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る
類
の
表
象
機
能
を
解
除
す
る
要
請
で
あ
る
。
ド
・
マ
ン
は
こ
れ
を
カ
ン

ト
の
「
形
式
主
義
」
あ
る
い
は
「
唯
物
論
」
と
呼
ん
で
い
る
。「
現
に
見

る
が
ま
ま
に
世
界
を
眺
め
る
カ
ン
ト
の
ま
な
ざ
し
は
、
指
示
作
用
や
記
号

現
象
と
い
っ
た
概
念
を
い
っ
さ
い
考
慮
し
な
い
、
絶
対
的
で
徹
底
的
な
形

式
主
義
な
の
で
あ
る
。〔
…
…
〕
崇
高
の
力
学
に
お
い
て
美
的
判
断
力
に

生
命
を
吹
き
込
む
徹
底
的
な
形
式
主
義
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
唯
物
論

の
こ
と
な
の
で
あ
る
」（A

esthetic Ideology 128

）。

　

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
詩
人
は
こ
の
「
唯
物
論
」

だ
け
を
実
践
す
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド
・
マ
ン
は
ま

っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
が
、
詩
人
は
そ
れ
と
は
逆
に
「
理
念
の
描
出
」
に

資
す
る
活
動
も
す
る
。「
詩
人
は
、
聖
人
の
住
む
天
国
、
地
獄
、
永
遠
、

天
地
創
造
な
ど
の
不
可
視
の
存
在
者
の
理
性
諸
理
念
を
あ
え
て
感
性
化
し

　

カ
ン
ト
の
崇
高
論
に
は
、
相
反
す
る
二
つ
の
原
理
が
働
い
て
い
る
。
わ

れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
経
験
的
な
表
象
能
力
を
超
え
た
、
構
想
力
を
そ
の

限
界
ま
で
緊
張
さ
せ
る
自
然
を
前
に
し
た
と
き
、
そ
れ
を
超
感
性
的
な
理

念
の
表
示
と
思
い
込
み
、
あ
る
種
の
高
揚
感
を
覚
え
る
こ
と
が
あ
る
。
カ

ン
ト
は
そ
の
よ
う
な
思
い
込
み
を
生
じ
さ
せ
る
対
象
を
崇
高
な
も
の
と
呼

ん
だ
。
崇
高
は
そ
の
意
味
で
「
理
念
の
描
出
」
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
彼

の
崇
高
論
に
は
、
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
（Paul de M

an

）
が
強
調
し
た

よ
う
に
、
そ
う
し
た
「
ロ
マ
ン
主
義
的
な
崇
高
」
に
あ
ら
が
う
側
面
が
あ

る
。
カ
ン
ト
は
、
た
と
え
ば
大
洋
を
崇
高
と
呼
ぶ
場
合
に
は
「
詩
人
が
行

う
よ
う
に
、
大
洋
を
た
ん
に
外
観
の
示
す
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」（「
美
感
的
反
省
的
判
断
の
解
明
に
対
す
る
一
般
的
注

解
」）
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
理
念
の
描
出
」
は
も
と
よ
り
あ
ら
ゆ
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理
念
の
対
応
物
で
あ
る
」（
第
四
九
節
）
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
定

義
に
み
ら
れ
る
「
反
省
の
形
式
」
の
あ
い
だ
に
こ
う
し
た
類
比
関
係
が
成

り
た
つ
か
ら
で
あ
る
。
詩
人
が
理
性
理
念
を
感
性
化
し
う
る
の
は
、
詩
人

が
こ
う
し
た
象
徴
と
し
て
の
美
感
的
理
念
を
産
出
す
る
「
構
想
力
の
才

能
」
に
恵
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
の
い
う
詩
人
は
た
ん
に
「
理
念
の
描
出
」
を
す
る
の
で
は
な
い

し
、
た
ん
に
「
現
に
見
る
が
ま
ま
に
世
界
を
眺
め
る
」
の
で
も
な
い
。
カ

ン
ト
は
詩
人
に
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ

の
二
つ
の
営
為
は
と
も
に
詩
人
の
行
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、

詩
人
は
一
方
で
美
感
的
理
念
を
産
出
し
つ
つ
他
方
で
そ
れ
を
解
消
す
る
、

自
己
批
判
的
な
実
践
の
担
い
手
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ド
・
マ
ン
は
「
あ

ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
の
範
型
は
ひ
と
つ
の
比
喩
形
象a figure

（
あ
る
い
は

比
喩
形
象
の
体
系
）
と
そ
の
脱
構
築
か
ら
成
り
た
っ
て
い
る
」（A

llego-

ries 
205

）
と
い
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
カ
ン
ト
の
い
う
詩
人
が
書

く
テ
ク
ス
ト
以
上
に
、
こ
の
範
型
を
具
現
す
る
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
（Fredric 

Jam
eson

）
は
一
九
八

一
年
に
書
か
れ
た
ハ
ン
ス＝

ユ
ル
ゲ
ン
・
ジ
ー
バ
ー
ベ
ル
ク
論
の
な
か
で
、

モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
「
本
質
的
差
異
」
を
芸
術
と
そ
れ

が
主
張
す
る
「
真
理
内
容
」
と
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
説
明
し
て
い
る
。

古
典
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
宗
教
に
よ
っ
て
担
わ
れ
な
く
な
っ
た
場
や
機
能

よ
う
と
す
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
経
験
の
う
ち
で
た
し
か
に
実
例
が
見
出

さ
れ
る
も
の
、
た
と
え
ば
死
、
嫉
妬
、
あ
ら
ゆ
る
悪
徳
、
同
じ
く
愛
、
名

声
な
ど
も
経
験
の
制
限
を
超
え
て
、
最
大
の
も
の
を
達
成
し
た
理
性
の
前

例
に
張
り
合
お
う
と
す
る
構
想
力
を
介
し
て
、
自
然
の
う
ち
に
は
実
例
が

見
出
さ
れ
な
い
完
璧
さ
の
う
ち
で
あ
え
て
感
性
化
し
よ
う
と
す
る
。
ま
た
、

美
感
的
諸
理
念
の
能
力
が
最
大
限
に
示
さ
れ
う
る
の
は
、
本
来
こ
の
詩
芸

術
の
う
ち
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
能
力
は
、
そ
れ
だ
け
と
し
て
み
れ
ば
、

も
と
も
と
一
つ
の
才
能
（
構
想
力
の
）
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」（
第
四

九
節
）。
理
念
は
定
義
上
感
性
化
で
き
な
い
。
で
は
、
詩
人
に
は
な
ぜ
そ

れ
が
で
き
る
の
か
。
カ
ン
ト
は
、「
理
念
に
は
適
合
し
て
直
観
が
与
え
ら

れ
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
で
き
な
い
」
が
「
理
性
の
み
が
考
え
う
る
だ
け
で
、

感
性
的
直
観
は
そ
れ
に
適
合
で
き
な
い
概
念
の
根
底
に
あ
る
種
の
直
観
が

置
か
れ
る
」（
第
五
九
節
）
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
そ
の
よ
う

な
直
観
を
象
徴
と
呼
ん
だ
。
カ
ン
ト
の
い
う
象
徴
は
概
念
と
直
観
と
の
あ

い
だ
の
感
性
的
、
知
覚
的
な
類
似
性
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
象
徴
に

お
い
て
は
、
あ
る
概
念
に
関
す
る
「
反
省
の
形
式
」
と
あ
る
直
観
に
関
す

る
「
反
省
の
形
式
」
と
が
合
致
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
理
性
理
念
と
美

感
的
理
念
の
関
係
に
も
い
え
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
卓
抜
な
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ

