

容
は
一
致
し
な
い
）、「
伝
統
論
」
執
筆
の
直
前
に
出
版
さ
れ
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
同
書
か
ら
エ
リ
オ
ッ
ト
が
用
語
を
「
盗
用
」
し
た
と
想
像
し

た
く
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の
事
実
関
係
は
さ
し
て
重
要
で
は
な
い
。
む
し
ろ
問
題
は
、
哲
学
徒
時
代
に
学
術
論
文
の
対
象
に
さ
え
し
た
こ

と
の
あ
る
『
物
質
と
記
憶
』
か
ら
着
想
の
一
端
を
得
た
で
あ
ろ
う
「
現
在
と
過
去
の
同
時
性
」
と
い
う
考
え
方
か
ら
、
エ
リ
オ
ッ
ト
が
、

「
決
定
的
な
結
論
」
を
ひ
き
だ
す
こ
と
が
で
き
た
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る

─
「
現
在
と
過
去
の
同
時
性
と
い
う
考
え
方
か
ら
は
、

決
定
的
な
結
論
が
生
ま
れ
る
。
過
去
は
、
か
つ
て
の
現
在
と
共
存
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
過
去
は
そ
れ
自
体
を
保
存
す
る
の
で
（
現
在

は
過
ぎ
て
行
く
が
）─
そ
れ
ぞ
れ
の
現
在
と
共
存
す
る
の
は
、
全
体
と
し
て
の
、
統
合
的
な
過
去
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
の

0

0

0

0

過
去

で
あ
る
。
有
名
な
円
錐
体
の
隠
喩
は
、
共
存
の
こ
の
完
全
な
状
態
を
表
象
し
て
い
る
」（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
『
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
』
六
一
頁
）。

 
 

な
お
、
エ
リ
オ
ッ
ト
に
よ
る
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
主
義
へ
の
一
時
的
な
改
宗
」、
す
な
わ
ち
、
哲
学
徒
エ
リ
オ
ッ
ト
に
よ
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
研
究

の
内
実
お
よ
び
射
程
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
博
士
論
文 R

eading T
. S. E

liot R
eading Spinoza

（Cornell U
niversity, 201（

）
を
参

照
さ
れ
た
い
。
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（
（（
） 

「
記
念
碑
」
と
い
う
表
現
（
お
よ
び
「
歴
史
的
感
覚
〔der historische Sinn

〕」）
に
か
ん
し
て
、
筆
者
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
『
反
時
代
的

考
察
』
第
二
論
文
「
生
に
対
す
る
歴
史
の
利
害
に
つ
い
て
」
か
ら
エ
リ
オ
ッ
ト
が
着
想
を
得
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
が

─
エ
リ

オ
ッ
ト
は
、
故
国
の
母
親
に
宛
て
た
一
九
一
五
年
一
一
月
一
八
日
付
の
手
紙
に
お
い
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
著
作
を
集
中
的
に
読
ん
で
い
る
こ
と

を
記
し
て
い
る

─
周
知
の
と
お
り
、
同
論
文
に
お
い
て
ニ
ー
チ
ェ
は
「
記
念
碑
的
歴
史
〔die m

onum
entale H

istorie

〕」
の
「
利
」

を
部
分
的
に
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
が
「
現
代
の
力
あ
る
者
と
偉
大
な
者
」（
一
四
二
頁
）
の
新
た
な
創
造
へ
の
意
志
を
阻
喪
さ
せ
る
も
の
で

あ
る
と
し
て
（「
歴
史
的
感
覚
」
に
た
い
し
て
と
同
様
に
）
概
し
て
批
判
的
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
エ
リ
オ
ッ
ト
の
用
法
と
は
相
い
れ
な

い
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
エ
リ
オ
ッ
ト
の
眼
目
が
「
真
に
新
し
い
作
品
」
の
誕
生
に
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば

─
用
語
の
整
合
性
は
と

り
あ
え
ず
措
く
と
し
て

─
エ
リ
オ
ッ
ト
が
（
こ
と
に
詩
作
の
場
面
に
お
い
て
）
ニ
ー
チ
ェ
の
批
判
か
ら
読
み
と
っ
た
の
は
む
し
ろ
、「
た

だ
現
代
の
最
高
の
力
か
ら
の
み
過
去
の
も
の
を
解
釈
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
」「
た
だ
未
来
の
建
築
者
と
し
て
、
現
在
の
知
者
と
し
て
の
み

そ
れ
〔
過
去
〕
を
理
解
し
う
る
」（
一
八
〇
、
一
八
一
頁
）
と
い
う
命
題
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
が
記

す
「
偉
人
の
歴
史
」
か
ら
得
ら
れ
る
「
最
高
の
命
令
」、
す
な
わ
ち
「
成
熟
せ
よ
」（
一
八
二
頁
）
と
い
う
命
令
は
、
そ
の
ま
ま
、
本
試
論
の

タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
「
成
熟
し
た
詩
人
は
盗
む
」
と
い
う
エ
リ
オ
ッ
ト
の
命
題
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
る
、
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
く

わ
え
て
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
る
〈
生
〉
と
〈
歴
史
〉
と
の
関
係
に
か
ん
す
る
透
徹
し
た
批
判
的
思
索
は
、
本
試
論
の
根
源
に
あ
る
問
い

─
す

な
わ
ち
、〈
生
〉
と
〈
テ
ク
ス
ト
〉
の
〈
あ
い
だ
〉
へ
の
問
い

─
に
通
底
す
る
も
の
で
、
そ
の
ニ
ー
チ
ェ
が
「
偉
大
な
芸
術
的
能
力
〔eine 

große künstlerische Potenz

〕」（
一
七
八
頁
）
に
ひ
と
つ
の
解
を
見
出
し
た
こ
と
は
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。（
な
お
、
ニ
ー
チ
ェ
論
文

に
た
い
す
る
積
極
的
な
評
価
と
し
て
は
、
ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
第
九
章
お
よ
び
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
『
記
憶
・
歴

史
・
忘
却
』
第
三
部
を
参
照
の
こ
と
。）

（
（（
） 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
二
世
紀
の
異
端
者
マ
ル
キ
オ
ン
の
正キ

ャ
ノ
ン典

を
め
ぐ
る
文
学
理
論
的
考
察
と
し
て
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
（（
） 

