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感
じ
た
の
は
、
ル
ソ
ー
の
研
究
を
し
て
い
る
と
き
で
し
た
。（T

he 

R
esistance to T

heory 121

二
三
八
）（1
）

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
ル
ソ
ー
の
研
究
を
し
て
い
る
と
き
」
と
い
う
の

は
、
ド
・
マ
ン
が
一
九
七
二
年
か
ら
七
三
年
に
か
け
て
チ
ュ
ー
リ
ヒ
で
在

外
研
究
を
し
て
い
た
時
期
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
期
間
に
、『
テ

ク
ス
ト
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
（T

extual A
llegories

）』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の

ル
ソ
ー
論
が
執
筆
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は

ド
・
マ
ン
の
生
前
に
発
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
大
部
分
は
大
幅
な

加
除
修
正
を
ほ
ど
こ
さ
れ
て
『
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
（A

llegories 

of R
eading

）』（
一
九
七
九
年
）
の
第
二
部
へ
と
結
実
し
た（

2
）。
本
稿
は
、

こ
の
第
二
部
の
ル
ソ
ー
論
の
な
か
で
も
、
明
示
的
な
主
題
と
し
て
は
も
っ

　

ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
は
、
い
わ
ゆ
る
政
治
や
国
民
国
家
に
つ
い
て
直
接

的
に
論
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
死
の
約
十
ヶ
月
前
、
一

九
八
三
年
三
月
に
行
わ
れ
た
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。

私
は
自
分
が
そ
れ
ら
の
〔
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
政
治
と
い
う
〕
問
題
か
ら

離
れ
た
こ
と
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
い
つ
だ
っ
て
私
の
最
大
の
関

心
事
で
し
た
。
私
は
か
ね
て
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
と
、
そ
の
拡

張
と
し
て
の
政
治
の
問
題
に
は
、
言
語
に
た
い
す
る
批
判
的
な
分
析
に

基
づ
い
て
の
み
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
の
だ
と
主
張
し
て
き
ま
し
た

〔
…
…
〕。
私
が
言
語
の
み
に
関
す
る
分
析
か
ら
、
す
で
に
政
治
的
、
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
問
題
へ
進
む
こ
と
が
で
き
る
と

特
集
1
　
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
　Paul de M

an

約
束
す
る
テ
ク
ス
ト
　
　
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
『
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
』
第
一
一
章
の
政
治
的
射
程

鈴
木
英
明
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文
字
ど
お
り
「
読
解
不
可
能
」
と
形
容
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に

言
え
ば
、
こ
の
ひ
と
組
の
主
張
は
単
な
る
中
立
的
で
事
実
確
認
的
な
言

明
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
主
張
は
、
純
粋
な
言
明
か
ら
行
為
へ
の
移
行

を
要
請
す
る
、
勧
告
的
な
行
為
遂
行
的
言
明
（perform

atives

）
な

の
だ
。
そ
れ
ら
は
、
あ
ら
ゆ
る
選
択
の
基
盤
を
破
壊
す
る
と
同
時
に
、

わ
れ
わ
れ
に
選
択
を
迫
る
。
そ
れ
ら
は
賢
明
で
も
公
正
で
も
あ
り
え
な

い
法
的
決
定
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。〔
…
…
〕『
信

仰
告
白
』
を
読
ん
だ
あ
と
で
「
有
神
論
」
に
改
宗
し
た
く
な
る
と
し
た

ら
、
わ
れ
わ
れ
は
知
性
の
法
廷
か
ら
愚
行
の
罪
を
宣
告
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
最
も
広
い
意
味
で
の
信
仰
（
こ
の
言
葉
は
必

然
的
に
、
あ
ら
ゆ
る
か
た
ち
の
偶
像
崇
拝
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
含
意
し

て
い
る
）
も
、
啓
蒙
さ
れ
た
精
神
に
よ
っ
て
き
っ
ぱ
り
と
克
服
さ
れ
う

る
と
結
論
づ
け
る
な
ら
、
そ
う
し
た
偶
像
の
黄
昏
は
、
そ
れ
自
体
が
信

仰
心
の
発
生
に
よ
る
最
初
の
犠
牲
者
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
な
い
た
め
、

い
っ
そ
う
愚
か
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
読
む
こ
と
の
不

可
能
性
を
あ
ま
り
に
軽
く
受
け
と
め
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

