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つ
は
含
意
す
る
「
近
代
批
判
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
ド
・
マ
ン
の
鋭
利
な
歴
史

意
識
を
読
む
こ
と
が
、
こ
の
批
評
家
を
現
在
の
人
文
学
に
然
る
べ
く
位
置

付
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
認
識
か
ら
本
稿
は
出
発
す
る
。

ド
・
マ
ン
の
批
評
が
鋭
角
的
に
示
唆
す
る
近
代
批
判
の
中
で
、
本
稿
は
心

理
学
批
判
、
そ
の
「
反
心
理
学
」
と
評
し
得
る
批
評
性
に
注
目
す
る
。
そ

れ
は
、
文
学
の
「
心
理
学
化
（psychologization

）」
と
、
そ
れ
が
暗
に

Ｉ
　

ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
を
読
む
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
脱
構
築
」
と
呼
ば
れ

る
言
語
の
自
己
言
及
的
矛
盾
、
自
己
言
及
的
な
自
己
破
壊
性
を
非
歴
史
的

に
再
確
認
す
る
読
書
行
為
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
非
歴
史
的
な
「
テ
ク

ス
ト
へ
の
執
着
」
な
ど
と
し
ば
し
ば
誤
読
さ
れ
る
そ
の
読
解
の
密
度
が
じ
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と
表
層
を
め
ぐ
る
脱
修
辞
学
、
あ
る
い
は
、
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
の
反
心
理
学

遠
藤
不
比
人

二
千
年
に
わ
た
る
心
理
学
研
究
の
挙
句
、
た
っ
た
一
つ
と
し
て
心
理
学
者
が
満
足
で
き
る
立
論
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。

今
日
に
い
た
る
ま
で
、
心
理
学
者
た
ち
は
分
裂
し
、
幾
多
の
学
派
と
な
っ
て
、
こ
の
分
野
の
ま
さ
に
本
質
部
分
を
め
ぐ

っ
て
い
ま
だ
に
議
論
が
喧
し
い
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
心
理
学
と
い
う
内
面
の
観
察
は
、
事
柄
の
性
質
か
ら
し
て
、
観
察

者
の
数
と
ほ
ぼ
同
じ
数
の
理
論
を
生
み
出
す
し
か
な
い
。（
三
三
頁
）

　

―
　

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト

夢
で
の
情
愛
は
、
潜
在
的
な
内
容
つ
ま
り
夢
の
背
後
の
思
考
の
側
に
属
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
の
潜
在

内
容
に
、
対
抗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
夢
解
釈
に
よ
る
認
識
を
私
の
目
か
ら
覆
い
隠
す
よ
う
に
し
つ
ら
え
て

い
る
。（
一
八
九
頁
）

　

―
　

ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
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も
そ
も
の
成
立
の
瞬
間
か
ら

―
そ
の
起
源
か
ら
す
で
に

―
不
可
能
性

が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
「
心
」
な
る
も
の
は
概
念
と
し

て
思
弁
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
可
視
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
そ
れ
を
「
脳
」
の
生
理
学
的
あ
る
い
は
解
剖
学
的
特
質
に
還
元
す

る
こ
と
の
不
毛
性
は
、
フ
ロ
イ
ト
以
前
の
（
フ
ロ
イ
ト
の
初
期
の
仕
事
に

お
け
る
）
精
神
生
理
学
（psychophysiology

）
な
い
し
は
精
神
物
理
学

（psychophysics

）
を
想
起
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
近
代

心
理
学
と
は
、
定
義
上
不
可
視
で
あ
る
ば
か
り
か
即
自
的
か
つ
主
観
的
な

経
験
の
対
象
で
し
か
な
い
「
心
」
の
可
視
性
と
客
観
性
を
そ
の
言
説
的
な

前
提
条
件
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
繰
り
返
せ
ば
、
こ
こ
に
近
代
心
理
学
の

根
源
的
な
不
可
能
性
が
胚
胎
す
る（

2
）。

　

非
常
に
示
唆
的
な
題
目
を
冠
し
た
著
書
『
魂
と
い
う
機
械
（Soul 

M
achine

）』（3
）に
お
い
て
歴
史
家
ジ
ョ
ー
ジ
・
マ
カ
ー
リ
は
、
近
代
心
理

学
の
こ
の
不
可
能
性
を
審
美
的
か
つ
想
像
（
創
造
）
的
に
解
消
（
抑
圧
）

し
た
言
説
と
し
て
、
近
代
文
学
に
着
目
す
る
（
一
二
九
〜
一
三
二
頁
）。

マ
カ
ー
リ
ー
の
所
論
を
要
約
し
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
文
学
史

に
お
い
て
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
経
験
論
的
心
理
学
の
不
可
能
性
を
先

駆
的
に
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
し
た
言
語
を
ロ
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
に
読
む
こ
と

は
容
易
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
相
即
し
て
大
量
生
産
さ
れ
た
文
学
言
語
た
る

「
自
伝
」
と
「
伝
記
」
と
「
日
記
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
、
定
義
上
不
可

視
で
主
観
的
な
領
野
と
し
て
の
「
心
」
を
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
客
観
的
な

意
味
す
る
政
治
性
に
対
す
る
根
源
的
な
批
判
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
視
点

か
ら
、
し
ば
し
ば
無
批
判
に
非
歴
史
的
＝
非
政
治
的
と
糾
弾
さ
れ
る
ド
・

マ
ン

―
こ
の
安
易
な
批
判
の
代
表
格
は
お
そ
ら
く
テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル

ト
ン
で
あ
り
、
そ
れ
は
最
新
の
著
作
ま
で
見
事
に
一
貫
し
て
い
る

―
が

露
わ
に
す
る
「
脱
構
築
」
と
呼
ば
れ
る
テ
ク
ス
ト
的
事
態
＝
苦
境
が
、

「
近
代
（m

odernity

）」
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
言
語
の
症
候
に
ほ
か
な

ら
ぬ
こ
と
を
示
し
た
い
。
脱
構
築
的
言
語
と
は
非
歴
史
的
な
言
語
（
修

辞
）
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
の
で
は
な
く
、「
近
代
」
そ
れ
自
体
の
矛
盾

が
い
わ
ば
受
肉
し
た
歴
史
的
＝
言
語
的
唯
物
性
の
場
所
＝
出
来
事
で
あ
る
。

そ
の
脈
絡
で
、
反
心
理
学
と
は
い
か
な
る
言
語
的
表
情
を
帯
び
る
の
だ
ろ

う
か
。

　

じ
つ
は
、
ド
・
マ
ン
に
お
け
る
「
反
心
理
学
」
は
、
彼
に
お
い
て
も
っ

と
も
本
質
的
な
テ
ー
マ
系
で
あ
る
の
だ
が（

1
）、
そ
れ
を
読
み
得
る
一
つ
の

重
要
な
形
象
＝
隠
喩
は
、「
顔
（face

）」
を
め
ぐ
る
そ
れ
で
あ
る
。
近
代

心
理
学
史
に
つ
い
て
本
稿
が
前
提
と
す
る
基
本
的
な
論
点
を
こ
こ
で
確
認

し
て
お
き
た
い
。
近
代
心
理
学
は
当
然
な
が
ら
、
近
代
科
学
の
一
部
門
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
言
説
で
あ
る
が
、
そ
の
根
幹
に
あ
る
態
度
は
実
証