ア
ガ
ン
ベ
ン
『
例
外
状
態
』
第
四
章
「
空
白
を
め
ぐ
る
巨
人
族
の
戦
い
」
を
参
照
の
こ
と

─
「
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
自
ら
の
著
作
『
政
治
神

学
』
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
主
張
に
つ
い
て
の
学
説
は
、
前
節
で
見
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
論
考
へ
の
精
細
な
応
答
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き

る
。「
暴
力
批
判
論
」
の
戦
略
が
純
粋
で
ア
ノ
ミ
ー
的
な
暴
力
の
存
在
を
確
証
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト

の
場
合
に
は
、
逆
に
そ
の
よ
う
な
暴
力
を
法
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
引
き
戻
す
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
例
外
状
態
と
い
う
の
は
、
彼
が

純
粋
暴
力
と
い
う
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
考
え
を
捕
捉
し
、
ア
ノ
ミ
ー
を
ノ
モ
ス
の
総
体
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
書
き
こ
も
う
と
す
る
さ
い
に
設
定
さ



第Ⅴ部　海賊の修辞学

（（（

れ
る
空
間
な
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
言
わ
せ
れ
ば
、
純
粋
暴
力
す
な
わ
ち
絶
対
的
に
法
の
外
部
に
あ
る
暴
力
な
ど
存
在
し
え
な
い
。
と

い
う
の
も
、
例
外
状
態
に
お
い
て
は
、
純
粋
暴
力
は
自
ら
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
自
体
を
つ
う
じ
て
法
の
う
ち
に
包
摂
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
例
外
状
態
と
い
う
の
は
、
全
面
的
に
ア
ノ
ミ
ー
的
な
人
間
の
行
動
に
つ
い
て
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
主
張
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
返
答
す

る
た
め
に
使
う
装
置
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」（
一
〇
九
頁
）。
本
試
論
に
即
し
て
言
え
ば
、「
備
考
一
」
で
考
察
し
た
〈
テ
ク
ス
ト
〉

が
孕
む
存
在
論
的
力
能
〔V

erm
ögen

〕（「
純
粋
暴
力
」）
が
、「
備
考
二
」
に
お
い
て
概
略
を
示
し
た
「
伝
統
」
に
関
す
る
権
力
〔M

acht

〕

的
「
決
定
」
に
よ
っ
て
回
収
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、「
権
力
〔M

acht

〕
と
能
力
〔V

erm
ögen

〕

と
の
あ
い
だ
に
は
、
い
か
な
る
決
定
も
埋
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
裂
け
目
が
口
を
開
け
て
い
る
」（
一
一
三
頁
）
と
い
う
非
─
弁
証
法
的
な

認
識
が
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
政
治
学
的
な
議
論
は
、
テ
ク
ス
ト
理
論
に
転
位
〔transposition

〕
す
る
こ
と
が
で
き

る

─
い
や
、
む
し
ろ
、
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

─
「
純
粋
存
在
を
ロ
ゴ
ス
の
編
み
目
の
な
か
に
捕
捉
し
よ
う
と
し
て
き
た
存
在
─
神

─
学
的
戦
略
に
、
ア
ノ
ミ
ー
的
な
暴
力
と
法
と
の
あ
い
だ
の
関
係
を
保
証
す
る
は
ず
の
例
外
の
戦
略
が
対
応
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
た

か
も
、
法
に
し
て
も
ロ
ゴ
ス
に
し
て
も
、
生
の
世
界
へ
の
そ
れ
ら
の
指
示
作
用
を
基
礎
づ
け
う
る
た
め
に
は
停
止
と
い
う
ア
ノ
ミ
ー
的
な

（
あ
る
い
は
無
論
理
的
な
）
地
帯
を
必
要
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
万
事
は
起
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
語
活
動
は
非
言
語
的
な
も

の
を
捕
ま
え
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
の
み
存
続
し
う
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
法
は
ア
ノ
ミ
ー
を
捕
捉
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
の
み
存
続
し
う
る

よ
う
に
み
え
る
の
だ
。
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
、
抗
争
は
空
虚
な
空
間
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
方
は
ア
ノ
ミ
ー
、
法
的

な
空
白
を
め
ぐ
っ
て
、
他
方
は
あ
ら
ゆ
る
規
定
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
実
在
的
な
述
語
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
純
粋
存
在
を
め
ぐ
っ
て
」（
一

二
〇
頁
）。

 
 

な
お
、
こ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
託
し
て
、「
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
と
い
う
〈
テ
ク
ス
ト
〉」
に
対
す
る
筆
者
の
見
取
り
図
を
紹
介
し
て
お
く

と
、「
暴
力
を
法
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
書
き
こ
み
な
お
そ
う
と
事
あ
る
ご
と
に
努
め
て
い
る
」
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
も
見
紛
う
〈
批
評
家

エ
リ
オ
ッ
ト
〉
と
、「
純
粋
暴
力
と
し
て
の
暴
力
に
法
の
外
部
に
あ
っ
て
の
存
在
を
保
証
し
よ
う
と
事
あ
る
ご
と
に
努
め
る
」
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

と
親
和
的
な
〈
詩
人
エ
リ
オ
ッ
ト
〉
と
の
「
空
白
を
め
ぐ
る
巨
人
族
の
戦
い
」、
と
い
う
こ
と
に
で
も
な
ろ
う
か
と
思
う
。

（
（（
） 

こ
の
オ
チ
自
体
は
、
マ
リ
ー
・
ダ
リ
ュ
セ
ッ
ク
『
警
察
調
書

─
剽
窃
と
世
界
文
学
』
か
ら
の
剽
窃
で
あ
る

─
「
ピ
エ
ー
ル
・
バ
イ

ヤ
ー
ル
が
恥
ず
か
し
げ
も
な
く
、
二
〇
〇
九
年
一
月
に
ミ
ニ
ュ
イ
社
か
ら
出
し
た
彼
の
本
『
前
も
っ
て
の
剽
窃
』
に
、
私
の
『
警
察
調
書
』

〔
二
〇
一
〇
年
一
月
刊
行
〕
か
ら
剽
窃
し
た
の
は
疑
い
も
な
い
こ
と
だ
」（
一
九
一
～
二
頁
）。



“Immature poets imitate; mature poets steal”（三原）

（（（

（
（（
） 

冒
頭
の
「
定
義
一
」
に
付
し
た
「
説
明
」
に
お
い
て
、
本
試
論
の
〈
問
い
〉
で
あ
る
「
テ
ク
ス
ト
の
存
在
論
」
と
（
後
期
）
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
「
存
在
の
思
索
」（「
存
在
の
家
」
と
し
て
の
言
葉
）
と
の
親
縁
性
を
ほ
の
め
か
し
て
お
い
た
が
（
前
掲
注（
2
））、
こ
こ
で
ふ
た
た
び
、