を
借
り
れ
ば
、
理
性
理
念
は
「
い
か
な
る
直
観
も
適
合
で
き
な
い
よ
う
な

概
念
」
で
あ
り
、
美
感
的
理
念
は
「
い
か
な
る
概
念
も
適
合
で
き
な
い
よ

う
な
直
観
」
で
あ
る
（
一
一
五
）。
カ
ン
ト
が
「
美
感
的
理
念
は
、
理
性
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ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
表
象
の
問
題
を
宗
教
と
の
ア

ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
が
、
わ
た
し
の
考
え
で
は
彼
が
暗
に

依
拠
し
て
い
る
の
は
カ
ン
ト
で
あ
る
。「
表
象
不
可
能
な
真
理
」
の
表
象

と
い
う
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
逆
説
は
、
感
性
化
不
可
能
な
理
性
理
念
の
感
性
化

と
い
う
美
感
的
理
念
の
逆
説
を
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表

象
の
要
請
に
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
象
徴
を
も
っ
て
応
え
る
し
か
な
い
。

要
す
る
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
い
う
「
真
理
内
容
」
の
「
形
象
化
」
は
理

性
理
念
の
象
徴
化
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
宗
教
的
意
味
あ
い
の
濃
い
「
精

神spirit

」
に
関
す
る
言
及
も
カ
ン
ト
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
カ
ン
ト
が
強
調
し
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
神
学
的
伝
統
お

よ
び
そ
の
後
釜
に
座
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
、
表
象
か
ら
「
精
神
」
が

失
わ
れ
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
る
の
だ
と
し
て
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
保

持
さ
れ
る
の
か
。
答
え
は
す
で
に
出
て
い
る
。
表
象
は
美
感
的
理
念
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
芸
術
作
品
の
な
か
に
は
芸
術
と
し
て
の

体
裁
を
具
え
て
い
て
も
「
精
神
を
欠
い
た
」
も
の
が
あ
る
、
と
い
っ
て
い

る
。
カ
ン
ト
の
い
う
「
精
神
」
は
、
構
想
力
が
も
つ
「
美
感
的
諸
理
念
を

描
出
す
る
能
力
」
を
意
味
す
る
。
表
象
の
場
で
「
文
字
と
精
神
の
弁
証

法
」
な
る
も
の
が
生
ま
れ
る
の
は
、
こ
の
能
力
の
た
め
で
あ
る
。「
一
言

で
言
え
ば
、
美
感
的
理
念
と
は
、
あ
る
与
え
ら
れ
た
概
念
に
連
れ
添
え
ら

れ
た
構
想
力
の
表
象
で
あ
る
。
こ
の
表
象
は
、
構
想
力
の
自
由
な
使
用
で

を
わ
が
も
の
と
主
張
し
、
依
然
と
し
て
、
芸
術
作
品
を
通
じ
て
作
品
の

何
ら
か
の
真
正
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
内
在
的
に
表
現
さ
れ
る
と
い
う
信
念

か
ら
、
美
的
印
象
を
喚
起
す
る
力
を
引
き
出
し
て
い
る
。
ジ
ー
バ
ー
ベ

ル
ク
の
映
画
は
こ
の
古
典
的
な
、
い
ま
や
古
風
と
も
い
え
る
意
味
で
モ

ダ
ニ
ズ
ム
的
で
あ
る
。
し
か
し
ゴ
ダ
ー
ル
の
映
画
は
、
み
ず
か
ら
を
た

だ
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
つ
ま
り
真
理
内
容
を
も
た
な
い
表
象
、
そ
の

意
味
で
純
粋
な
表
層
あ
る
い
は
表
面
で
し
か
な
い
表
象
の
生
産
過
程
と

し
て
と
ら
え
て
い
る
点
で
、
断
固
と
し
て
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
で
あ

る
。
こ
の
信
念
こ
そ
ゴ
ダ
ー
ル
映
画
の
再
帰
性
の
も
と
で
あ
り
、
つ
ま

り
は
、
あ
ら
ゆ
る
表
象
の
拘
束
力
と
絶
対
的
地
位
を
破
壊
す
る
た
め
に

表
象
を
表
象
に
反
し
て
使
お
う
と
す
る
そ
の
決
意
の
も
と
で
あ
る
。

　

も
し
古
典
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
宗
教
の
世
俗
的
な
代
替
物
と
し
て
理
解

す
る
な
ら
ば
、
古
典
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
表
象
の
問
題
を
定
式
化
す
る
際

に
、
表
象
を
「
形
象
化figuration

」
と
し
て
、
文
字
と
精
神
の
弁
証

法
と
し
て
、
他
の
表
象
不
可
能
な
真
理
を
具
体
化
し
表
現
し
伝
達
す
る

「
絵
画
言
語
」
と
し
て
定
義
す
る
宗
教
的
用
語
を
取
り
入
れ
る
の
は
、

も
は
や
驚
き
で
は
な
い
。
こ
の
用
語
法
が
属
す
る
神
学
的
伝
統
に
と
っ

て
問
題
と
な
る
の
は
、
形
象
化
の
「
適
切
な
」
使
用
で
あ
り
、
ま
た
、

内
面
の
精
神
が
忘
却
さ
れ
歴
史
の
中
で
失
わ
れ
て
し
ま
う
外
面
性
へ
と

形
象
化
が
固
定
さ
れ
客
体
化
さ
れ
る
危
険
性
で
あ
る
。（
“ʻIn 

the 

destructive elem
ent im

m
erseʼ

” 75 

）
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と
み
な
す
こ
と
は
、「
大
洋
を
た
ん
に
外
観
の
示
す
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ

て
み
る
」
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。

　

カ
ン
ト
の
崇
高
論
の
二
つ
の
側
面
に
よ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
ポ
ス
ト
モ
ダ

ニ
ズ
ム
の
差
異
の
構
造
化
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
自
身
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強

化
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
ジ
ー
バ
ー
ベ
ル
ク
論
の
十
年
後
に
書
か
れ
た
「
モ

ダ
ニ
ズ
ム
と
帝
国
主
義
」
の
な
か
で
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
に
（
今
度
は
明

示
的
に
）
依
拠
し
な
が
ら
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
小
説
の
「
ス
タ
イ
ル
」
の
問
題

を
帝
国
主
義
と
い
う
歴
史
的
条
件
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
崇
高
は
現
象

（
感
覚
経
験
の
領
域
）
の
彼
方
（
ヌ
ー
メ
ノ
ン
、
物
自
体
）
や
構
想
力
に

よ
っ
て
は
総
括
で
き
な
い
現
象
の
全
体
を
理
念
と
し
て
思
い
描
く
理
性
の

欲
求
か
ら
生
ま
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
帝
国
主
義
と
い
う
歴
史
的
文
脈
に
そ

っ
て
い
え
ば
、
こ
う
な
る
だ
ろ
う
。
理
性
は
帝
国
と
い
う
想
像
を
超
え
た

広
漠
た
る
空
間
あ
る
い
は
英
国
本
国
の
生
活
に
と
っ
て
ヌ
ー
メ
ナ
ル
な
外

部
（「
植
民
地
の
人
々
」）
を
表
象
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
、
と
。
モ
ダ
ニ

ズ
ム
小
説
は
表
象
シ
ス
テ
ム
の
限
界
を
超
え
た
こ
の
要
求
に
応
え
よ
う
と

す
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
ス
タ
イ
ル
が
生
ま
れ
る
。
ジ
ェ

イ
ム
ソ
ン
は
Ｅ
・
Ｍ
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
『
ハ
ワ
ー
ズ
・
エ
ン
ド
』
に
お

け
る
「
カ
ン
ト
的
崇
高
」
を
惹
起
す
る
客
体
、「
無
限
」
と
い
う
理
念
を

表
出
す
る
「
グ
レ
ー
ト
・
ノ
ー
ス
・
ロ
ー
ド
」
を
例
に
と
り
な
が
ら
、
そ

の
原
理
を
こ
う
説
明
す
る
。「
表
象
お
よ
び
認
識
地
図
そ
の
も
の
は
「
全

体
性
へ
の
意
志
」
に
支
配
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
う
し
た
限
界
は
表
象
シ