主
義
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
実
証
主
義
と
は
、
現
実
に
観
察

可
能
な
対
象
を
能
う
限
り
客
観
的
か
つ
詳
細
に
記
述
、
分
類
す
る
こ
と
を

自
ら
に
課
す
。
こ
こ
に
近
代
科
学
に
お
け
る
視
覚
の
特
権
性
が
し
ば
し
ば

指
摘
さ
れ
る
所
以
が
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
近
代
心
理
学
に
は
そ



言語社会　第 13号　　30

在
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
「
顔
」（
あ
る
い
は
頭
蓋
骨
の
形
状
）
を
記

述
・
観
察
す
る
た
め
の
修
辞
学
＝
医
学
言
説
が
、
同
時
代
の
文
学
、
心
理

学
、
精
神
医
学
の
言
語
を
通
貫
し
た
こ
と
に
な
る（

4
）。
つ
ま
り
、
心
を
め

ぐ
る
「
内
側
」
と
「
外
側
」、「
表
層
」
と
「
深
層
」
と
要
約
し
得
る
空
間

的
な
差
異
と
同
一
性
が
、
強
力
に
隠
喩
化
さ
れ
た
こ
と
が
こ
こ
で
問
題
と

さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
視
点
を
獲
得
す
る
の
な
ら
ば
、

「
顔
＝
表
層
」「
心
＝
深
層
」
と
い
う
修
辞
学

―
あ
る
い
は
、
こ
の
内
と

外
と
い
う
差
異
を
解
消
＝
同
一
化
す
る
「
顔
」
と
い
う
隠
喩
（
こ
れ
は
ま

さ
に
内
と
外
のinterface

と
呼
ぶ
べ
き
交
差
対
句
法
的
空
間
＝
隠
喩
で

あ
る
）

―
の
批
判
的
な
分
析
が
、
反
心
理
学
、
そ
し
て
近
代
心
理
学
と

隠
喩
を
共
有
す
る
近
代
文
学
の
原
理
的
な
批
判
と
な
り
得
る
次
第
が
明
ら

か
に
な
る
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
こ
こ
で
思
い
起
こ
す
べ
き
は
、
近
代
文
学
に

お
け
る
「
顔
」
の
描
写
の
心
理
学
的
な
特
権
性
で
あ
り
、
こ
こ
で
顔
＝
外

は
心
＝
内
を
表
象
・
代
理
す
る
極
め
て
強
力
な
隠
喩
と
し
て
そ
の
言
説
の

中
核
を
な
し
た
。
ド
・
マ
ン
を
通
じ
て
読
解
す
べ
き
は
、「
顔
」
な
る
形

象
を
通
じ
て
、
あ
く
ま
で
言
語
的
に
露
出
す
る
、
文
学
と
心
理
学
の
根
源

的
な
不
可
能
性
と
い
う
出
来
事
＝
歴
史
性
で
あ
る
。
こ
の
読
解
の
射
程
に

浮
上
す
る
の
は
、
顔
と
い
う
心
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

―
深
層
を
表
象
・
代

理
す
る
表
層

―
が
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
＝
深
層
を
喪
失
し
て
、
た
ん
な
る

「
も
の
」
と
し
て
露
出
す
る
、
い
か
に
も
ド
・
マ
ン
的
な
字
義
性
と
い
う

出
来
事
で
は
な
い
か
。

言
語
で
可
視
化
す
る
試
み
と
歴
史
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
ジ

ャ
ン
ル
は
、
文
学
と
い
う
主
観
的
な
言
語
を
使
用
し
な
が
ら
も
、
或
る
種

の
客
観
性
を
偽
装
し
得
る
言
説
空
間
と
し
て
機
能
し
得
た
（
こ
の
文
脈
に

お
い
て
一
八
世
紀
文
学
＝
散
文
＝
小
説
に
お
け
る
語
り
（
手
）
の
果
た
し

た
作
用
と
同
時
代
の
心
理
学
と
の
関
連
性
は
大
い
に
興
味
深
い
主
題
と
な

る
だ
ろ
う
）。
文
学
史
に
お
い
て
「
作
者
の
時
代
（T

he 
A
ge 

of 

A
uthors

）」
と
呼
称
さ
れ
る
の
は
、
繰
り
返
せ
ば
、
主
観
的
に
し
か
経

験
し
得
ぬ
不
可
視
の
「
心
」
を
、
或
る
種
の
「
権
威
＝authority

」
を

も
っ
て
語
る
主
体
の
誕
生
を
意
味
す
る
。
こ
の
と
き
「
作
者
」
な
る
主
体

の
「
名
」
が
持
ち
得
る

―
ど
こ
か
「
す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
と
想
定
さ

れ
る
主
体
」
と
も
似
て
い
る

―
修
辞
学
的
な
万
能
性
を
こ
そ
、
す
ぐ
に

見
る
よ
う
に
ド
・
マ
ン
は
問
題
と
す
る
。
こ
れ
に
続
く
議
論
に
お
い
て
、

ド
・
マ
ン
が
「
自
伝
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
修
辞
性
を
め
ぐ
り
「
顔
」
と

「
名
前
」
を
並
列
し
た
読
解
を
注
視
す
る
が
、
そ
の
歴
史
的
文
脈
の
一
端

を
こ
こ
に
示
し
て
お
く
。

　

不
可
視
の
心
を
可
視
化
す
る
と
い
う
定
義
上
不
可
能
な
心
理
学
的
か
つ

文
学
的
営
為
は
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
「
顔
」
と
い
う
特

権
的
な
形
象
＝
隠
喩
を
獲
得
し
た
。
む
ろ
ん
こ
こ
で
言
及
す
べ
き
は
、
こ

の
時
代
に
お
け
る
支
配
的
な
医
学
＝
心
理
学
＝
文
学
言
説
の
一
つ
「
観
相

学
（physiognom

y

）」
あ
る
い
は
「
骨
相
学
（phrenology

）」
で
あ
ろ

う
。
端
的
に
い
え
ば
、
不
可
視
の
「
心
＝
内
面
」
が
可
視
化
あ
る
い
は
外
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啓
蒙
的
（enlightenm
ent

）
な
科
学
の
詩
的
形
象
と
見
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
後
に
明
ら
か
に
な
る
近
代
心
理
学
批
判
と
連
動
す
る
修
辞
学
と
な
っ

て
い
る
。

　

啓
蒙
的
「
光
」
の
隠
喩
と
思
し
き
「
太
陽
」
の
視
線
に
晒
さ
れ
る
こ
と

で
、
無
機
的
な
墓
石
に
「
声
＝
命
」
が
宿
る
こ
と
に
な
る

―
「
こ
の
段

階
で
「
感
覚
の
な
い
墓
石
の
言
語
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
声
」
を
獲
得

す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
か
く
し
て
語
る
石
と
見
る
太
陽
と
の
釣
り
合