『「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
』
か
ら
一
箇
所
引
用
し
て
お
き
た
い

─
「『
存
在
』

─
そ
れ
は
、
神
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
な
ん
ら

か
の
世
界
根
拠
で
も
な
い
。
存
在
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
よ
り
も
、
よ
り
広
く
遥
か
な
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
で
い
て
人
間
に
は
、
ど
ん

な
存
在
者
よ
り
も
、
よ
り
近
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）
存
在
は
、
最
も
近
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
近
さ
は
、
人
間
に
は
、

あ
く
ま
で
、
最
も
広
く
遥
か
な
も
の
に
と
ど
ま
り
続
け
て
い
る
」（
五
八
頁
）。

（
（（
） 

ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
テ
ク
ス
ト
理
論
に
お
い
て
も
、「
実
在
す
る
無
限
の
〈
外
〉〔un dehors réel et infini

〕」
と
「
形
而
上
学
的
な
外
部

〔une extériorité m
étaphysique

〕」
と
は
明
確
に
分
別
さ
れ
て
お
り
、
後
者
に
依
存
す
る
あ
ら
ゆ
る
理
論
（
現
前
の
形
而
上
学
）
と
は

き
っ
ぱ
り
訣
別
し
た
う
え
で
「
生
成
〔generatio

〕
に
よ
る
定
義
」
が
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
る

─
「
テ

ク
ス
ト
は
、
そ
の
物
質
的
運
動
の
な
か
で
、
実
在
す
る
無
限
の
〈
外
〉
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ

0

0

0

0

（
と
い
っ
て
も
〈
外
〉
を
原
因
と
す
る
「
結

果
」
で
は
な
い
）、
自
ら
の
特
徴
の
組
み
合
わ
せ
の
な
か
に
「
受
け
手
」
を
取
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
テ
ク
ス
ト
が
構
成
す
る
の

は
無
数
の
標
記
と
間
隙
か
ら
な
る
多
様
性
の
領
域
〔une zone de m

ultiplicité de m
arques et d’intervalles

〕
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら

の
標
記
と
間
隙
の
登
記
〔inscription
〕
に
あ
た
っ
て
中
心
が
な
く
、
そ
こ
に
は
統
一
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
多
面
結
合
〔polyvalence

〕
が

実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
言
語
の
状
態

─
こ
の
よ
う
な
実
践

─
は
、
テ
ク
ス
ト
が
、
た

と
え
志
向
の
対
象
と
し
て
で
あ
れ
形
而
上
学
的
な
外
部
に
、
し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
表
現
主
義

0

0

0

0

、
あ
ら
ゆ
る
目
的
性

0

0

0

に
、
い
っ
さ
い
依
存
せ

ず
に
済
む
よ
う
に
し
て
い
る
」（『
セ
メ
イ
オ
チ
ケ　

一
』
一
三
頁
、
翻
訳
を
一
部
変
更
）。
こ
の
「
無
数
の
標
記
と
間
隙
か
ら
な
る
多
様
性

の
領
域
」
と
は
、
ま
さ
に
、
無
数m

ulti-

の
〈
襞pli
〉
が
〈
あ
い
だ
〉
の
痕
跡
と
し
て
折
り
畳
ま
れ
て
あ
る
「
領
域
」
の
こ
と
で
、
本
試

論
冒
頭
の
「
公
理
二
」
に
示
さ
れ
最
後
の
注
釈
で
ふ
た
た
び
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
「
未
分
化
の
領
域
」
と
呼
応
し
て
い
る
。

（
（0
） 

な
お
、
こ
の
「
力
」
は
文
脈
に
応
じ
て
〈to hen

〉〈natura naturans

〉〈la durée pure

〉〈der frem
de Gott

〉〈
真
如
〉
な
ど
多

様
な
名
（
仮け

み
ょ
う名

）
を
持
つ
「
形
而
上
学
的
窮
極
者
」（
井
筒
俊
彦
「
意
識
の
形
而
上
学
」）
で
あ
る
が

─
こ
れ
は
、「
テ
ク
ス
ト
は
外

〔dehors

〕
に
名
を
与
え
る

0

0

0

0

0

こ
と
も
、
限
定
す
る

0

0

0

0

こ
と
も
な
い
」（『
セ
メ
イ
オ
チ
ケ　

一
』
一
二
頁
）
と
い
う
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
発
言
に

ま
っ
た
く
矛
盾
し
な
い

─
そ
れ
を
筆
者
が
こ
と
さ
ら
に
〈
生
〉
と
名
指
す
根
拠
は
、
本
試
論
に
お
い
て
（
注
に
お
け
る
散
発
的
な
言
及
を

の
ぞ
い
て
）
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
本
試
論
が
「
予
備
的
考
察
」
と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
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（（0

（
（1
） Eliot, V

alerie, Ed. T
he O

riginal D
raft. p. （.

（
（2
） 

エ
リ
オ
ッ
ト
は
、「
キ
ル
ケ
ー
」
を
含
む
三
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
原
稿
を
出
版
前
に
読
み
、
一
九
二
一
年
五
月
二
一
日
付
の
ジ
ョ
イ
ス
宛
て
の

私
信
で
感
想
を
伝
え
て
い
る
（Letters I. pp. （（1-2

）。

（
（（
） 
試
み
に
、
数
多
あ
る
『
荒
地
』
日
本
語
訳
の
「
第
一
行
」
を
列
挙
し
て
み
よ
う

─
「
四
月
は
残
酷
極
ま
る
月
だ
」（
西
脇
順
三
郎
訳
）

「
四
月
は
い
ち
ば
ん
無
情
な
月
」（
深
瀬
基
寛
訳
）「
四
月
は
残
酷
な
月
で
、
死
ん
だ
土
地
か
ら
」（
吉
田
健
一
訳
）「
四
月
は
も
っ
と
も
残
酷

な
月
だ
、」（
中
桐
雅
夫
）「
四
月
は
こ
の
上
な
く
残
酷
な
月
、」（
福
田
陸
太
郎
訳
）「
四
月
は
残
酷
き
わ
ま
る
月
で
、」（
上
田
保
訳
）「
四
月