は
部
分
表
象
の
お
び
た
だ
し
い
多
様
と
結
合
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
多
様

に
対
し
て
、
限
定
さ
れ
た
概
念
を
表
示
す
る
表
現
は
見
出
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
構
想
力
の
こ
の
表
象
は
、
あ
る
概
念

に
名
づ
け
が
た
い
多
く
の
も
の
を
付
け
加
え
て
考
え
さ
せ
る
の
で
あ
り
、

こ
の
名
づ
け
が
た
い
も
の
の
感
情
が
認
識
諸
能
力
を
活
気
づ
け
、
た
ん
な

る
文
字
と
し
て
の
言
語
と
精
神
と
を
結
び
つ
け
る
の
で
あ
る
」（
第
四
九

節
）。

　

先
に
引
用
し
た
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
ジ
ー
バ
ー
ベ
ル
ク
論
の
一
節
で
も
う

ひ
と
つ
興
味
深
い
と
こ
ろ
は
、「
ロ
マ
ン
主
義
的
」
象
徴
だ
け
で
な
く
形

式
主
義
的
「
唯
物
論
」
に
も
相
当
す
る
も
の
が
表
象
の
レ
ベ
ル
で
論
じ
ら

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。「〔
唯
物
論
的
な
〕
詩
人
の
言
語
に
は
」
と
ド
・
マ

ン
は
い
う
、「
ミ
メ
ー
シ
ス
や
反
省
が
と
も
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
け
っ

し
て
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
感
覚
経
験
と
知
性
〔
悟
性understand-

ing

〕
と
を
〔
…
…
〕
連
結
す
る
よ
う
な
意
味
で
の
知
覚
す
ら
と
も
な
っ

て
い
な
い
」（A

esthetic Ideology 128

）。「
反
省
」
が
な
け
れ
ば
、「
反

省
の
形
式
」
は
あ
り
え
な
い
。「
反
省
の
形
式
」
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
形

式
間
の
類
比
関
係
も
、
そ
れ
に
基
づ
く
象
徴
（
理
性
理
念
の
形
象
化
）
も

あ
り
え
な
い
。
同
じ
こ
と
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
が
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム

的
な
」
と
呼
ぶ
ゴ
ダ
ー
ル
映
画
に
も
い
え
る
。「
真
理
内
容
を
も
た
な
い

表
象
」
と
は
理
性
理
念
を
感
性
化
し
な
い
表
象
、
美
感
的
理
念
に
な
り
え

な
い
表
象
の
こ
と
で
あ
る
。
映
画
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
「
純
粋
な
表
層
」
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の
理
性
理
念
で
あ
り
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
ス
タ
イ
ル
は
そ
の
「
対
応
物
」
と

し
て
の
美
感
的
理
念
で
あ
る
、
ゆ
え
に
こ
の
理
性
理
念
を
欠
く
ジ
ョ
イ
ス

の
言
語
は
必
然
的
に
美
感
的
理
念
を
欠
く
の
だ
、
と
。
そ
う
な
る
と
、
ジ

ョ
イ
ス
を
モ
ダ
ニ
ス
ト
と
み
な
す
の
は
問
題
だ
ろ
う
。
実
際
ジ
ェ
イ
ム
ソ

ン
は
ジ
ョ
イ
ス
に
ス
タ
イ
ル
が
欠
け
て
い
る
理
由
を
説
明
す
る
な
か
で
、

ジ
ョ
イ
ス
を
モ
ダ
ニ
ズ
ム
で
は
な
く
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
側
に
位
置
づ

け
る
。

ひ
と
つ
に
は
、
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
に
見
ら
れ
る
空
間
の
詩
に
相
当
す
る
も

の
が
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。〔
…
…
〕
様
式
化
さ

れ
た
モ
ダ
ン
な
も
の
へ
と
発
展
し
て
い
く
個
人
的
ス
タ
イ
ル
は
、
初
期

ジ
ョ
イ
ス
の
な
か
に
見
出
せ
る
し
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ペ
イ
タ
ー
の
マ
ン

ネ
リ
ズ
ム
の
痕
跡
を
通
じ
て
特
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た

も
の
の
う
ち
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
に
お
い
て
生
き
残
っ
て
い
る
の
は
、
重

要
な
意
味
を
も
つ
副
詞
の
意
識
的
な
配
置
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の

点
で
は
、
何
ら
か
の
絶
対
的
主
体
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
ス
タ
イ
ル

は
こ
こ
で
は
消
滅
し
て
い
る
。
ジ
ョ
イ
ス
に
お
い
て
顕
著
な
言
葉
遊
び

と
言
語
実
験
は
む
し
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
視
点
の
彼
方
に
あ
る
、
非
個
人
的

な
文
の
接
合
お
よ
び
文
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き

で
あ
る
〔
…
…
〕。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
（
革
命
的
生
産
様
式
の
場

合
と
同
様
に
）
ジ
ョ
イ
ス
は
モ
ダ
ン
な
も
の
の
段
階
を
飛
び
越
え
て
完

ス
テ
ム
へ
と
折
り
返
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
シ
ス
テ
ム
は
そ
う
し
た

限
界
を
あ
る
イ
メ
ー
ジ
、
無
限
と
し
て
の
グ
レ
ー
ト
・
ノ
ー
ス
・
ロ
ー
ド

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
刻
印
す
る
。
か
く
し
て
新
た
な
空
間
的
言
語

―
モ
ダ
ニ
ス
ト
の
「
ス
タ
イ
ル
」

―
が
表
象
不
可
能
な
全
体
性

〔
…
…
〕
の
し
る
し
お
よ
び
代
理
物
と
な
る
」（
“Modernism

 
and 

Im
perialism

” 163

）。
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
こ
の
議
論
の
帰
結
と
し
て
、

帝
国
モ
ダ
ニ
ズ
ム
（
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
）
と
植

民
地
モ
ダ
ニ
ズ
ム
（
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
）
の
差
異
を
、
後
者
に
お

け
る
「
全
体
性
へ
の
意
志
」
の
不
在
と
い
う
視
点
か
ら
と
ら
え
て
い
る
。

ジ
ョ
イ
ス
文
学
の
舞
台
ダ
ブ
リ
ン
は
、
植
民
地
の
都
市
で
あ
る
以
上
、
帝

都
ロ
ン
ド
ン
と
は
違
い
原
理
的
に
現
象
の
彼
方
（
物
自
体
）
と
し
て
の
帝

国
主
義
を
も
た
な
い
。
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
考
え
で
は
、
そ
れ
ゆ
え
『
ユ
リ

シ
ー
ズ
』（
一
九
二
二
年
）
に
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
「
ス
タ
イ
ル
」
を
規
定

す
る
「
空
間
の
詩
」
が
欠
け
る
こ
と
に
な
る
。「『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
に
お
い

て
空
間
は
象
徴
化
さ
れ
な
く
と
も
閉
じ
ら
れ
、
意
味
を
得
ら
れ
る
。
空
間

は
植
民
地
と
い
う
状
況
下
に
あ
る
た
め
客
観
的
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
詩
と
ス
タ
イ
ル
の
不
在
と
い
う
ジ
ョ
イ
ス
の
言
語
の
特
性
が
こ

こ
か
ら
生
ま
れ
る
」（165

）（1
）。

　

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
再
度
「
ロ
マ
ン
主
義
的
な
崇
高
」
と
同
型
の
逆
説

（
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
表
象
不
可
能
な
理
念
を
表
象
す
る
）
を
手
に
し
て
い
る
。

ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
結
局
こ
う
い
っ
て
い
る
に
等
し
い
。
帝
国
主
義
は
一
種
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な
っ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
」（
“Postm

odernism
 

and 

Consum
er 

Society

” 142

）。
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
さ
ら
に
こ
の
「
再
編

成
」
を
資
本
主
義
の
帝
国
主
義
段
階
か
ら
多
国
籍
資
本
主
義
段
階
へ
の
発

展
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
と
も
あ
れ
こ
の
考

え
方
に
し
た
が
え
ば
、
ジ
ョ
イ
ス
に
み
ら
れ
る
パ
ス
テ
ー
シ
ュ
の
よ
う
な

ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
特
性
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
期
に
あ
っ
て
は
「
二
次
的

な
」
も
の
と
な
る
。
で
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
「
支
配
的
な
特
性
」
の
ほ
う

は
ジ
ョ
イ
ス
に
十
全
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
の
か
。
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
い
い

方
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
彼
は
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
以
前
の
「
初
期
ジ
ョ
イ

ス
」
に
ス
タ
イ
ル
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
を
「
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
」
と
呼

ん
で
い
る
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
的
に
い
え
ば
、
初
期
ジ
ョ
イ
ス
は
芸
術
の
体

裁
（
ペ
イ
タ
ー
的
な
美
文
）
を
そ
な
え
つ
つ
も
「
精
神
」
を
欠
い
て
い
る
、

と
い
う
意
味
に
も
と
れ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
議
論
は
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ

て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
こ
で
は
、
ジ
ョ
イ
ス
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム

の
特
性
を
明
確
に
も
つ
が
、
時
代
区
分
と
し
て
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に

入
れ
ら
れ
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
ジ
ョ
イ
ス
は
時
代
区
分
と
し
て
は
モ
ダ

ニ
ズ
ム
に
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
特
性
を
積
極
的
に
も

た
な
い
の
で
あ
る
。

　

わ
た
し
は
こ
の
ア
ポ
リ
ア
に
対
す
る
応
答
と
し
て
、「
初
期
ジ
ョ
イ
ス
」

に
は
「
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
」
と
は
異
質
の
（
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
的
な
意
味
で
）

真
正
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
見
出
せ
る
と
主
張
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
だ
が
、

全
な
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
達
す
る
と
い
う
認
識
を
折
に
ふ
れ
い
だ
く

こ
と
に
な
る
。〈
太
陽
神
の
牛
〉
に
お
け
る
文ス
タ
イ
ル体
の
パ
ス
テ
ー
シ
ュ
は

文
体
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
自
体
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、

英
文
学
の
文
体
、
帝
国
の
占
領
軍
の
文
体
を
列
挙
し
て
み
せ
る
。

（
“Modernism

 and Im
perialism

” 165

）

先
の
古
典
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム
／
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
差
異
を
め
ぐ
る
議
論

と
の
対
応
関
係
は
明
ら
か
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
『
ハ
ワ
ー
ズ
・
エ

ン
ド
』
が
ジ
ー
バ
ー
ベ
ル
ク
の
映
画
に
相
当
す
る
と
す
れ
ば
、
ジ
ョ
イ
ス

の
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
は
ゴ
ダ
ー
ル
の
映
画
に
相
当
す
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
議
論
は
あ
る
問
題
を
か
か
え
て
い
る
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
／

ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
原
理
的
差
異
で
あ
る
と
同
時
に
時
代
区
分
で
も
あ

る
。
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
（
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
も
）
ジ
ョ
イ
ス
を
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
代
表
格
と
み
な
し
て
い
る
。
す
る
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
す
で
に

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
な
か
に
胚
胎
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
前
者
の

概
念
は
な
ぜ
必
要
な
の
か
。
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
答
え
る
。「〔
…
…
〕
時
代

間
に
根
本
的
断
絶
が
置
か
れ
る
の
は
、
あ
る
時
代
の
内
容
が
完
全
に
変
化

し
て
し
ま
う
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
既
存
の
諸
要
素
の
い
く
つ
か
が
再

編
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
〔
…
…
〕。
す
な
わ
ち
、
以
前
の
時
代
あ
る
い

は
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
従
属
的
で
あ
っ
た
特
性
が
、
今
や
支
配
的
な
特

性
と
な
っ
た
り
、
ま
た
以
前
支
配
的
で
あ
っ
た
も
の
が
二
次
的
な
も
の
に
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ル
・
コ
ン
ロ
イ
と
妻
グ
レ
タ
は
叔
母
姉
妹
の
主
催
す
る
晩
餐
会
に
や
っ
て

来
る
。
一
連
の
平
凡
な
出
来
事
の
あ
と
で
ゲ
イ
ブ
リ
エ
ル
に
エ
ピ
フ
ァ
ニ

ー
的
な
瞬
間
が
訪
れ
る
。
グ
レ
タ
は
晩
餐
会
の
終
了
後
、
一
階
へ
の
階
段

を
降
り
る
途
中
、
二
階
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
歌
声
に
耳
を
傾
け
る
。
夫
は

思
う
。「
暗
が
り
の
階
段
に
立
ち
、
遠
く
の
音
楽
に
耳
を
傾
け
て
い
る
女

は
い
っ
た
い
何
の
象
徴
だ
ろ
う
。
も
し
自
分
が
画
家
だ
っ
た
ら
、
そ
の
姿

の
彼
女
を
描
く
だ
ろ
う
」（1152︲4

）（2
）。
だ
が
、
こ
の
夜
二
人
が
宿
泊
す

る
ホ
テ
ル
の
部
屋
の
場
面
で
は
、
グ
レ
タ
が
こ
の
と
き
フ
ュ
ア
リ
ー
と
い

う
十
七
歳
で
死
ん
だ
「
ガ
ス
工
場
で
働
く
男
の
子
」（1477

）
を
思
い
出

し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
夫
は
屈
辱
を
感
じ
る
。
自
分
が
妻
と
の
思

い
出
に
満
た
さ
れ
て
い
る
い
ま
こ
の
と
き
、
妻
は
自
分
を
別
の
男
と
比
較

し
て
い
る
の
だ
、
と
。
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
夫
は
死
を
め
ぐ
る
内

省
に
入
っ
て
い
く
。
終
結
部
で
は
彼
の
意
識
が
自
由
間
接
話
法
を
通
じ
て

描
出
さ
れ
る
。

〔
妻
に
対
す
る
寛
容
の
〕
涙
は
目
の
中
で
さ
ら
に
あ
ふ
れ
、
自
分
が
片

隅
の
暗
が
り
の
中
で
若
い
男
の
姿
が
雨
の
雫
の
滴
る
木
の
下
に
立
っ
て

い
る
情
景
を
目
に
し
て
い
る
、
と
想
像
し
て
み
る
。
他
の
者
の
姿
も
近

く
に
あ
る
。
自
分
の
魂
は
大
勢
の
死
者
た
ち
の
群
が
る
あ
の
領
域
に
近

づ
い
て
い
る
。
そ
の
気
ま
ぐ
れ
に
揺
ら
め
い
て
い
る
存
在
を
意
識
し
た

が
、
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
分
の
正
体
も
灰
色
の
得

そ
れ
に
よ
っ
て
ジ
ョ
イ
ス
が
原
理
的
に
も
時
代
区
分
的
に
も
モ
ダ
ニ
ズ
ム

に
お
さ
ま
る
と
い
い
た
い
の
で
は
な
い
。「
ジ
ョ
イ
ス
は
完
全
な
ポ
ス
ト

モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
達
す
る
」
と
い
う
判
断
に
異
論
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た

だ
し
こ
の
判
断
が
時
代
区
分
的
な
概
念
か
ら
は
絶
対
に
出
て
こ
な
い
も
の

で
あ
る
以
上
、
ジ
ョ
イ
ス
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム

の
共
存
、
あ
る
い
は
前
者
か
ら
後
者
へ
の
移
行
は
、
歴
史
的
と
い
う
よ
り

原
理
的
に
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
解
明
の
糸
口
は
ジ
ョ
イ
ス
の
モ
ダ

ニ
ズ
ム
に
逆
説
的
に
胚
胎
さ
れ
た
脱
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
運
動
に
あ
る
。
わ