い
が
取
れ
る
」。
啓
蒙
的
光
に
視
線
を
注
が
れ
る
こ
と
で
、
無
機
物
に

「
声
＝
命
」
が
帯
び
る
こ
の
比
喩
形
象
に
、
ド
・
マ
ン
は
活
喩
法
（proso-

popeia

）
を
指
摘
す
る

―
「
こ
れ
は
活
喩
法
の
比
喩
形
象
、
頓
呼
法

（apostrophe

）、
つ
ま
り
、
不
在
か
死
没
し
た
か
声
な
き
も
の
に
呼
び
か

け
る
擬
人
化
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
」（
七
五
頁
）。
ド
・
マ
ン
は
こ
の

prosopopeia

の
語
源
に
遡
り
、
そ
こ
に
お
い
て
「
顔
」
と
い
う
比
喩
形

象
を
析
出
す
る
。

声
は
、
口
、
目
、
つ
い
に
は
顔
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
連
鎖

は
ほ
か
な
ら
ぬ
比
喩
形
象
の
名
前Prosopopeia

の
語
源
を
見
れ
ば
明

ら
か
と
な
る
。
つ
ま
り
そ
の
原
義
は
、
仮
面
あ
る
い
は
顔
を
授
け
る
と

い
う
意
味
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
活
喩
法
（Prosopopeia

）
と
は
、
つ

ま
り
、
自
伝
の
修
辞
学
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
り
或
る
人
物
の
名
前
が

〔
中
略
〕
顔
と
同
様
に
人
に
認
知
さ
れ
記
憶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

Ⅱ『
ロ
マ
ン
主
義
の
レ
ト
リ
ッ
ク
（T

he R
hetoric of R

om
anticism

）』

所
収
の
二
つ
の
論
考
、「
脱
＝
顔
化
と
し
て
の
自
伝
（A

utobiography 

as 
D
e-Facem

ent

）」
と
「
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
と
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
人

（W
ordsw

orth and the V
ictorians

）」
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら

再
読
す
べ
き
極
め
て
含
蓄
に
富
む
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
と
く
に
前
者
が
論

じ
る
よ
う
に
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
お
い
て
「
墓
碑
銘
（epitaph

）」
を
め

ぐ
る
詩
的
言
語
が
身
に
ま
と
う
一
瞬
不
気
味
な
形
象
が
、
近
代
（
心
理
学

＝
文
学
）
批
判
と
い
う
観
点
か
ら
本
質
的
な
意
味
を
帯
び
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
い
。

　

ド
・
マ
ン
は
、
墓
碑
銘
に
関
す
る
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
言
語
に
お
い
て
、

「
太
陽
」
が
「
墓
碑
銘
」
を
読
む
特
権
的
な
主
体
と
し
て
修
辞
学
化
さ
れ

る
次
第
と
詳
細
に
注
目
す
る

―
「
太
陽
が
目
と
な
り
、
そ
れ
が
墓
碑
銘

に
記
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
読
む
」。
さ
ら
に
、
こ
の
太
陽
が
読
む
（
あ
る

い
は
見
る
）
テ
ク
ス
ト
は
、
ど
こ
か
異
様
な
こ
と
に
「
む
き
出
し
の
名

前
」
と
さ
れ
る

―
「
墓
碑
銘
の
テ
ク
ス
ト
は
、
詩
人
が
言
う
と
こ
ろ
の

「
む
き
出
し
の
名
前
（the 

naked 
nam

e

）」
か
ら
だ
け
か
ら
な
り
、
そ

れ
を
太
陽
と
い
う
目
が
読
む
」（
七
五
頁
）。
こ
こ
に
お
け
る
太
陽
と
い
う

形
象
は
、
そ
の
光
源
と
し
て
の
機
能
と
視
覚
の
主
体
と
い
う
点
か
ら
し
て
、
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ure

）
と
し
て
機
能
す
る
の
だ
が
、
こ
の
修
辞
学
が
活
喩
法
で
あ
る
こ
と

を
想
起
す
れ
ば
、
こ
の
形
象
（
名
前
）
は
語
源
的
に
い
っ
て
「
顔
」
と
し

て
機
能
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
近
代
に
お
け
る
自
伝
と
い

う
ジ
ャ
ン
ル
の
誕
生
は
、
名
前
＝
表
層
が
比
喩
形
象
と
し
て
深
層
に
存
在

す
る
（
死
）
者
の
「
声
」
を
獲
得
す
る
こ
と
で
、
同
時
に
そ
の
「
顔
」
と

化
し
、
深
層
が
表
層
化
す
る
修
辞
シ
ス
テ
ム
を
前
提
と
す
る
。
こ
れ
は
、

外
部
＝
顔
が
、
内
部
＝
心
と
同
一
化
す
る
近
代
心
理
学
＝
文
学
の
修
辞
学

と
根
幹
に
お
い
て
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
自
伝
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
近
代

文
学
の
或
る
種
の
言
説
的
な
起
源
で
あ
る
可
能
性
を
も
仄
め
か
す
。
し
か

し
、
こ
の
名
前
＝
顔
が
修
辞
的
に
「
完
璧
」
に
機
能
し
、
外
と
内
の
差
異

が
解
消
＝
抑
圧
さ
れ
、
不
可
視
の
も
の
が
可
視
化
さ
れ
る
こ
の
修
辞
学
的

シ
ス
テ
ム
は

―
ど
こ
か
フ
ロ
イ
ト
の
「
抑
圧
さ
れ
た
も
の
の
回
帰
」
を

想
起
さ
せ
る
よ
う
な
不
気
味
さ
に
お
い
て

―
比
喩
形
象
で
は
な
い
「
む

き
出
し
の
名
前
」
が
露
出
す
る
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
。
太
陽
（
啓

蒙
）
の
光
の
眼
差
し
に
よ
り
、
心
理
学
化
さ
れ
た
（
心
＝
命
を
付
与
さ
れ

た
）「
名
前
」
と
「
顔
」
が
「
完
璧
な
」
隠
喩
と
し
て
機
能
し
、
視
覚
化

で
き
ぬ
「
内
面
」
を
外
部
に
視
覚
化
す
る
こ
と
で
「
自
伝
」
な
る
ジ
ャ
ン

ル
を
修
辞
学
的
に
担
保
し
な
が
ら
も
、
そ
の
「
顔
」
が
単
な
る
字
義
的
な

名
前
（「
む
き
出
し
の
名
前
」）
と
し
て
露
わ
に
な
る
可
能
性
が
つ
ね
に
あ

る
。
ド
・
マ
ン
が
「
字
義
性
と
修
辞
（
形
象
＝
顔
）
性
の
対
立
（﹇t

﹈he 

opposition betw
een literal and figural

）」（
七
七
頁
）
と
呼
ぶ
の
は
、

こ
で
私
た
ち
の
話
題
は
、
顔
を
与
え
る
、
奪
う
、
顔
と
顔
が
な
く
な
る

（deface
）、
形
象
、
形
象
化
（figuration

）、
脱
形
象
化
（disfigura-

tion

）
を
扱
う
。（
七
六
頁
）

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
的
言
語
に
お
け
る
異
様
で
不
気
味
な
比
喩
形
象
、
つ

ま
り
、
太
陽
の
光
に
眼
差
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
墓
石
に
刻
ま
れ
た
テ
ク

ス
ト
が
命
と
声
を
帯
び
、
い
わ
ば
墓
石
の
背
後
に
あ
る
（
下
に
埋
葬
さ
れ

た
）
死
者
の
言
葉
を
代
弁
す
る
こ
と
に
な
る
、
こ
の
よ
う
な
修
辞
学
は
何

を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
歴
史
的
か
つ
政
治
的
含
意
を
ど
う
解
す