は
最
も
残
酷
な
月
、
死
ん
だ
土
か
ら
」（
岩
崎
宗
治
訳
）「
四
月
は
残
酷
を
極
め
る
。」（
城
戸
朱
理
）─
ち
な
み
に
、
井
筒
俊
彦
も
学
生
時

分
に
『
荒
地
』
を
訳
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
見
て
み
た
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
こ
の
「
命

題
」
が
日
本
語
で
提
示
さ
れ
て
い
る
以
上
は
、
む
し
ろ
「
か
ぎ
り
な
く
真
に
近
い
」
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
筆
者
自
身

が
意
識
せ
ず
に
借
用
し
て
い
た
の
は
、
中
桐
雅
夫
が
『
荒
地
詩
集　

一
九
五
三
』
に
発
表
し
た
訳
詩
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
改
め
て

み
る
と
、
そ
の
第
一
行
は
読
点
で
終
わ
っ
て
お
り
、
か
ろ
う
じ
て
ア
ン
ジ
ャ
ン
ブ
マ
ン
の
名
残
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
八
つ
の
な
か
で
、
句

点
を
打
っ
て
ア
ン
ジ
ャ
ン
ブ
マ
ン
を
明
確
に
拒
否
し
て
い
る
の
は
、
も
っ
と
も
新
し
い
城
戸
訳
の
み
で
あ
る
。

（
（（
） 

「
音
声
と
意
味
、
韻
律
上
の
区
分
と
統
辞
上
の
区
分
と
い
う
別
の
形
式
的
対
立
に
基
礎
づ
け
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
こ
と
の
意
義

─
お
し

な
べ
て
い
え
ば
韻
律
の
制
度
一
般
の
意
義

─
は
理
解
さ
れ
な
い
。
今
日
の
研
究
者
が
、
ア
ン
ジ
ャ
ン
ブ
マ
ン
の
可
能
性
の
う
ち
に
、
韻
文

と
散
文
を
区
別
す
る
唯
一
の
た
し
か
な
根
拠
を
認
め
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
上
記
の
対
立
を
こ
と
の
ほ
か
意
識
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
（
そ

う
す
る
と
、
詩
は
、
韻
律
上
の
制
限

─
そ
れ
自
体
は
散
文
的
な
文
脈
で
も
起
こ
り
う
る

─
を
、
統
辞
論
上
の
制
限
に
対
抗
さ
せ
う
る
言

説
と
し
て
、
逆
に
散
文
は
、
そ
う
し
た
こ
と
が
不
可
能
な
言
説
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
）」（
ア
ガ
ン
ベ
ン

『
イ
タ
リ
ア
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
』
六
七
～
八
頁
）。

（
（（
） 

「
パ
ラ
グ
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
意
味
は
、
二
つ
の
文
章
が
同
時
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
。
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
あ
い
だ
に
対
話
を

お
こ
さ
せ
る
と
い
う
こ
う
い
う
や
り
方
が
、
ロ
ー
ト
レ
ア
モ
ン
の
作
物
ば
か
り
で
は
な
く
、
詩
的
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
の
一
部
を
な
す
ほ
ど

に
重
要
で
、
し
か
も
詩
的
テ
ク
ス
ト
の
誕
生
に
欠
か
せ
な
い
場
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
ほ
ん
と
う
な
ら
ば
、
こ
う
い
っ
た
現
象
を
文
学

史
の
全
領
域
に
わ
た
っ
て
観
察
す
る
こ
と
だ
っ
て
、
で
き
る
は
ず
だ
。
じ
っ
さ
い
そ
れ
は
、
か
り
に
も
現
代
性
を
も
つ
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の

詩
的
テ
ク
ス
ト
に
と
っ
て
、
ひ
と
つ
の
基
本
法
則
だ
と
言
っ
て
も
、
け
っ
し
て
大
げ
さ
で
は
な
い
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。
現
代
的
テ
ク
ス
ト
は
、
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（（1

相
互
テ
ク
ス
ト
的
空
間
〔l’espace intertextuel

〕
に
入
っ
て
く
る
別
の
テ
ク
ス
ト
を
吸
収
し
、
ま
た
分
裂
さ
せ
な
が
ら
作
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
諸
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
異
和
的
連
接

0

0

0

0

0

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
ポ
ー
＝
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
＝
マ
ラ
ル
メ
を
結
ぶ
詩
の
実
践
は
、
今

日
多
く
の
例
が
見
ら
れ
る
こ
の
異
和
的
連
接
の
も
っ
と
も
印
象
的
な
例
で
あ
る
」（「
詩
と
否
定
性
」『
セ
メ
イ
オ
チ
ケ　

二
』
二
四
九
頁
）。

（
（（
） Elliot H

arold Paul（
一
八
九
一
～
一
九
五
八
）。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
生
ま
れ
の
ア
メ
リ
カ
人
。
パ
リ
で
は
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
・
ス
タ
イ
ン

の
サ
ロ
ン
に
出
入
り
し
、
か
の
有
名
な
「
失
踪
」
事
件
を
起
こ
し
（『
ア
リ
ス
・
Ｂ
・
ト
ク
ラ
ス
の
自
伝
』
に
描
か
れ
て
い
る
）、
ス
ペ
イ
ン

内
戦
に
巻
き
込
ま
れ
た
あ
げ
く
に
米
国
に
戻
る
と
、
今
度
は
映
画
作
家
と
し
て
活
躍
し
・
・
・
と
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
手
を
染

め
た
エ
リ
オ
ッ
ト
・
ポ
ー
ル
は
、
た
ん
な
る
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
」
と
呼
ぶ
に
は
、
あ
ま
り
に
波
乱
万
丈
な
生
涯
を
送
っ
た
異
形
の
著
述
家

で
あ
る
。
数
多
く
の
著
作
の
う
ち
、
吉
田
健
一
が
激
賞
し
た
『
最
後
に
見
た
パ
リ
』（
河
出
書
房
新
社
）
は
、
吉
田
健
一
の
長
女
・
暁
子
に

よ
っ
て
日
本
語
訳
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
） 

講
演
「
ポ
ー
か
ら
ヴ
ァ
レ
リ
ー
へ
」（
一
九
四
八
）に
お
い
て
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
自
分
が
ど
の
詩
人
か
ら
影
響
を
受
け
、
ど
の
詩
人
か
ら
受