た
し
は
こ
の
運
動
を
、
ド
・
マ
ン
の
ひ
そ
み
に
な
ら
い
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の

「
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
初
期
ジ
ョ
イ
ス
」
と
は
実
質
的
に
は
短
編
集
『
ダ
ブ
リ
ン
の
市
民
』

（
一
九
一
四
年
）
と
小
説
『
若
き
日
の
芸
術
家
の
肖
像
』（
一
九
一
六
年
）

を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、
後
者
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
「
形
象
化
」
の

問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
「
自
由
」
と
い
う
理
念
の
象
徴
化
と
そ
の
不
可
能
性

と
い
う
視
点
か
ら
す
で
に
別
稿
で
論
じ
て
い
る
の
で
（「
象
徴
の
狡
知
」）、

こ
こ
で
は
前
者
の
掉
尾
を
飾
る
「
死
者
た
ち
」（
“The 

D
ead

”）
の
、

「
批
評
家
に
と
っ
て
の
急
所
」（Scholes and Litz 291

）
と
呼
ば
れ
る

終
結
部
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
す
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
は
ま
さ

に
「
客
観
的
に
閉
じ
ら
れ
て
」
い
な
い
非
感
性
的
な
空
間
が
象
徴
化
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
物
語
は
以
下
の
よ
う
に
進
行
す
る
。
ゲ
イ
ブ
リ
エ
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に
帰
す
る
」
場
面
と
し
て
と
ら
え
る
批
評
家
が
い
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
主

人
公
の
「
個
性
」
は
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
全
身
麻
痺
を
象
徴
化
す
る
雪
の

な
か
で
失
わ
れ
る
」。
他
方
に
は
、
こ
の
部
分
に
「
麻
痺
」
の
乗
り
越
え

を
読
み
と
る
批
評
家
が
い
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
主
人
公
は
「
自
己
認
識
」

を
得
て
「
人
類
全
体
に
対
す
る
無
私
の
意
識
」
に
到
達
す
る
（Scholes 

and Litz 291

）。
つ
ま
り
問
題
と
な
る
の
は
、
主
人
公
が
「
ダ
ブ
リ
ン
と

い
う
不
毛
で
麻
痺
し
た
世
界
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
、
ナ
ル
シ
シ

ズ
ム
の
閉
域
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
ま
ま
な
の
か
ど
う
か
」（Schw

arz 

77 

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
の
二
律
背
反

―
主
人
公
は
麻
痺

を
超
越
し
て
い
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
と
、
彼
は
麻
痺
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う

ア
ン
チ
テ
ー
ゼ

―
は
、
質
的
に
異
な
る
二
つ
の
空
間
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
て
い
る
。
テ
ー
ゼ
は
人
類
全
体
と
い
う
普
遍
的
空
間
に
、
ア
ン
チ
テ
ー

ゼ
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
い
う
特
殊
な
空
間
に
か
か
わ
る
。
終
結
部
に
は
確

か
に
こ
う
し
た
二
項
対
立
が
機
能
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
普
遍
的
空
間
が

「
得
体
の
知
れ
な
い
世
界
」
と
い
う
超
感
性
的
な
空
間
と
し
て
導
入
さ
れ

る
の
に
対
し
、
特
殊
な
空
間
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
い
く
つ
か
の
具
体
的
な

地
名
と
、
知
覚
可
能
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
そ
の
空
間
を
お
お
う
雪
と
を
通

じ
て
喚
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
空
間
は
し
か
し
、
た
ん
に
並
置
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
両
者
は
む
し
ろ
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
う

で
な
け
れ
ば
、
二
律
背
反
（
超
越
か
つ
麻
痺
、
普
遍
か
つ
特
殊
）
は
そ
も

そ
も
発
生
し
な
い
だ
ろ
う
。
問
題
は
こ
の
重
ね
あ
わ
せ
が
い
か
に
成
立
し

体
の
知
れ
な
い
世
界
に
消
え
失
せ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

死
者
た
ち
が
か
つ
て
築
き
あ
げ
、
暮
ら
し
て
い
た
堅
固
な
世
界
そ
の
も

の
が
、
溶
け
て
縮
ん
で
ゆ
く
。

　

窓
ガ
ラ
ス
を
軽
く
た
た
く
音
が
二
、
三
聞
こ
え
、
彼
は
窓
の
ほ
う
へ

目
を
や
っ
た
。
ふ
た
た
び
雪
が
降
り
だ
し
て
い
た
。
彼
は
眠
そ
う
な
眼

ざ
し
で
銀
や
黒
の
雪
片
が
街
灯
の
明
か
り
を
背
景
に
し
て
斜
め
に
降
る

の
を
眺
め
た
。
自
分
も
西
へ
の
旅
に
出
る
時
が
来
た
。
ま
さ
し
く
、
新

聞
の
通
り
だ
。
雪
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
じ
ゅ
う
に
降
っ
て
い
る
。
暗
い
中

央
平
原
の
各
地
に
も
、
木
の
生
え
て
い
な
い
丘
陵
に
も
降
り
、
ア
レ
ン

の
沼
地
に
も
や
さ
し
く
降
り
、
さ
ら
に
西
で
は
、
暗
く
騒
ぎ
立
て
る
シ

ャ
ノ
ン
川
の
波
に
も
や
さ
し
く
降
っ
て
い
る
。
ま
た
マ
イ
ケ
ル
・
フ
ュ

ア
リ
ー
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
、
丘
の
上
の
淋
し
い
教
会
墓
地
の
至
る
所

に
も
降
っ
て
い
る
。
歪
ん
だ
十
字
架
や
墓
石
の
上
に
、
小
さ
な
門
の
槍

の
先
に
も
、
不
毛
な
茨
の
上
に
も
厚
く
降
り
積
も
っ
て
い
る
。
彼
の
魂

は
ゆ
っ
く
り
と
知
覚
を
失
っ
て
い
っ
た
。
雪
が
宇
宙
に
か
す
か
に
降
っ

て
い
る
音
が
聞
こ
え
る
。
最
後
の
時
の
到
来
の
よ
う
に
、
生
者
た
ち
と

死
者
た
ち
す
べ
て
の
上
に
降
っ
て
い
る
、
か
す
か
な
音
が
聞
こ
え
る
。

（1592︲1615

）

　

こ
の
一
節
を
め
ぐ
る
解
釈
は
基
本
的
に
二
つ
の
陣
営
に
分
裂
し
て
き
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
方
に
は
、
こ
れ
を
ゲ
イ
ブ
リ
エ
ル
が
「
無
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に
確
保
さ
れ
て
い
る
の
か
。「
生
―
雪
―
死
」
の
連
関
の
ほ
う
は
比
較
的

わ
か
り
や
す
い
。
自
然
現
象
で
あ
る
雪
は
降
る
場
所
を
え
り
分
け
な
い
。

雪
は
生
者
の
場
所
に
も
死
者
の
場
所
（
墓
地
）
に
も
等
し
く
降
る
。
生
と

死
の
連
関
は
こ
の
自
然
現
象
の
性
質
に
よ
っ
て
必
然
的
な
も
の
に
な
る
。

一
方
、「
生
―
得
体
の
知
れ
な
い
世
界
―
死
」
の
連
関
に
お
い
て
鍵
と
な

る
の
は
、
こ
の
世
界
の
住
民
で
あ
る
「
若
い
男
」
フ
ュ
ア
リ
ー
で
あ
る
。

こ
の
男
は
生
と
も
死
と
も
必
然
的
に
結
び
つ
き
、
な
お
か
つ
超
感
性
的
な

性
質
を
帯
び
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
条
件
は
ど
の
よ
う
に
し
て
満
た