べ
き
だ
ろ
う
か
？

別
言
す
れ
ば
、
背
後
（
足
下
）
に
い
る
蘇
生
し
た
死

者
は
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
不
可
視
で
現
前
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
墓

石
の
表
層
に
刻
ま
れ
た
文
字

―
あ
る
い
は
そ
の
名
前

―
が
、
背
後
＝

深
層
に
い
る
存
在
の
声
を
無
媒
介
的
に
代
弁
す
る
。
こ
の
活
喩
法
（
顔
を

与
え
る
修
辞
学
）
を
ド
・
マ
ン
は
、
死
と
生
を
接
続
す
る
極
め
て
強
力
な

隠
喩
と
見
な
し
、
こ
の
修
辞
学
こ
そ
が
自
伝
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
可
能
に

す
る
言
語
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
示
唆
す
る
（
七
六
頁
）。

　

こ
の
修
辞
学
を
ド
・
マ
ン
は
「
完
璧
に
閉
じ
た
シ
ス
テ
ム
」（
七
六
頁
）

と
呼
ぶ
が
、
同
時
に
こ
れ
が
必
然
的
に
内
包
す
る
破
綻
の
契
機
に
も
言
及

す
る
。
つ
ま
り
「
名
前
」
と
は
、
自
伝
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
可
能
に
す
る

最
強
の
隠
喩
と
し
て
、
外
部
と
内
部
、
生
と
死
を
接
続
す
る
、
あ
る
い
は

そ
の
差
異
を
審
美
的
か
つ
想
像
的
に
解
消
（
抑
圧
）
す
る
比
喩
形
象
（fig-
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し
か
し
身
体
を
覆
う
肉
と
衣
服
は
、
そ
れ
が
表
象
・
代
理
す
る
思
考
内

容
に
反
し
て
、
少
な
く
と
も
一
つ
は
共
通
の
特
質
を
有
し
て
い
る
、
す

な
わ
ち
両
者
が
目
に
見
え
る
こ
と
、
五
感
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
少
々
前
の
箇
所
で
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
は
、
同
様
の
隠
喩
を
使
用
し
な

が
ら
、
正
し
い
種
類
の
言
語
と
は
「
身
体
に
対
す
る
衣
服
の
関
係
で
は

な
く
、
魂
に
対
す
る
身
体
の
関
係
」
で
あ
る
と
特
徴
付
け
て
い
る
。
こ

の
衣
服

―
身
体

―
魂
と
い
う
連
続
は
、
実
際
に
、
完
全
に
一
貫
し

た
隠
喩
的
連
鎖
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
衣
服
は
身
体
の
目
に
見
え
る
外
部

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
身
体
が
魂
の
目
に
見
え
る
外
部
で
あ
る
の
と
同
断

で
あ
る
。
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
が
激
し
く
糾
弾
す
る
言
語
と
は
、
じ
つ
の
と

こ
ろ
、
隠
喩
、
活
喩
法
、
修
辞
的
な
言
語
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
不
可
知

の
も
の
を
心
と
感
覚
に
接
触
可
能
に
す
る
よ
う
な
あ
の
太
陽
の
光
が
形

象
化
す
る
認
識
の
あ
り
方
で
あ
る
。（
七
九
〜
八
〇
頁
）

不
可
視
の
も
の
（
魂
＝
心
）
を
可
視
化
す
る
こ
と
は
、
命
な
き
も
の
（
死

者
）
に
声
＝
命
を
授
け
る
と
い
う
隠
喩
（
活
喩
法
）
を
得
る
の
だ
が
、
そ

の
修
辞
学
に
お
い
て
、
墓
石
に
刻
ま
れ
た
テ
ク
ス
ト
（
あ
る
い
は
名
前
）

た
る
墓
碑
銘
は
、
埋
葬
さ
れ
た
死
者
に
な
り
代
わ
っ
て
語
る
「
顔
」
と
な

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
的
言
語

（
修
辞
学
）
が
可
能
に
す
る
事
態
で
あ
る
の
な
ら
、
ド
・
マ
ン
が
結
論
す

る
よ
う
に
「
言
語
が
比
喩
形
象
（
隠
喩
、
あ
る
い
は
活
喩
法
）
で
あ
る
限

近
代
的
な
自
伝
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
潜
在
す
る
構
造
的
か
つ
歴
史
的
な
亀

裂
を
含
意
し
、
繰
り
返
せ
ば
そ
こ
に
お
い
て
、
抑
圧
さ
れ
た
「
む
き
出
し

の
名
前
＝
顔
」
が
不
気
味
な
こ
と
に
、
単
な
る
字
義
性
と
し
て
露
出
（
回

帰
）
す
る
可
能
性
が
残
存
し
て
い
る
。
そ
れ
は
墓
石
が
単
な
る
墓
石
と
な

る
瞬
間
で
も
あ
る（

5
）。

　

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
テ
ク
ス
ト
は
、
墓
碑
銘
を
め
ぐ
り
活
喩
法
に
依
存
し

な
が
ら
、
生
と
死
、
表
層
と
深
層
、
顔
と
心
を
隠
喩
的
に
同
一
化
す
る
の

と
ま
っ
た
く
同
時
に
、
こ
の
修
辞
学
を
多
用
す
る
グ
レ
イ
と
ミ
ル
ト
ン
を

揶
揄
す
る
（
七
七
〜
八
頁
）。
こ
の
脱
構
築
性
が
示
す
の
は
、
こ
の
修
辞

学
が
潜
在
的
に
孕
む
論
理
的
な
混
濁
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
活
喩
法
に
伏
在

す
る
潜
在
的
危
険
性
」
つ
ま
り
「
死
者
に
語
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

の
修
辞
学
の
〔
生
と
死
と
い
う
〕
左
右
対
称
の
構
造
が
、
同
じ
理
屈
か
ら
、

生
き
て
い
る
者
が
声
を
失
い
、
死
に
よ
っ
て
凍
結
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性

を
も
含
意
し
て
し
ま
う
」（
七
八
頁
）
こ
と
で
あ
る
。

　

墓
碑
銘
（
墓
石
）
が
「
顔
」
と
な
り
「
声
」
を
得
て
語
り
出
す
と
い
う

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
的
修
辞
学
（
活
喩
法
）
は
、
外
部
が
内
部
を
無
媒
介
的
に

表
象
・
代
理
す
る
と
い
う
構
造
か
ら
し
て
、「
肉
（
体
）
的
な
も
の

（incarnate

）」
あ
る
い
は
「
衣
服
（clothing

）」
と
い
う
隠
喩
と
親
和

性
が
高
い
が
、
こ
の
詩
人
の
言
語
は
こ
の
隠
喩
性
に
関
し
て
も
批
判
的
で

あ
る
。
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学
の
脱
構
築
と
い
う
歴
史
的
な
症
候
と
化
し
た
の
で
あ
る
。

Ⅲ
　

ド
・
マ
ン
は
「
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
と
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
人
」
に
お
い
て
、