け
な
か
っ
た
か
、
だ
い
た
い
自
分
で
わ
か
っ
て
い
る
つ
も
り
だ
が
「
ポ
ー
に
つ
い
て
だ
け
は
、
確
信
を
も
っ
て
ど
ち
ら
と
言
え
る
日
は
け
っ

し
て
来
な
い
だ
ろ
う
」（T

o Criticize the Critic

、
二
七
頁
、
拙
訳
）
と
言
っ
て
い
る
。

（
（（
） 

「
引
用
は
言
葉
を
名
で
呼
び
出
し
こ
の
言
葉
を
そ
れ
が
置
か
れ
て
い
る
連
関
か
ら
破
壊
し
つ
つ
切
り
出
す
の
だ
が
、
し
か
し
、
ま
さ
に
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
引
用
は
そ
の
破
壊
さ
れ
た
言
葉
を
そ
の
根
源
へ
と
呼
び
戻
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
引
用
さ
れ
た
言
葉
は
韻
を
失
う
こ

と
な
く
、
そ
の
音
を
響
か
せ
、
調
和
し
な
が
ら
、
新
し
い
テ
ク
ス
ト
の
構
造
の
な
か
に
姿
を
現
わ
す
。
韻
と
し
て
の
そ
の
言
葉
は
、
自
身
の

ア
ウ
ラ
に
包
ま
れ
て
、
似
た
も
の
を
呼
び
集
め
、
名
と
し
て
は
、
孤
独
に
、
表
現
を
も
た
ぬ
ま
ま
佇
ん
で
い
る
。
言
語
の
前
で
、
こ
の
二
つ

の
領
域

─
根
源
と
破
壊

─
は
、
引
用
に
お
い
て
み
ず
か
ら
の
正
統
性
を
証
明
す
る
。
そ
し
て
逆
に
、
こ
の
二
つ
の
領
域
の
浸
透
し
あ
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で

─
つ
ま
り
引
用
に
お
い
て

─
の
み
、
言
語
は
完
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
引
用
の
な
か
に
は
天
使
の
言
語
が
映
し
出

さ
れ
て
い
る
」（
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
」『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

二
』
五
四
四
～
五
四
五
頁
）。

（
（（
） 

ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
は
『
脱
閉
域
』
所
収
論
文
の
そ
こ
か
し
こ
に
お
い
て
、〈
信
〔foi

〕〉
と
「
信
仰
〔croyance

〕」
と
が

本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る

─
「
信
〔foi

〕
の
本
質
は
、
定
義
上
、
あ
ら
ゆ
る
信
仰
〔
何
ら
か
の
対
象
を
も
つ
信
仰
、

信
条croyance

〕、
あ
ら
ゆ
る
見
積
も
り
、
あ
ら
ゆ
る
自エ

コ

ノ

ミ

ー

足
的
経
済
、
あ
ら
ゆ
る
救
済
と
い
っ
た
も
の
を
超
え
る
も
の
、
無
化
す
る
も
の
へ

と
ひ
た
す
ら
語
り
か
け
る
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
。
そ
こ
に
い
か
な
る
高
揚
感
も
交
え
ず
に
神
秘
家
た
ち
が
わ
き
ま
え
て
い
た
よ
う
に
、
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（（2

信
〔foi

〕
の
本
質
は
、
世
界
そ
の
も
の
の0

他
な
る
も
の
へ
と
み
ず
か
ら
を
差
し
送
る
＝
語
り
か
け
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
れ
へ
と
差
し
送

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
世
界
そ
の
も
の
の0

他
な
る
も
の
と
は
、〔
単
数
定
冠
詞
付
き
の
〕
世
界
そ
の
も
の

0

0

0

0

─
こ
れ
は
そ
の
つ
ど
、
容
赦
な

く
決
定
的
に
終
焉
、
完
結
す
る
世
界
で
あ
る

─
と
は
他
な
る
と
い
う
意
味
で
の
み
、「
他
な
る
世
界
」
の
こ
と
で
あ
る
」（「
慰
め
、
悲

嘆
」
二
〇
三
頁
）─
こ
こ
で
、
本
試
論
に
お
い
て
議
論
し
た
「
他
な
る
時
間
」
も
参
照
の
こ
と
。

 
 

さ
ら
に
、「
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
」
を
読
む
別
の
論
文
（「
ユ
ダ
ヤ
─
キ
リ
ス
ト
教
的
な
る
も
の
」）
に
お
い
て
〈
信
〉
の
「
ポ
イ
エ
シ
ス
─
プ

ラ
ク
シ
ス
」
的
本
質
を
論
じ
る
な
か
で
、「
こ
の
信
は
、
そ
の
『
行
い
〔
作
品 œ

uvre

〕』
と
同
様
に
、
主
体
の
所
有
＝
固
有
性
で
は
あ
り

え
な
い
。
こ
の
信
は
願
い
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
、
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

─
（
中
略
）
信
は
行
い
の
な
か
に
あ
る

0

0

、
信
は
行

い
を
な
し

0

0

、
ま
た
行
い
が
信
を
な
す

0

0

」（
一
〇
〇
～
一
〇
一
頁
）
と
い
わ
れ
る
と
き
、
こ
れ
が
本
試
論
に
お
け
る
も
う
ひ
と
つ
の
鍵
語
で
あ

る
〈
ふ
れ
る
〉
の
「
中
動
態
」
的
な
経
験
（
前
掲
注（
20
）参
照
）
を
指
し
て
い
る
と
い
う
わ
た
し

0

0

0

の
考
え
に
、
読
者
は
同
意
し
て
く
れ
る
だ

ろ
う
か
。

 
 

こ
れ
ら
の
鍵
語
を
呼
び
出
し
て
本
試
論
が
見
出
そ
う
と
し
て
き
た
「
テ
ク
ス
ト
の
存
在
論
」
と
は
、
つ
ま
り
、
ジ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
と
い