さ
れ
る
の
か
。
こ
こ
に
お
い
て
フ
ュ
ア
リ
ー
が
「
ガ
ス
工
場
」
労
働
者
で

あ
る
と
い
う
設
定
が
、
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

「
ガ
ス
工
場
」
で
の
労
働
は
具
体
的
な
生
産
活
動
に
従
事
す
る
生
者
の
イ

メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
彼
を
必
然
的
に
死
者
と
し
て
規
定

し
て
し
ま
う
。『
ダ
ブ
リ
ン
の
市
民
』
の
ほ
と
ん
ど
の
版
の
注
釈
で
説
明

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
ガ
ス
工
場
は
石
炭
か
ら
光
熱
用
の
ガ
ス
を

精
製
す
る
場
所
で
あ
り
、
不
潔
で
空
気
汚
染
が
ひ
ど
か
っ
た
。
実
際
フ
ュ

ア
リ
ー
は
「
肺
病
か
何
か
」（1512

）
を
患
っ
て
い
た
。
要
す
る
に
、「
ガ

ス
工
場
」
労
働
は
人
々
の
生
を
支
え
る
生
産
活
動
で
あ
る
と
同
時
に
死
の

労
働
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
こ
れ
は
フ
ュ
ア
リ
ー
自
身
を
「
得
体
の

知
れ
な
い
＝
触
知
不
可
能
なim

palpable

」
存
在
に
す
る
設
定
で
も
あ

る
。
中
産
階
級
の
日
常
の
ひ
と
こ
ま
を
描
い
た
「
死
者
た
ち
」
に
お
い
て
、

産
業
労
働
者
が
物
語
に
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。『
ダ
ブ
リ
ン
の
市
民
』

て
い
る
か
で
あ
る
。

「
得
体
の
知
れ
な
い
世
界
」
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
全
域
に
降
る
雪
と
の
あ
い

だ
に
は
、「
反
省
の
形
式
」
に
お
け
る
類
比
関
係
が
成
立
し
て
い
な
い
だ

ろ
う
か
。「
得
体
の
知
れ
な
い
世
界
」
は
死
だ
け
で
な
く
生
と
も
結
び
つ

く
。
主
人
公
が
「
大
勢
の
死
者
が
群
が
る
あ
の
領
域
」
に
近
づ
く
き
っ
か

け
と
な
っ
た
、
雨
の
な
か
に
立
つ
「
若
い
男
」
は
、
明
ら
か
に
生
者
の
姿

を
し
て
い
る
。
同
様
に
雪
は
「
生
者
た
ち
と
死
者
た
ち
す
べ
て
の
上
に
降

っ
て
い
る
」、
つ
ま
り
生
と
死
の
両
方
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
要
す
る
に
、

雪
の
世
界
は
「
得
体
の
知
れ
な
い
世
界
」
の
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
象
徴

な
の
で
あ
る
。
こ
の
類
比
関
係
を
整
理
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
交
差
配

列
（chiasm

us

）
の
体
系
が
得
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　

得
体
の
知
れ
な
い
世
界　
　
　
　
　
　
　
　

生

　　
　

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
全
域
に
降
る
雪　
　
　
　
　
　
　
　

死

　

こ
の
体
系
が
二
律
背
反
の
も
と
と
な
る
カ
ン
ト
的
象
徴
を
生
み
出
す
ほ

ど
に
十
全
に
機
能
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
基
盤
で
あ
る
「
反
省
の
形
式
」

が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
強
度
を
も
つ
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
交
差
配
列

を
構
成
す
る
二
項
間
の
つ
な
が
り
が
恣
意
的
で
は
な
く
必
然
的
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
必
然
性
は
ど
の
よ
う



言語社会　第 13号　　78

　

だ
が
、
こ
こ
で
ひ
と
つ
の
逆
説
が
出
て
く
る
。
カ
ン
ト
の
い
う
象
徴
は

類
比
を
通
じ
て
理
念
の
「
根
底
に
置
か
れ
た
」
直
観
で
あ
っ
て
、
理
念
に

「
適
合
し
た
」
直
観
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
象
徴
と
は
つ
ね
に
無
根
拠
で

不
可
能
な
直
観
的
表
示
、
直
観
的
表
示
の
失
敗
な
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ

ば
、
理
念
の
象
徴
は
、
真
正
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
象
徴
の
不
可
能
性
の

象
徴
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。（
表
象
の
限
界
が
表
象
自
体
へ
と
折
り
返

さ
れ
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
刻
印
さ
れ
る
と
い
う
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
主
張
は
、

こ
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。）
実
際
こ
れ
は
「
死
者
た
ち
」
の
終
結
部
で

起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
。

　

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
美
感
的
理
念
は
「
構
想
力
の
才
能
」
か
ら
生

ま
れ
る
。
カ
ン
ト
は
一
般
的
な
認
識
に
お
け
る
構
想
力
と
美
感
的
理
念
の

産
出
に
お
け
る
そ
れ
と
の
差
異
を
こ
う
説
明
し
て
い
る
。「
構
想
力
は
認

識
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
際
は
、
悟
性
の
強
制
と
悟
性
の
概
念
に
適
合
す

べ
き
制
限
と
に
服
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
、
美
感
的
意
図
で
は
構

想
力
は
自
由
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
概
念
と
の
あ
の
一
致
を
超
え
て
、
さ
ら

に
内
容
豊
か
な
未
発
展
の
素
材
を
巧
ま
ず
悟
性
に
提
供
す
る
た
め
で
あ

る
」（
第
四
九
節
）。
理
性
理
念
は
「
い
か
な
る
直
観
も
適
合
で
き
な
い
概

念
」
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
あ
え
て
直
観
を
与
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
構
想

力
は
直
観
と
概
念
と
の
あ
い
だ
の
類
比
を
独
自
に
生
み
出
さ
ね
ば
な
ら
な

い
（
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
ス
タ
イ
ル
は
そ
の
結
果
で
あ
る
）。
構
想
力
が
「
自

由
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
で
は
、
こ
れ
は

所
収
の
他
の
短
編
は
も
と
よ
り
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
に
お
い
て
も
、
産
業
労

働
者
は
間
接
的
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
登
場
人
物
と
し
て
は
出

て
こ
な
い
。
ジ
ョ
イ
ス
作
品
に
お
け
る
産
業
労
働
者
は
感
覚
経
験
の
外
部

に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
た
だ
純
粋
に
思
惟
さ
れ
る
だ
け
の
も
の
、
帝

国
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
の
植
民
地
の
人
々
の
よ
う
に
現
象
の
彼
方
に
あ

る
物
自
体
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
点
を
ふ
ま
え
た
と
き（

3
）、「
死
者
た
ち
」
の
終
結
部
は
古
典
的

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
模
範
の
よ
う
に
み
え
て
く
る
。「
得
体
の
知
れ
な
い
世
界
」

は
理
性
理
念
で
あ
り
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
全
域
に
降
る
雪
は
そ
れ
を
形
象
化

す
る
美
感
的
理
念
で
あ
る
。
そ
し
て
「
得
体
の
知
れ
な
い
世
界
」
に
住
ま

う
生
け
る
死
者
／
死
せ
る
生
者
、
直
接
提
示
さ
れ
な
い
も
の
の
ジ
ョ
イ
ス

の
物
語
空
間
（
中
産
階
級
の
日
常
、
ダ
ブ
リ
ン
と
い
う
都
市
）
を
物
質
的

に
支
え
る
産
業
労
働
者
の
存
在
は
、
こ
の
形
象
化
に
「
精
神
」
を
与
え
る

「
真
理
内
容
」
と
し
て
機
能
す
る
。
頭
韻
と
交
差
対
句
を
駆
使
し
た
末
尾

の
技
巧
的
な
文
（
“His soul sw
ooned slow

ly as he heard the 

snow
 falling faintly through the universe and faintly falling, 

like the descent of their last end, upon all the living and the 

dead.