こ
の
修
辞
学
（
活
喩
法
）
の
脱
構
築
を
よ
り
明
示
的
な
心
理
学
批
判
と
し

て
提
示
す
る
。
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
言
語
に
お
い
て
「
心
」
が
隠
喩
化
さ
れ

る
文
脈
に
関
し
て
ド
・
マ
ン
は
、「
現
象
学
的
か
つ
実
存
的
な
」（
八
六

頁
）
言
説
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
特
有
の
突
如
人
間

的
主
体
を
襲
う
外
傷
性

―
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
的
「
シ
ョ
ッ
ク
の
体
験
」

（
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
）
と
も
呼
び
得
る
瞬
間

―
が
「
外
部
」
と
し
て
隠
喩
化

さ
れ
る
の
と
同
時
に
、
そ
う
い
っ
た
「
つ
ね
な
る
脅
威
と
な
っ
て
い
る
破

壊
（ever-threatening 

undoing

）」
を
英
雄
的
に
凌
駕
す
る
こ
と
が

「
意
識
の
勝
利
」
と
し
て
言
祝
が
れ
る
。
こ
れ
が
「
心
の
現
象
学
化
」
で

あ
り
、
そ
こ
で
特
権
化
さ
れ
る
の
が
「
意
識
の
或
る
条
件
」
あ
る
い
は

「
自
己
内
省
的
で
回
想
す
る
心
（self-reflecting, recollecting m

ind

）」

（
八
七
頁
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
名
も
な
く
定
義
も
で
き
ぬ
」
外
傷
的
な

遭
遇
を
い
か
な
る
修
辞
性
に
も
還
元
不
能
な
も
の
と
し
て
露
出
し
な
が
ら

も
、
ま
っ
た
く
同
時
に
、
そ
の
外
傷
性
を
「
馴
致
す
る
」（
八
六
頁
）
隠

喩
と
し
て
「
心
」
が
現
象
学
（
実
存
）
化
さ
れ
る
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
哲
学

と
な
る
。
つ
ぎ
の
一
節
は
そ
の
詳
細
と
次
第
を
語
っ
て
い
る
。

り
、
言
語
は
も
の
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ
の
表
象
・
代
理
、
い
わ
ば
、

そ
の
も
の
を
描
く
絵
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
、
絵
が
声
を
持
た
な
い
の
と

同
じ
く
、
沈
黙
し
語
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
」（
八
〇
頁
）。
つ
ま
り
、
自
伝

と
い
う
形
式
が
、
不
可
視
で
も
の
言
わ
ぬ
「
心
」
に
「
顔
」
と
「
声
」
を

付
与
す
る
言
語
行
為
（
修
辞
学
）
で
あ
る
と
し
て
も
、
言
語
は
あ
く
ま
で

「
心
」
の
表
象
・
代
理
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、「
心
」
そ
れ
自
体
で

は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
伝
と
い
う
「
心
」
に
顔
を
与
え
る
こ

の
修
辞
学
は
、
顔
＝
声
を
与
え
る
と
い
う
言
語
行
為
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
、

「
心
」
か
ら
声
＝
顔
を
奪
っ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。
別
言
す
れ
ば
、
こ

の
修
辞
学
（
自
伝
）
は
不
可
視
の
心
を
可
視
化
し
蘇
生
し
な
が
ら
、
そ
れ

と
ま
っ
た
く
同
時
に
そ
の
殺
害
と
埋
葬
を
遂
行
し
て
し
ま
う
。
こ
の
論
考

の
結
語
（A

utobiography veils a de-facem
ent of the m

ind of 

w
hich it is itself the cause

）（
八
一
頁
）
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
こ

の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る（

6
）。
こ
こ
に
お
い
て
あ
か
ら
さ
ま
に

出
来
し
て
い
る
の
は
、
顔
を
授
け
る
こ
と
（facing

）
と
顔
を
奪
う
こ
と

（de-facing

）
の
決
定
不
能
性
、
顔
（face

）
を
め
ぐ
る
比
喩
形
象
（fig-

ure

）
の
自
己
言
及
的
な
解
体
現
象
（disfiguration

）
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
断
じ
て
非
歴
史
的
な
修
辞
学
シ
ス
テ
ム
の
脱
構
築
性
で
は
な
い
。
こ

の
言
語
的
か
つ
唯
物
的
な
出
来
事
は
、
近
代
文
学
＝
心
理
学
の
根
源
的
な

不
可
能
性
と
い
う
す
ぐ
れ
て
歴
史
的
な
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
読
ま
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
不
可
能
性
が
、「
顔
」
を
め
ぐ
る
テ
ク
ス
ト
の
修
辞
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る
ば
か
り
か
、
そ
れ
を
破
壊
し
得
る
外
傷
的
外
部
の
そ
れ
と
も
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
見
た
、
顔
を
与
え
る
（face

）
と
顔
を
奪
う
（de-

face

）
の
全
き
同
時
性
と
同
じ
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
美
的
な
も
の
（
修

辞
学
）
の
生
産
が
そ
の
解
体
を
同
時
に
意
味
す
る
ド
・
マ
ン
的
出
来
事
を

こ
こ
で
確
認
し
て
も
よ
い
。
あ
る
い
は
美
的
な
も
の
の
解
体
そ
れ
自
体
が

美
的
な
も
の
に
な
る
瞬
間
と
い
う
べ
き
か
。

　

さ
ら
に
い
う
の
な
ら
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
的
言
語
と
心
理
学
と
の
遭

遇
そ
れ
自
体
が
こ
の
種
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
（face 

to 
face

）
が
出

来
す
る
言
語
的
な
場
所
と
な
っ
て
い
な
い
か
。

実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
る
連
合
心
理
学
の
専
門
用
語
を
喚
起
す
る
ま
で

も
な
く
、
明
ら
か
に
こ
こ
で
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
自
体
で
は

無
力
で
あ
る
眼
を
、
よ
り
大
き
な
、
全
体
的
な
実
体
で
あ
り
「
同
じ
物

体
」
で
あ
る
も
の
、
テ
ク
ス
ト
の
内
的
論
理
か
ら
し
て
顔
で
し
か
あ
り

得
ぬ
も
の
に
書
き
込
む
可
能
性
で
あ
り
、
こ
の
顔
と
は
、
心
が
提
喩
的

に
機
能
し
つ
つ
そ
の
存
在
を
主
張
す
る
部
分
を
総
合
し
た
も
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
詩
の
数
行
先
で
、
万
物
を
包
含
し
得
る
ま
で
増
大
す
る
全
体

化
の
プ
ロ
セ
ス
の
道
筋
を
示
す
。（
九
一
頁
）

こ
の
意
味
論
的
に
濃
密
な
一
節
が
語
っ
て
い
る
の
は
、
近
代
心
理
学
（
連

合
心
理
学
）
の
用
語
に
依
拠
し
な
が
ら
、
人
間
理
性
の
根
幹
に
あ
る

穏
や
か
な
も
の
で
あ
れ
暴
力
的
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
脅
威
の
シ
ョ
ッ

ク
の
な
す
が
ま
ま
に
な
る
こ
と
で
、
心
は
そ
れ
自
身
に
対
し
て
も
世
界

に
対
し
て
も
そ
の
全
能
性
（em

pire

）
を
回
復
す
る
。
と
い
う
の
も

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
修
辞
的
言
語
使
用
の
奇
跡
と
は
、
審
美
的
な
回
避
を