う
〈
潜ヴ

ァ
ー
チ
ャ
ル

在
的
な
全
体
性
〉
の
「
或
る
十
全
な
実レ

ア
リ
テ

在
性
」
へ
の
〈
信
〉
は
、
テ
ク
ス
ト
に
〈
ふ
れ
／
ふ
れ
ら
れ
る
〉
と
い
う
「
中
動
態
」
的
な

経
験
（「
書
く
こ
と
─
読
む
こ
と
」
と
い
う
〈
行
い
＝
作
品
〉）
の
な
か
に
あ
り

0

0

、
こ
の
〈
信
〉
が
〈
行
い
＝
作
品
〉
を
な
し

0

0

、
ま
た
こ
の

〈
行
い
＝
作
品
〉
が
〈
信
〉
を
な
す

0

0

、
と
い
う
こ
と

─
そ
し
て
、
こ
の
〈
直
観
〉
が
そ
の
つ
ど

0

0

0

0

〔jew
eils

〕
訪
れ
る
（
あ
た
か
も
恩
寵
の

ご
と
く
・
・
・
）
と
い
う
こ
と

─
だ
っ
た
の
だ
。（
な
お
、
い
ま
一
組
の
鍵
語
〈
と
な
り
〉
─
〈
あ
い
だ
〉
に
つ
い
て
は
、
注（
（（
）で
扱

う
。）

（
（0
） 

「
テ
ク
ス
ト
」
概
念
に
か
ん
す
る
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
古
典
的
論
文
「
作
品
か
ら
テ
ク
ス
ト
へ
」
の
、
以
下
の
く
だ
り
を
参
照

─
「『
テ

ク
ス
ト
』
を
規
正
す
る
論
理
は
、
了
解
的
で
は
な
く
（
作
品
が
《
言
お
う
と
す
る
こ
と
》
を
定
義
す
る
も
の
で
は
な
く
）、
換
喩
的
で
あ
る
。

連
合
、
隣
接
、
繰
越
し
の
作
業
は
、
象
徴
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
解
放
と
一
致
す
る
（
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
な
け
れ
ば
、
人
間
は
死
ぬ
だ
ろ
う
）」

（『
物
語
の
構
造
分
析
』
九
六
頁
）。

（
（1
） 

ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ
れ
ば
、
押
韻
は
、「
メ
シ
ア
的
時
間
」

─
本
試
論
の
「
他
な
る
時
間
」
を
思
い
起
こ
そ
う

─
に
接
す
る
た
め
の
装

置
で
あ
る
（『
残
り
の
時
』
一
四
〇
～
一
四
一
頁
）。

（
（2
） 

「
翻
訳
は
、
原
作
の
意
味
に
み
ず
か
ら
を
似
せ
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
愛
を
も
っ
て
細
部
に
至
る
ま
で
、
原
作
の
も
っ
て
い
る
志
向



“Immature poets imitate; mature poets steal”（三原）

（（（

す
る
仕
方
を
己
の
言
語
の
な
か
に
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
作
と
翻
訳
は
、
ち
ょ
う
ど
あ
の
か
け
ら
が
ひ

と
つ
の
器
の
破
片
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
よ
り
大
い
な
る
言
語
の
破
片
と
し
て
認
識
さ
れ
う
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
」（
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
「
翻
訳
者
の
使
命
」『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

二
』
四
〇
五
頁
）。
翻
訳
者
の
使
命
と
は
、
す
な
わ
ち
、〈
潜ヴ

ァ
ー
チ
ャ
ル

在
的
な
全

体
性
〉
へ
の
〈
信
〉〔foi

〕
を
も
っ
て
テ
ク
ス
ト
に
接
す
る
こ
と
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。

（
（（
） 
こ
こ
に
わ
た
し

0

0

0

は
、
い
ま
ひ
と
つ
「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
の
〈
襞
〉
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
エ
リ
オ
ッ
ト
の
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
時
代
の
恩
師

で
あ
り
、
生
粋
の
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
＝
ス
ピ
ノ
ザ
的
自
然
主
義
者
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
サ
ン
タ
ヤ
ー
ナ
が Character and O

pinion in 
the U

nited States (1（20)

の
な
か
で
語
っ
た
、
き
わ
め
て
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
〈
自
然
〉
観
で
あ
る

─
「
自
然
は
物
質
的
〔m

aterial

〕
で

あ
る
が
、
物
質
主
義
的
〔m

aterialistic

〕
で
は
な
い
。
自
然
は
生
に
お
い
て
流
出
〔issues in life

〕
し
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
類
の
温
か
な

感
情
〔passions
〕
や
無
為
な
美
を
産
み
出
す
〔breed

〕
の
だ
」（
九
九
頁
）。

（
（（
） 

本
試
論
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
前
掲
注（
（
）に
お
い
て
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
「
公
法
と
政
治
的
事
実
と
の
あ
い
だ
、
ま
た
法
秩
序
と
生
〔la 

vita

〕
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
、
こ
の
無
主
の
地
〔terra di nessuno

〕
こ
そ
、
今
回
の
探
究
が
調
べ
よ
う
と
す
る
対
象
で
あ
る
」
と
い
う
言

葉
を
紹
介
し
、
本
試
論
は
「
テ
ク
ス
ト
と
生
と
の
〈
あ
い
だ
〉」
に
あ
る
「
こ
の
無
主
の
地
」
を
探
索
す
る
企
図
の
端
緒
を
開
く
た
め
の
予

備
的
考
察
で
あ
る
と
の
意
気
込
み
を
語
っ
た
。
日
本
語
に
お
い
て
も
、
こ
の
「
無
主
の
地
」
を
名
指
す
試
み
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
が

─
中

原
中
也
の
「
名
辞
以
前
の
世
界
」
や
西
郷
信
綱
の
「〔
前
論
理
的
な
〕
未
分
の
混
沌
た
る
全
体
性
」
な
ど

─
な
か
で
も
そ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ

と
し
て
実
に
し
っ
く
り
く
る
も
の
に
、
井
筒
俊
彦
の
記
述
が
あ
る

─

だ
が
、
実
は
、
言
語
は
、
従
っ
て
文
化
は
、
こ
う
し
た
社
会
制
度
的
固
定
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
表
層
次
元
の
下
に
、
隠
れ
た

深
層
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
言
語
的
意
味
は
、
流
動
的
、
浮
動
的
な
未
決
定
性
を
示
す
。
本
源
的
な
意
味
遊
動
の
世
界
。

（
中
略
）
縺
れ
合
い
、
絡
み
合
う
無
数
の
『
意
味
可
能
体
』
が
、
表
層
的
『
意
味
』
の
明
る
み
に
出
よ
う
と
し
て
、
言
語
意
識
の
薄
暮

の
な
か
に
相
鬩
ぎ
、
相
戯
れ
る
。『
無
名
』
が
、
い
ま
ま
さ
に
『
有
名
』
に
転
じ
よ
う
と
す
る
微
妙
な
中
間
地
帯
。
無
と
有
の
あ
い
だ
、