”）
が
、
芸
術
的
散
文
の
体
裁
を
具
え
た
だ
け
の
「
マ
ン
ネ
リ
ズ

ム
」
に
な
る
の
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
、

こ
の
文
お
よ
び
雪
の
描
写
全
体
が
こ
の
表
象
不
可
能
な
「
真
理
内
容
」
を

具
体
化
す
る
「
絵
画
言
語
」
と
し
て
読
み
う
る
か
ら
だ
ろ
う
。
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て
い
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
全
域
に
降
る
雪
を
見
る
と
い
う
の
は
個
人
の
感

覚
経
験
と
し
て
は
あ
り
え
な
い
。
神
で
も
な
け
れ
ば
、
ア
イ
ル
ラ
ン
全
域

を
一
挙
に
と
ら
え
る
視
覚
を
も
つ
の
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
前
半
の

文
が
“Yes

”の
意
味
作
用
を
通
じ
て
こ
の
経
験
を
個
人
的
レ
ベ
ル
に
つ
な

ぎ
と
め
る
と
す
れ
ば
、
後
半
の
文
は
そ
れ
を
超
個
人
的
レ
ベ
ル
に
引
き
上

げ
る
。
両
者
を
分
か
つ
コ
ロ
ン
は
、
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
あ
る
い
は
不
可
能
な

移
行
を
示
す
物
質
的
痕
跡
と
い
っ
て
も
よ
い
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
ド
・

マ
ン
の
い
う
「
唯
物
論
的
な
」
詩
的
言
語
の
場
合
と
同
様
に
、
感
覚
経
験

と
知
性
（
悟
性
）
が
連
結
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
「
ま
さ
し
く
…
…
」
と
い
う
個
所
の
も
つ
脱
構
築
的
な
機
能

が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
個
所
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
覆
う
雪
と
い
う
象
徴

的
イ
メ
ー
ジ
の
構
築
を
可
能
に
す
る
が
、
同
時
に
こ
の
雪
か
ら
美
感
的
理

念
と
し
て
の
資
格
を
奪
う
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
的
象
徴
に
み
え
た
も
の
は

一
個
人
の
視
覚
に
は
還
元
で
き
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
個
人
的
な
感
情
の
反
映

と
み
な
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
、
た
ん
な
る
雪
の
光
景
に
変
わ
る
。
比
喩

論
的
な
術
語
を
用
い
て
い
え
ば
、
こ
こ
で
は
構
想
力
の
美
感
的
使
用
に
も

と
づ
く
言
語
の
修
辞
的
（
隠
喩
的
）
使
用
（
象
徴
と
し
て
の
雪
）
が
、
構

想
力
の
認
識
的
使
用
に
も
と
づ
く
言
語
の
字
義
的
使
用
（
自
然
現
象
と
し

て
の
雪
）
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
の
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
名
だ
た
る

批
評
家
た
ち
が
こ
の
雪
を
ゲ
イ
ブ
リ
エ
ル
個
人
の
心
理
と
結
び
つ
い
た
何

ら
か
の
理
念
の
象
徴
と
み
な
し
て
き
た
の
に
は
驚
か
ざ
る
を
え
な
い
。
彼

「
死
者
た
ち
」
の
終
結
部
に
も
あ
て
は
ま
る
の
か
。「
ま
さ
し
く
、
新
聞 

の
通
り
だ
。
雪
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
じ
ゅ
う
に
降
っ
て
い
る
（Y

es, 
the 

new
spapers w

ere right: snow
 w

as general all over Ireland.

）」

と
い
う
個
所
に
注
目
し
よ
う
。
こ
れ
を
訳
者
も
そ
う
し
て
い
る
よ
う
に
、

ゲ
イ
ブ
リ
エ
ル
の
意
識
を
描
出
し
た
自
由
間
接
話
法
の
文
と
し
て
読
め
ば

―
口
語
的
な
印
象
を
与
え
る
“Yes

”は
そ
れ
を
正
当
化
す
る

―
こ
こ

か
ら
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ゲ
イ
ブ
リ
エ
ル
は
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
全
域
で
雪
が
降
る
と
い
う
予
報
を
新
聞
で
読
ん
だ
。
そ
し
て
そ
の
と

お
り
雪
が
降
っ
た
（
彼
は
そ
れ
を
経
験
し
た
）。
ゆ
え
に
彼
は
「
新
聞
は

正
し
い
」
と
判
断
し
た
、
と
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
全
域

に
降
る
雪
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
「
自
由
な
」
構
想
力
の
生
み
出
し
た
直
観

と
は
い
え
な
く
な
る
。「
新
聞
は
正
し
い
」
と
い
う
の
は
、
予
報
の
言
葉

と
自
分
の
感
覚
経
験
と
が
合
致
し
て
い
る
と
い
う
「
認
識
」
で
あ
る
。
こ

の
と
き
構
想
力
は
言
葉
の
支
配
の
も
と
で
直
観
と
言
葉
と
を
一
致
さ
せ
る

べ
く
、
た
だ
複
数
の
直
観
を
総
合
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
雪
の
降
る
地

域
が
羅
列
さ
れ
る
部
分
は
そ
の
よ
う
に
読
み
直
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
こ

う
も
い
え
る
。
こ
こ
で
は
「
予
報
が
雪
で
あ
っ
た
、
だ
か
ら
雪
が
降
っ

た
」
と
い
う
認
識
が
働
い
て
い
る
、
つ
ま
り
原
因
と
い
う
悟
性
概
念
が
知

覚
に
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
、
と
。

　

さ
ら
に
、
こ
こ
で
の
構
想
力
の
あ
り
方
は
こ
こ
で
の
前
提

―
こ
の
認

識
の
主
体
は
ゲ
イ
ブ
リ
エ
ル
と
い
う
個
人
で
あ
る

―
と
矛
盾
を
き
た
し
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り
（
そ
の
認
識
的
使
用
）
に
よ
っ
て
ふ
た
た
び
脱
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

　

結
局
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
し
て

や
こ
の
一
節
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
否
定
し
て
い
る
の
か
肯
定
し
て
い
る
の
か

を
決
定
で
き
な
い
。
な
に
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
の
言
語
使
用
が
字

義
的
で
あ
る
か
隠
喩
的
で
あ
る
か
さ
え
決
定
で
き
な
い
の
だ
か
ら
。
こ
の

テ
ク
ス
ト
が
確
実
に
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
こ
の
読
む
こ
と
の
不
可
能
性
だ
け
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
死
者
た

ち
」
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
否
定
で
も
肯
定
で
も
な
く
、
ド
・
マ
ン
の
用
語
法

に
従
っ
て
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。あ

ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
の
範
型
は
ひ
と
つ
の
比
喩
形
象
（
あ
る
い
は
比
喩

形
象
の
体
系
）
と
そ
の
脱
構
築
か
ら
成
り
た
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の

モ
デ
ル
は
最
終
的
な
読
み
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
可
能
性
が
な
い
た
め
、

今
度
は
そ
れ
が
、
先
行
す
る
語
り
の
読
解
不
可
能
性
を
物
語
る
、
代
捕

的
な
比
喩
形
象
の
積
み
重
ね
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
比
喩
形
象
そ
し
て

最
終
的
に
は
つ
ね
に
隠
喩
に
焦
点
を
あ
て
た
最
初
の
脱
構
築
的
な
物
語

と
区
別
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し
た
物
語
を
二
次
的
（
あ
る
い
は
三

次
的
）
ア
レ
ゴ
リ
ー

0

0

0

0

0

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
比
喩
論
的
物
語
が

〔
…
…
〕
命
名
す
る
こ
と
の
失
敗
を
語
る
の
に
対
し
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
的