す
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
脅
威
と
直
接
遭
遇
す
る
（face to face

）

心
の
脆
弱
性
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
、
大
地
か
ら
な
る
現
象
学
的

世
界
の
全
体
性
を
回
復
し
、
い
か
な
る
色
彩
や
韻
律
が
な
し
得
る
よ
り

も
深
い
意
味
に
お
い
て
、
美
的
な
も
の
を
拒
絶
す
る
ま
さ
に
そ
の
過
程

に
お
い
て
美
的
な
も
の
を
回
復
す
る
の
で
あ
る
。（
八
七
頁
）

こ
れ
を
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
「
消
極
的
能
力
（negative capability

）」
と

呼
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
か
。
心
＝
内
部
、
世
界
＝
外
部
と
い
う
空
間
的
隠
喩
を

組
織
し
な
が
ら
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
的
言
語
は
こ
れ
を
顔
と
顔
の

（face to face

）
外
傷
的
遭
遇
と
し
て
形
象
化
し
て
い
る
が
、
そ
の
と
き

「
顔
」
と
い
う
隠
喩
は
「
心
＝
内
」
と
「
世
界
＝
外
」
だ
け
で
な
く
、
顔

と
い
う
形
象
そ
れ
自
体
の
形
象
（figure

）
と
脱
形
象
（disfigure

）
が

ほ
と
ん
ど
無
媒
介
的
に
遭
遇
す
る
場
所
、
そ
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

（interface

）
と
な
っ
て
い
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
箇
所
に
お
い
て

「
顔
」
は
、
外
傷
的
体
験
の
主
体
と
そ
の
対
象
を
同
時
に
表
象
す
る
形
象

と
化
し
て
お
り
（
そ
れ
ゆ
え
にface to face

）、
そ
れ
は
心
の
隠
喩
で
あ
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と
呼
ぶ
べ
き
、
顔
の
過
剰
（
授
与
）
と
顔
の
欠
如
（
栴
奪
）
の
同
時
性
で

あ
り
、
修
辞
学
の
過
剰
に
よ
る
そ
の
欠
如
と
し
て
のde-facem

ent

＝

disfiguration

に
ほ
か
な
る
ま
い
。
こ
の
修
辞
学
的
苦
境
は
、
自
伝
と
い

う
ジ
ャ
ン
ル
の
不
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
ド
・
マ
ン
が
言
う
「
テ
ク
ス
ト
の

著
者
と
テ
ク
ス
ト
の
中
の
著
者
」
と
い
う
「
鏡
像
的
ペ
ア
」（
七
二
頁
）

と
同
断
で
あ
ろ
う
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、「
顔
」
を
め
ぐ
る
修
辞
学
の

脱
構
築
と
し
て
の
こ
の
テ
ク
ス
ト
性
は
、「
心
」
を
表
象
す
る
近
代
心
理

学
＝
文
学
の
根
源
的
な
不
可
能
性
が
症
候
的
に
露
出
し
た
「
歴
史
的
」
な

言
語
＝
出
来
事
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
言
語
と
の
遭
遇
を
「
も

は
や
実
存
的
あ
る
い
は
心
理
学
的
原
因
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

（
九
二
頁
）
の
は
む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
言
語
的
体
験
を
回
避
し
な
が
ら

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
お
け
る
「
意
識
の
勝
利
」
を
語
り
続
け
る
の
な
ら
、
そ

れ
は
「
近
代
」
と
い
う
外
傷
か
ら
逃
れ
る
別
の
症
候
と
見
な
さ
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
（
じ
つ
は
そ
れ
こ
そ
が
「
近
代
文
学
」
の
制
度
そ
れ
自
体
に
ほ

か
な
ら
な
い
）。

Ⅳ「
顔
」
と
い
う
「
表
層
」
が
無
媒
介
的
に
表
象
・
代
理
す
る
「
心
」
と
い

う
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
近
代
文
学
と
心
理
学
の
根
幹
部
分
に
見
る
の
な
ら
ば
、

ド
・
マ
ン
の
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
読
解
は
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
「
反

「
心
」
を
視
覚
に
局
所
化
す
る
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
言
語
が
、
強
力
な
隠
喩

と
し
て
「
顔
」
を
前
景
化
す
る
次
第
と
詳
細
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
啓
蒙

理
性
の
万
能
感
を
体
現
す
る
顔
と
視
覚
の
優
位
は
、
同
時
代
の
心
理
学
へ

の
言
及
を
通
じ
て
批
判
も
さ
れ
て
い
る
。
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
は
、
ハ
ー
ト
リ

ー
と
思
し
き
「
字
義
的
な
知
性
の
心
理
学
者
」
の
「
魂
の
分
析
」
を
否
定

し
、
科
学
に
よ
る
「
外
側
へ
の
証
明
（outw

ard 
show

s

）」
と
い
う
杜

撰
な
知
性
に
対
す
る
自
身
の
「
心
の
理
論
」（
九
一
頁
）
を
構
築
し
よ
う

と
す
る
。
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
墓
碑
銘
を
め
ぐ
る
テ
ク
ス
ト
で
採
用
さ
れ
た

「
顔
」
を
読
む
＝
見
る
「
太
陽
」
が
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
の
「
顔
」
と
な

り
、
啓
蒙
理
性
に
お
け
る
視
覚
の
優
位
が
ふ
た
た
び
強
調
さ
れ
、
そ
れ
ゆ

え
眼
と
い
う
器
官
を
駆
使
す
る
「
顔
」
が
そ
の
特
権
的
な
隠
喩
と
化
し
た

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
啓
蒙
的
科
学

に
お
け
る
観
察
の
主
体
（
顔
）
と
観
察
の
対
象
（
顔
）
が
同
一
の
隠
喩
を

共
有
す
る
こ
と
で
あ
り
、
図
ら
ず
も
こ
こ
に
は
近
代
心
理
学
の
不
可
能
性

が
、
隠
喩
あ
る
い
は
比
喩
形
象
の
イ
ン
フ
レ
イ
シ
ョ
ン
（disfigura-

tion

）
と
し
て
露
出
し
て
い
な
い
か
。
つ
ま
り
、
心
と
い
う
即
自
的
な
経

験
の
対
象
で
し
か
あ
り
得
ぬ
領
野
を
近
代
科
学
の
対
象
と
す
れ
ば
、
そ
の

主
体
の
あ
り
方
は
究
極
の
水
準
で
、
自
ら
の
心
＝
顔
を
観
察
す
る
自
ら
の

心
＝
顔
と
い
う
鏡
像
的
か
つ
同
語
反
復
的
な
認
識
空
間
を
生
き
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
近
代
心
理
学
の
不
可
能
性
の
ア
レ
ゴ
リ

ー
と
し
て
の
、
不
可
能
な
修
辞
的
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
（face to face

）
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む
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
言
語
の
ご
と
く
、
表
層
化
（facing

）
と
歪
曲
化

（de-facing

）
が
同
期
す
る
修
辞
学
的
隠
蔽
作
業
で
あ
っ
た
。
こ
の
露
出

と
隠
蔽
の
並
走
と
い
う
言
語
的
事
態
は
、
顔
を
与
え
る
こ
と
（facing

）

が
顔
を
奪
う
こ
と
（de-facing

）
を
意
味
す
る
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
的
な
テ
ク

ス
ト
を
即
座
に
連
想
さ
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。
ド
・
マ
ン
＝
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス

的
「
顔
」
は
、
啓
蒙
的
知
性
の
万
能
感
の
隠
喩
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
細
部
を

提
喩
的
に
「
統
合
す
る
力
（totalizing pow

er

）」
に
見
え
て
、
じ
つ
は

「
無
限
に
差
異
化
す
る
過
程
（a process of endless differentiation

）」

が
無
慈
悲
に
露
出
す
る
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
ほ
ぼ
完
全
な
混
沌

（near-total 
chaos

）」（
九
二
頁
）
と
呼
ば
れ
る
「
顔
＝
表
面
」
の
意
味

（
論
）
は
、
原
型
を
留
め
ぬ
ま
で
歪
曲
さ
れ
た
フ
ロ
イ
ト
の
夢
テ
ク
ス
ト

の
表
層
が
単
一
の
解
釈
を
阻
み
続
け
、
そ
れ
を
細
部
へ
と
分
断
し
去
る
様

と
似
て
い
る
（
こ
こ
で
「
イ
ル
マ
の
注
射
の
夢
」
を
思
い
出
そ
う
）。
確

か
に
フ
ロ
イ
ト
自
身
が
語
る
よ
う
に
、
夢
解
釈
と
は
「《
細
部
》
解
釈
と

で
も
言
う
べ
き
解
釈
で
あ
っ
て
、《
全
体
》
解
釈
で
は
な
い
」（
一
四
二

頁
）。
夢
テ
ク
ス
ト
の
歪
曲
さ
れ
た
表
層
（de-face

）
と
は
、
無
数
の
無

意
識
的
表
象
に
過
剰
に
意
味
を
与
え
ら
れ
た
／
奪
わ
れ
た
（
歪
曲
さ
れ

た
）
細
部
が
無
秩
序
に
散
乱
す
る
意
味
論
的
な
カ
オ
ス
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
こ
で
私
た
ち
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
「
イ
ル
マ
の
注
射
の
夢
」
を
フ
ロ
イ
ト

的
夢
理
論
の
不
可
能
性
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
読
解
す
る
誘
惑
に
か
ら
れ

る
。
ド
・
マ
ン
の
批
評
を
症
候
と
し
て
の
「
心
理
学
」
へ
の
抵
抗
と
読
む

心
理
学
」
あ
る
い
は
「
反
近
代
文
学
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
歴
史
意
識
を
指
し

示
し
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
ド
・
マ
ン
が
露
出
す
る
ワ
ー
ズ
ワ

ー
ス
に
お
け
る
修
辞
学
的
苦
境

―
「
顔
と
い
う
隠
喩
の
主
張
そ
れ
自
体

が
顔
と
い
う
隠
喩
に
よ
っ
て
無
慈
悲
に
無
化
さ
れ
る
作
用
」（
九
二
頁
）

―
と
は
、
こ
の
詩
人
の
詩
的
言
語
が
い
わ
ば
身
を
呈
し
て
体
現
す
る
心

理
学
の
不
可
能
性
そ
れ
自
体
の
唯
物
的
表
出
で
あ
る
。
深
層
＝
心
を
無
媒

介
的
に
表
現
す
る
表
層
＝
顔
（face
＝surface

）
な
る
近
代
的
パ
ラ
ダ

イ
ム
を
主
題
化
す
る
テ
ク
ス
ト
が
、
自
ら
の
表
層
＝
顔
＝
比
喩
形
象
（fig-

ure

）
を
歪
め
（de-face

＝disfigure

）
な
が
ら
、
そ
の
不
可
能
性
の
ア

レ
ゴ
リ
ー
と
化
し
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
な
言
語
的
＝
修
辞
的
＝
歴
史
的
現
場
に
遭
遇
す
る
と
き
、

ド
・
マ
ン
の
批
評
が
複
数
の
「
歴
史
的
」
な
読
解
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と

が
判
明
す
る
。
た
と
え
ば
、
或
る
種
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
論
が
、「
反
肖
像

（A
nti-Portrait

）」
と
い
う
論
点
か
ら
二
十
世
紀
的
な
言
語
を
歴
史
化
し
、

そ
の
反
心
理
学
を
「
顔
＝
表
層
」
の
不
透
明
性
に
読
解
す
る
の
と
連
動
し

て
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
反
心
理
学
の
系
譜
に
位
置
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
だ
ろ
う
。
そ
の
射
程
に
は
、
心
＝
無
意
識
が
テ
ク
ス
ト
の
表
層
を
「
歪

曲
（distort; 

entstellen

）」
す
る
フ
ロ
イ
ト
の
「
夢
作
業
」
が
浮
上
し

て
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
思
え
ば
、
フ
ロ
イ
ト
の
夢
テ
ク
ス
ト
と
は
、

深
層
（
潜
在
内
容
）
た
る
無
意
識
を
表
層
（
顕
在
内
容
）
と
し
て
生
産
す

る
隠
喩
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
ド
・
マ
ン
が
読
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※
本
稿
の
議
論
は
些
か
の
修
正
と
変
更
を
経
た
後
に
、
“Face and Sur-

face D
isfigured: Paul de M

an, W
ordsw

orth, and Freud

”と
い

う
題
目
を
得
て
以
下
の
国
際
会
議
の
基
調
講
演
と
し
て
口
頭
発
表
さ
れ

た
。Behind the M

asks: Representations of the Face in Japa-

nese and W
estern European Literature and T

heatre from
 

the Early M
odern Period to the Present 

（U
niversity of 

Edinburgh

）
二
〇
一
八
年
十
二
月
十
四
日
。

と
き
、
過
剰
な
細
部
へ
と
無
限
に
差
異
化
す
る
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
言
語
の

歪
ん
だ
「
顔
」
と
フ
ロ
イ
ト
的
夢
テ
ク
ス
ト
の
「
歪
曲
」
を
接
続
し
な
が

ら
、
そ
こ
に
反
近
代
と
し
て
の
反
心
理
学
の
系
譜
を
読
む
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
そ
の
歴
史
性
こ
そ
が
彼
ら
の
テ
ク
ス
ト
の
顔
＝
表
層
を
歪
め
て

い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
脱
構
築
的
な
苦
悶
の
表
情
は
歴
史
そ
の
も
の
の
唯