無
分
節
と
有
分
節
と
の
狭
間
に
、
何
か
さ
だ
か
な
ら
ぬ
も
の
の
面
影
が
仄
か
に
揺
ら
ぐ
。

 
（「
文
化
と
言
語
ア
ラ
ヤ
識
」『
意
味
の
深
み
へ
』
一
七
二
頁
）

 
 

本
試
論
の
前
半
で
主
題
的
に
取
り
扱
っ
た
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
記
号
分
析
〔la sém

analyse

〕
の
用
語
で
い
え
ば
「
ジ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
」

─
の
ち
に
「
ル
・
セ
ミ
オ
テ
ィ
ッ
ク
〔le sém

iotique

〕」「
コ
ー
ラ
〔chora

〕」
と
し
て
展
開
さ
れ
る

─
が
同
様
の
「
言
語
存
在
の
な
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か
で
意
味
を
産
み
出
し
て
ゆ
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
の
萌
芽

0

0

〔les germ
es

〕
が
集
ま
っ
て
く
る
地
帯
〔zone

〕」（『
セ
メ
イ
オ
チ
ケ　

一
』
一
〇
頁
）
を

理
論
化
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
動
的
な
「
過
程
＝
訴
訟
〔procès

〕」「
踏
破
〔parcours

〕」
と
し
て
、
ま
た
、
あ
る
種
の
〔
潜
勢

的
な
〕「
空
間
」
と
の
か
か
わ
り
で
語
ら
れ
る
こ
と
を
つ
け
足
し
て
お
き
た
い

─
「
ジ
ェ
ノ
＝
テ
ク
ス
ト
は
あ
る
空
間
を
作
り
出
す
欲
動

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
た
だ
ひ
と
つ
の
移
動
形
態
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
空
間
と
は
、
そ
の
な
か
で
、
主
体
は
い
ま
だ
、
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
を

生
じ
さ
せ
る
た
め
に
か
き
消
え
て
ゆ
く
断
層
の
は
い
っ
た
統
一
体
で
は
な
く
て
、
生
物
的
、
社
会
的
拘
束
を
う
け
て
疎
通
と
標
識
か
ら
な
る

過プ
ロ
セ程

に
よ
っ
て
あ
る
が
ま
ま
の
姿
で
産
出
さ
れ
る
よ
う
な
空
間
で
あ
る
」（『
詩
的
言
語
の
革
命
』
八
八
頁
、
翻
訳
は
適
宜
変
更
し
た
）。

 
 

た
だ
し
筆
者
は
、
こ
の
〈
あ
い
だ
〉
の
領
域
を
、
井
筒
の
よ
う
に
深
─
浅
の
構
造
論
的
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
内
在
平
面
上
に

開
か
れ
る
〈
と
な
り
（parà

）〉
の
空
間
と
し
て
思
考
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。「
深
さ
」
の
隠
喩
が
、
と
も
す
る
と
、
あ

る
種
の
「
超
越
」
の
契
機
を
呼
び
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
お
そ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
劇
場
的
な
比
喩
を
用
い
れ
ば
、〈
あ
い
だ
〉
は
、
舞
台

の
奈
落
に
あ
っ
て
下
支
え
（sub-stantia

）
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
舞
台
上
で
コ
ロ
ス
が
劇
を
中
断
し
聴
衆
に
直
接
語
り
か

け
る
パ
ラ
バ
ー
シ
ス
〔parabasis
〕＝〈
と
な
り
〉
の
空
間
に
、
不
意
に
開
か
れ
る
領
域
で
あ
る
（
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
風
に
言
え
ば
、「
偏

差
」（
水
平
的
〈
と
な
り
〉）
が
「
別
の
次
元
」（
垂
直
的
〈
あ
い
だ
〉）
を
不
意
に
「
開
く
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
の
「
垂
直
的

〈
あ
い
だ
〉」
と
は
あ
く
ま
で
「
別
の
次
元
」
と
こ
の

0

0

次
元
と
の
接
触
の
痕
跡
と
し
て
こ
の

0

0

平
面
＝
舞
台
上
に
現
れ
る
も
の
で
、
決
し
て
「
深

さ
」
や
「
高
さ
」
と
い
っ
た
属
性
で
表
わ
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
）。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
本
試
論
の
内
容
と
も
密
接
に
か
か
わ
る
「
パ
ロ

デ
ィ
〔parà-oiden

＝
歌
の
と
な
り
〕」
の
空
間
で
も
あ
る

─
「
パ
ロ
デ
ィ
と
は
、
言
語
と
存
在
の
と
な
り
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
、

あ
る
い
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
言
説
の
そ
れ
ら
自
身
の
と
な
り
に
あ
る
存
在
に
つ
い
て
の
理
論

─
お
よ
び
実
践

─
で
あ

る
。（
中
略
）
も
し
存
在
論
が

─
多
か
れ
少
な
か
れ
幸
福
な

─
言
語
活
動
と
世
界
と
の
関
係
で
あ
る
な
ら
、
パ
ロ
デ
ィ
は
、
準
存
在
論

〔paraontologia

〕
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
言
語
が
事
物
に
到
達
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
と
、
事
物
が
自
ら
の
名
前
を
見
出
す
こ
と
の
不
可
能

性
を
表
現
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
空
間

─
文
学

─
に
は
、
必
然
的
に
、
ま
た
神
学
的
に
、
喪
と
嘲
笑
が
記
さ
れ
て
い
る
（
論

理
学
の
空
間
に
沈
黙
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
）。
し
か
し
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
は
言
語
活
動
の
唯
一
可
能
な
真
実
と
思
わ
れ

る
も
の
を
証
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（
ア
ガ
ン
ベ
ン
「
パ
ロ
デ
ィ
」『
涜
神
』
七
〇
～
七
一
頁
）。

 
 

な
お
、「
超
越
／
内
在
」
に
か
ん
し
て
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
《
例
外
状
態
》
理
論
が
孕
む
本
質
的
な
問
題
を
剔

抉
し
て
い
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、「
自
ら
を
憲
法
へ
と
構
成
す
る
権
力
」
と
「
憲
法
へ
と
構
成
さ
れ
た
権
力
」
と
の
対
置
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
的



“Immature poets imitate; mature poets steal”（三原）
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な
「
産
出
す
る
自
然
〔natura naturans

〕」
と
「
産
出
さ
れ
た
自
然
〔natura naturata

〕」
と
の
対
置
の
あ
い
だ
に
類
比
関
係
を
見
出

し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、「
見
か
け
上
そ
う
見
え
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
」
と
喝
破
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
前
者
に
絶
対
的