ら
に
と
っ
て
雪
は
、
人
類
と
い
う
自
我
を
超
え
た
世
界
へ
の
主
人
公
の
逃

避
（A

llen 
T

ate

）、
条
件
づ
け
ら
れ
た
も
の
か
ら
の
超
絶
（K

enneth 

Burke

）、
死
と
生
（W

illiam
 Y

ork T
indall

）、
死
者
と
生
者
の
心
の

通
い
合
い
（Richard 

Ellm
ann

）、
死
に
瀕
し
た
都
市
ダ
ブ
リ
ン

（Charles Peake

）、
主
人
公
の
死
へ
の
欲
望
（H

ugh K
enner

）
等
々

を
表
す
、
カ
ン
ト
的
と
い
う
よ
り
ご
く
ナ
イ
ー
ヴ
な
意
味
で
の
象
徴
で
あ

っ
た
（Schw

arz 80︲81

を
参
照
）。

「
死
者
た
ち
」
の
終
結
部
で
は
、
こ
の
よ
う
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
形
象
化

が
志
向
さ
れ
る
と
同
時
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
読
み

は
こ
こ
で
結
論
に
達
し
た
わ
け
で
は
な
い
。「
死
者
た
ち
」
と
い
う
テ
ク

ス
ト
の
象
徴
機
能
は
完
全
に
解
消
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

た
し
か
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
産
業
労
働
者
と
い
う
存
在
が
提
喩
的
に
表

す
「
得
体
の
知
れ
な
い
世
界
」、
つ
ま
り
ひ
と
つ
の
表
象
不
可
能
な
「
真

理
内
容
」
を
形
象
化
す
る
こ
と
に
失
敗
す
る
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
は
ほ

か
な
ら
ぬ
こ
の
失
敗
を
通
じ
て
、
こ
の
「
真
理
内
容
」
の
表
象
不
可
能
性

そ
の
も
の
を
形
象
化
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
あ
る
「
真
理
内

容
」
の
表
象
不
可
能
性
も
ま
た
ひ
と
つ
の
表
象
不
可
能
な
「
真
理
内
容
」

で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
再
度
、
そ
れ
が
疑
問
に
付
し
た

は
ず
の
象
徴
と
し
て
の
資
格
を
回
復
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
象
徴
も

美
感
的
理
念
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
以
上
、
自
由
な
構
想
力
の
使
用
を
前

提
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
こ
で
の
構
想
力
の
裏
切



81　　モダニズムのアレゴリー

ー
の
共
通
性
を
示
す
か
の
よ
う
に
、「
純
粋
な
表
層
」
と
し
て
の
テ
ク
ス

ト
と
、
表
象
の
「
再
帰
性
」
お
よ
び
脱
構
築
（
表
象
の
反
表
象
的
な
使

用
）
と
を
結
び
付
け
て
い
た
こ
と
も
銘
記
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

　

ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
と
ら
え
た

と
き
、
両
者
の
差
異
を
時
代
区
分
と
し
て
語
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
く

な
る
。
そ
の
よ
う
な
語
り
は
、
ジ
ョ
イ
ス
を
通
じ
て
露
呈
さ
れ
る
、
両
者

の
原
理
的
差
異
と
時
代
区
分
的
差
異
と
の
矛
盾
（
通
約
不
可
能
性
）
を
隠

蔽
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
苦
境
か
ら
の
ま
や
か
し
の
逃

避
と
な
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
で
は
文
学
史
が
不
可
能
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
憂
慮
す
る
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
テ
ク
ス
ト
を

読
む
こ
と
な
し
に
は
け
っ
し
て
浮
か
び
上
が
ら
な
い
こ
の
原
理
的
差
異
に

固
執
す
る
こ
と
こ
そ
、
よ
き
文
学
史
へ
の
近
道
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。「
人
間
は
文
学
同
様
に
自
分
の
存
在
様
式
を
疑
問
に
付
す
こ
と
の
で

き
る
存
在
と
し
て
定
義
で
き
る
の
だ
か
ら
、
文
学
史
は
実
の
と
こ
ろ
歴
史

一
般
に
と
っ
て
の
範
型
と
な
り
う
る
」
と
い
う
こ
と
を
ふ
ま
え
つ
つ
、

ド
・
マ
ン
は
こ
う
主
張
し
て
い
る
。「
よ
き
文
学
史
家
に
な
る
た
め
に
は
、

わ
れ
わ
れ
が
通
常
文
学
史
と
呼
ん
で
い
る
も
の
が
文
学
と
は
ほ
と
ん
ど
あ

る
い
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
文
学
の
解
釈
と
呼

ば
れ
る
も
の

―
た
だ
し
よ
い
解
釈
の
場
合
に
か
ぎ
る

―
が
実
際
に
は

文
学
史
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
肝
に
銘
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（Blindness 165

）。

物
語
は
読
む
こ
と
の
失
敗
を
語
る
。
両
者
の
違
い
は
程
度
の
違
い
に
す

ぎ
ず
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
が
比
喩
形
象
を
消
去
す
る
こ
と
は
な
い
。
ア
レ
ゴ

リ
ー
は
つ
ね
に
隠
喩
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
さ
れ
ば
こ
そ
、
つ
ね
に

読
む
こ
と
の
不
可
能
性
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
な
の
で
あ
る
。（A

llegories 

205

）

こ
う
し
て
ア
レ
ゴ
リ
ー
化
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
わ
れ
わ
れ
を
永
遠
に
無
知

の
状
態
に
置
く
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
表
象
不
可
能
な
理
性
理
念
の
表
象
と
い

う
困
難
な
使
命
を
引
き
受
け
、
そ
こ
か
ら
ス
タ
イ
ル
と
い
う
美
感
的
理
念

を
生
み
出
す
が
、
そ
の
先
に
は
さ
ら
に
象
徴
か
ら
ア
レ
ゴ
リ
ー
へ
の
移
行

と
い
う
苦
境
が
待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
は
こ
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
苦
境
か
ら
の
解

放
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
む
し
ろ
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
化
に
よ

っ
て
出
来
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
ゴ
ダ
ー
ル

の
映
画
を
念
頭
に
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
表
象
を
「
真
理
内
容
を
も

た
な
い
」「
純
粋
な
表
層
」
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
れ
は
「
ア
レ
ゴ
リ
ー

的
物
語
」
に
も
あ
て
は
ま
る
。
な
ぜ
な
ら
ア
レ
ゴ
リ
ー
化
し
た
テ
ク
ス
ト

が
語
っ
て
い
る
の
は
、
み
ず
か
ら
の
読
解
不
可
能
性
に
つ
い
て
で
あ
り
、

テ
ク
ス
ト
外
に
あ
る
「
真
理
内
容
」
は
何
で
あ
れ
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
自

己
関
係
的
、
再
帰
的
な
運
動
の
な
か
で
消
失
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
こ
で
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
ア
レ
ゴ
リ
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（
1
）
こ
の
段
落
の
記
述
の
一
部
は
自
著
『
ジ
ョ
イ
ス
の
反

美
学
』
の
第
九
章
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）Jam

es Joyce
のD

ubliners

の
翻
訳
は
ジ
ェ
イ
ム

ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
『
ダ
ブ
リ
ン
の
市
民
』（
結
城
英
雄

訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
に
依
拠
し
て
い
る
。

引
用
に
際
し
て
は
原
書
に
お
け
る
短
編
ご
と
の
行
番

号
を
括
弧
内
に
示
す
。

（
3
）「
死
者
た
ち
」
を
め
ぐ
る
こ
こ
ま
で
の
記
述
は
、
二

〇
一
九
年
に
『
英
文
学
と
映
画
』
と
い
う
題
で
三
修

社
か
ら
刊
行
さ
れ
る
予
定
の
論
集
に
寄
稿
し
た
論
文

か
ら
、
字
句
を
変
更
し
た
う
え
で
と
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
論
文
は
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
監
督
に
よ
る

同
作
品
の
翻
案
を
中
心
に
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、

本
稿
と
は
視
点
も
テ
ー
ゼ
も
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い

る
。

註（
引
用
に
際
し
邦
訳
文
献
を
参
照
し
た
も
の
は
、
そ
れ
も
併

記
し
て
あ
る
。）
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