物
的
な
出
来
事
と
な
っ
て
い
る
。

（
1
）
こ
の
論
考
で
読
解
し
た
「
内
」
と
「
外
」
と
い
う
空

間
的
な
隠
喩
化
に
よ
る
文
学
の
心
理
学
化
の
根
源
的

批
判
を
、
ド
・
マ
ン
、
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
ム
ソ

ン
、
柄
谷
行
人
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
、
ロ
ジ

ャ
ー
・
フ
ラ
イ
と
い
っ
た
固
有
名
と
そ
の
テ
ク
ス
ト

に
即
し
て
論
じ
た
拙
稿
と
し
て
『
情
動
と
モ
ダ
ニ
テ

ィ

―
英
米
文
学
／
精
神
分
析
／
批
評
理
論
』
彩
流

社
、
二
〇
一
七
年
の
序
章
「
情
動
と
い
う
近
代
心
理

学
＝
文
学
の
内
／
外
部
に
宿
る
「
も
の
」」
を
参
照

さ
れ
た
い
。
本
稿
が
示
唆
す
る
の
と
同
じ
く
、
本
著

に
お
い
て
も
「
近
代
」
が
露
出
す
る
「
外
傷
」
を
回

避
す
る
美
学
と
し
て
の
文
学
＝
心
理
学
を
原
理
的
に

批
判
す
る
言
説
と
し
て
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
を
歴
史
化

し
て
い
る
。
そ
の
観
点
か
ら
、
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分

析
と
ド
・
マ
ン
の
批
評
の
意
想
外
な
親
和
性
に
つ
い

て
も
議
論
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）
近
代
心
理
学
の
こ
の
意
味
で
の
不
可
能
性
と
の
不
断

の
対
話
を
通
じ
て
成
立
し
た
言
説
と
し
て
フ
ロ
イ
ト

の
精
神
分
析
を
再
歴
史
化
す
る
優
れ
た
著
作
と
し
て
、

George M
akari, R

evolution in M
ind: T

he 
Creation of Psychoanalysis 

（H
arper, 2008

）

を
参
照
さ
れ
た
い
。
複
数
の
近
代
心
理
学
か
ら
の
引

用
＝
逸
脱
あ
る
い
は
編
集
と
し
て
の
精
神
分
析
と
い

う
歴
史
記
述
は
本
稿
の
文
脈
に
お
い
て
も
大
い
に
示

唆
的
で
あ
る
。
ち
な
み
に
本
稿
の
著
者
に
よ
る
翻
訳

が
み
す
ず
書
房
に
よ
り
近
刊
の
予
定
で
あ
る
。

（
3
）「
魂
と
い
う
機
械
」
と
い
う
題
目
が
示
唆
す
る
の
は
、

直
接
的
に
は
経
験
主
義
的
文
脈
に
お
い
て
言
説
化
さ

れ
た
近
代
心
理
学
が
信
仰
と
経
験
主
義
的
科
学
と
い

う
矛
盾
に
引
き
裂
か
れ
て
い
た
事
態
で
あ
る
が
、
根

源
的
に
表
象
不
能
な
「
心
」
な
る
も
の
を
表
象
す
る

試
み
で
あ
る
近
代
科
学
の
言
説
的
苦
境
一
般
も
暗
示

す
る
。
実
際
に
「
脳
科
学
」
の
進
歩
が
顕
著
な
現
在

に
あ
っ
て
も
い
ま
だ
に
巨
大
な
「
謎
」
で
あ
り
続
け

る
「
心
」
は
新
た
な
宗
教
的
言
説
の
契
機
と
も
な
っ

て
い
る
。
こ
の
論
点
に
よ
る
本
著
に
関
す
る
本
稿
の

著
者
に
よ
る
書
評
は
、
以
下
の
ウ
ェ
ッ
ブ
上
で
参
照

可
能
で
あ
る
。M

edical 
H
istory 

（Cam
bridge 

U
P

）: https://w
w
w
.cam

bridge.org/core/jour 

註
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nals/m
edical-history/article/m

akarigeorge-s 
oul-m

achine-the-invention-of-the-m
odern-m

in 
d-new

-york-and-london-norton-2015-pp-xvi-6 
56-3995-hardback-isbn-978-0-393-05965-6/ 
73A

D
03C63F7687F0C708D

B3083402E36

（
4
）
観
相
学
を
典
型
と
す
る
一
九
世
紀
的
な
こ
の
種
の
顔

を
め
ぐ
る
修
辞
学
を
精
査
し
つ
つ
、
そ
れ
へ
の
抵
抗

と
し
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
「
反
＝
肖
像
」
性
を
読

解
す
る
研
究
と
し
て
は
、K

am
ila 

Paw
likow

ska, 
A
nti-Portraits: Poetics of the Face in M

od-
ern E

nglish, Polish and R
ussian Literature 

（1835-1965

） （Brill/Rodopi, 2015
）
を
参
照
。

本
稿
の
最
終
段
落
で
言
及
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
研

究
の
優
れ
た
一
冊
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
或
る

種
の
ゴ
シ
ッ
ク
小
説
に
お
い
て
「
顔
」
の
表
象
が
不

在
化
す
る
現
象
を
ど
の
よ
う
に
歴
史
化
す
べ
き
な
の

か
、
本
稿
の
視
点
か
ら
そ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
想
起
す
べ
き
は

『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』『
ジ
キ
ル
と
ハ
イ
ド
』

の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
種
の
言

語
を
「
反
心
理
学
」
と
い
う
系
譜
に
位
置
付
け
る
可

能
性
は
考
察
に
値
す
る
だ
ろ
う
。

（
5
）
ニ
コ
ラ
ス
・
ロ
イ
ル
は
「
不
気
味
な
も
の
」
の
重
要

な
歴
史
性
と
し
て
、
前
近
代
的
か
つ
神
学
的
な
言
説

的
布
置
に
あ
っ
て
十
全
な
意
味
を
帯
び
て
い
た
も
の

が
、
近
代
的
な
啓
蒙
科
学
の
対
象
と
な
る
こ
と
で
既

知
の
も
の
が
不
可
知
な
も
の
と
化
す
事
態
を
分
析
し

て
い
る
。
こ
の
外
傷
性
を
糊
塗
す
る
言
説
と
し
て
の

近
代
心
理
学
＝
文
学
批
判
が
、
こ
こ
で
読
ま
れ
る

ド
・
マ
ン
の
主
題
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
繰
り
返
せ
ば
、
或
る
種
の
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
言
語
は
鋭
利
な
近
代
批
判
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
視
点
か
ら
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
の
『
虹
』
を
再
読

し
た
論
考
と
し
て
は
、
拙
稿
「
情
動
、
モ
ダ
ニ
テ
ィ
、

不
気
味
な
も
の

―
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
の
反
心
理

学
を
め
ぐ
る
覚
書
」『
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
研
究
』

第
二
八
号
（
二
〇
一
八
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
こ
の

議
論
が
準
拠
し
た
ロ
イ
ル
の
著
作
は
、N

icholas 
Royle, T

he U
ncanny. M

anchester U
P, 2003

で
あ
る
。

（
6
）
こ
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
ド
・
マ
ン
に
よ
る
「
自
伝
」

の
不
可
能
性
と
い
う
議
論
を
、
シ
ョ
シ
ャ
ナ
・
フ
ェ

ル
マ
ン
の
ド
・
マ
ン
読
解
を
通
じ
て
、
彼
の
自
伝
的

事
実
（
反
ユ
ダ
ヤ
的
記
事
の
執
筆
）
へ
接
続
す
る
こ

と
の
不
／
可
能
性
を
精
緻
に
論
じ
た
の
は
、
中
井
亜

佐
子
『
他
者
の
自
伝

―
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
文
学

を
読
む
』
研
究
社
、
二
〇
〇
七
年
、
特
に
一
九
三
〜

九
七
頁
で
あ
る
。
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ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
『
フ
ロ
イ
ト
全
集　

夢
解
釈

Ⅰ
』
第
四
巻
、
新
宮
一
成
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七

年
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