な
超
越
性
を
認
め
る
の
に
た
い
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
「
絶
対
的
に
互
い
が
互
い
に
内
在
し
て
い
る
と
い
う
関
係
」
で
あ

り
、
一
切
の
超
越
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
す
る
（『
例
外
状
態
』
七
二
～
七
三
頁
）。
本
試
論
の
筆
者
は
、
こ
の
ス
ピ
ノ
ザ
＝
ア
ガ
ン
ベ
ン
的

立
場
に
も
と
づ
き
、〈
生
〉
と
〈
テ
ク
ス
ト
〉
と
が
絶
対
的
に
内
在
す
る
関
係
に
あ
り
、
な
お
か
つ
そ
の
関
係
は
決
し
て
固
定
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
〈
と
な
り
〉
で
、
不
意
に
、〈
あ
い
だ
〉
の
領
域
を
開
き
つ
づ
け
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

〔
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献
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／
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四
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／
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／
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／
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Ｗ
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／
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〇
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〇
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／
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冒
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／
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／
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Ｗ
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光
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〇
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・
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／
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─
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い
て
（
上
）（
下
）』（
現
代
思
潮
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一
九
七
二
年
）。

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
／
高
橋
允
昭
訳
『
ポ
ジ
シ
オ
ン
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青
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〇
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〇
年
）。
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／
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ほ
か
訳
『
有
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責
任
会
社
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法
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大
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出
版
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、
二
〇
〇
二
年
）。
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ッ
ク
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ダ
／
合
田
正
人
ほ
か
訳
『
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
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差
異
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
三
年
）。

ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
／
宇
波
彰
訳
『
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
四
年
）。

ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
／
工
藤
喜
作
ほ
か
訳
『
ス
ピ
ノ
ザ
と
表
現
の
問
題
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
一
年
）。

ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
／
宇
野
邦
一
訳
『
ア
ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ
プ
ス　

資
本
主
義
と
分
裂
症
』（
河
出
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
）。

ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
／
財
津
理
訳
『
差
異
と
反
復
』（
河
出
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
）。
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ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
／
宇
野
邦
一
訳
『
フ
ー
コ
ー
』（
河
出
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
）。

ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
、
宮
林
寛
訳
『
記
号
と
事
件
』（
河
出
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
）。

ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
／
土
田
知
則
訳
『
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
）。

ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
／
富
山
太
佳
夫
ほ
か
訳
『
理
論
へ
の
抵
抗
』（
国
文
社
、
一
九
九
二
年
）。

ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
／
大
西
雅
一
郎
訳
『
脱
閉
域　

キ
リ
ス
ト
教
の
脱
構
築　

一
』（
現
代
企
画
室
、
二
〇
〇
九
年
）。

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
／
小
倉
志
祥
訳
『
反
時
代
的
考
察
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
三
年
）。

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
／
渡
邊
二
郎
訳
『「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
七
年
）。

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
／
花
輪
光
訳
『
物
語
の
構
造
分
析
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
九
年
）。

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
／
花
輪
光
訳
『
言
語
の
ざ
わ
め
き
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
七
年
）。

廣
瀬
浩
司
「
次
元
の
開
け
と
し
て
の
制
度
化

─
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
歴
史
論
」（『
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
研
究
』
第
一
八
号
、
二
〇
一
四
年
、

六
五
～
七
八
頁
）。

廣
松
渉
「
世
界
の
共
同
主
観
的
存
在
構
造
」（『
廣
松
渉
哲
学
論
集
』
熊
野
純
彦
編
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
九
年
）。

マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
／
井
上
究
一
郎
訳
『
プ
ル
ー
ス
ト
全
集
一
〇　

失
わ
れ
た
時
を
求
め
て　

第
七
篇　

見
出
さ
れ
た
時
』（
筑
摩
書
房
、

一
九
八
九
年
）。

ハ
ロ
ル
ド
・
ブ
ル
ー
ム
／
小
谷
野
敦
ほ
か
訳
『
影
響
の
不
安

─
詩
の
理
論
の
た
め
に
』（
新
曜
社
、
二
〇
〇
四
年
）。

ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
／
河
野
与
一
訳
『
思
想
と
動
く
も
の
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
八
年
）。

ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
／
合
田
正
人
ほ
か
訳
『
物
質
と
記
憶
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
）。

ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
／
原
章
二
訳
『
精
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
一
二
年
）。

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
／
浅
井
健
二
郎
編
訳
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

一　

近
代
の
意
味
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
五
年
）。

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
／
浅
井
健
二
郎
編
訳
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

二　

エ
ッ
セ
イ
の
思
想
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九

六
年
）。

細
見
和
之
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
」
を
読
む
─
─
言
葉
と
語
り
え
ぬ
も
の
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）。

ル
イ
ス
・
ホ
ル
ヘ
・
ボ
ル
ヘ
ス
／
木
村
榮
一
郎
編
訳
「
カ
フ
カ
と
そ
の
先
駆
者
た
ち
」（『
ボ
ル
ヘ
ス
・
エ
ッ
セ
イ
集
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
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二
〇
一
三
年
）。

三
原
芳
秋
「M

etoikos

た
ち
の
帝
国

─
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
、
西
田
幾
多
郎
、
崔
載
瑞
」（『
社
会
科
学
』
四
〇
巻
四
号
、
二
〇
一
一
年
、

一
～
四
二
頁
）。

モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
／
竹
内
芳
郎
ほ
か
訳
「
間
接
的
言
語
と
沈
黙
の
声
」（『
シ
ー
ニ
ュ　

一
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
九
年
）。

モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
／
滝
浦
静
雄
・
木
田
元
訳
『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の　

付
・
研
究
ノ
ー
ト
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
八

九
年
）。

森
田
亜
紀
『
芸
術
の
中
動
態
─
─
受
容
／
制
作
の
基
層
』（
萌
書
房
、
二
〇
一
三
年
）。

ロ
マ
ー
ン
・
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
／
川
本
茂
雄
監
修
『
一
般
言
語
学
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三
年
）。

ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
／
久
米
博
訳
『
記
憶
・
歴
史
・
忘
却
』（
新
曜
社
、〈
上
〉
二
〇
〇
四
年
〈
下
〉
二
〇
〇
五
年
）。

ミ
カ
エ
ル
・
リ
フ
ァ
テ
ー
ル
／
斎
藤
兆
史
訳
『
詩
の
記
号
論
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）。
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