（A
R

 245

三
一
九
）（3
）

「
信
仰
告
白
」
に
お
け
る
二
律
背
反
的
な
主
張
の
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
の
行
き
詰
ま
り
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
よ
う

に
思
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
二
つ
の
主
張
は
、
ど
ち
ら
か
を
選

と
も
政
治
的
と
思
え
る
第
一
一
章
「
約
束
（『
社
会
契
約
論
』）」
を
、
一

般
意
志
と
個
別
意
志
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
読
解
す
る
。
さ

ら
に
は
、
ガ
ヤ
ト
リ
・
Ｃ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
や
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー

ソ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
に
も
触
れ
な
が
ら
、
ド
・
マ
ン
に
よ
る
「
批

評
的
な
言
語
分
析
」
の
政
治
的
射
程
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

Ⅰ
　

第
一
一
章
の
読
解
に
入
る
前
に
、
第
一
〇
章
「
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ

ー
（「
サ
ヴ
ォ
ワ
の
助
任
司
祭
の
信
仰
告
白
」）」
の
最
終
パ
ラ
グ
ラ
フ
に

書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
は
、「
言
語
の
み

に
関
す
る
分
析
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
あ
る
種
の
「
苦
境
」
が
描
き

出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
〇
章
で
は
、『
エ
ミ
ー
ル
』
第
四
編

の
一
部
を
成
す
「
サ
ヴ
ォ
ワ
の
助
任
司
祭
の
信
仰
告
白
」
に
お
け
る
比
喩

表
現
の
分
析
を
つ
う
じ
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
最
終
的
に
「
読
解
不
可

能
」
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ド
・
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
テ
ク

ス
ト
は
有
神
論
を
反
駁
不
可
能
な
か
た
ち
で
主
張
し
て
い
る
と
同
時
に
、

こ
う
し
た
信
仰
を
、
常
軌
を
逸
し
た
も
の
と
し
て
非
難
し
て
い
る
。

『〔
サ
ヴ
ォ
ワ
の
助
任
司
祭
の
〕
信
仰
告
白
』
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
は
、

根
本
的
に
相
容
れ
な
い
ひ
と
組
の
主
張
に
行
き
着
く
と
い
う
意
味
で
、
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に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ル
ソ
ー
自
身
は
一
般
意
志
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
一
般
意

志
は
、
全
体
意
志
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
一
般
意
志
は

共
同
の
利
益
だ
け
を
目
的
と
す
る
が
、
全
体
意
志
は
私
的
な
利
益
を
目
指

す
も
の
に
す
ぎ
ず
、
た
ん
に
全
員
の
個
別
意
志
が
一
致
し
た
も
の
に
す
ぎ

な
い
。
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
個
別
意
志
か
ら
、〔
一
般
意
志
と
の
違
い
で

あ
る
〕
過
不
足
分
を
相
殺
す
る
と
、
差
の
総
和
が
残
る
が
、
こ
れ
が
一
般

意
志
で
あ
る
」（3: 371

六
五
、〔　

〕
内
の
補
足
は
訳
者
に
よ
る
）（4
）。

こ
れ
を
受
け
て
ド
・
マ
ン
は
、
一
般
意
志
と
個
別
意
志
と
の
関
係
は
、
類

似
に
基
づ
く
メ
タ
フ
ォ
リ
カ
ル
な
関
係
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
部
分
と
全
体
が
調
和
し
た
、
提
喩
的
で
有
機
的
な
関
係

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
ド
・
マ
ン
は
、
一
般
意
志
は
複
数
の
個

別
意
志
を
弁
証
法
的
に
統
合
し
た
も
の
で
も
な
い
と
述
べ
、
個
人
の
要
求

と
一
般
意
志
と
が
両
立
不
可
能
な
関
係
に
あ
る
と
説
明
す
る
『
社
会
契
約

論
』
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。

一
般
意
志
は
「
情
念
が
沈
黙
す
る
中
で
〔dans le silence des pas-

sions
〕
作
動
す
る
理
性
の
純
粋
な
活
動
」（3: 286

）
で
あ
る
。
だ
が
、

「
そ
の
よ
う
に
自
身
か
ら
身
を
引
き
離
す
こ
と
の
で
き
る
人
が
、
い
っ

た
い
ど
こ
に
い
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
…
…
自
分
自
身
の

個
別
的
な
規
則
と
の
つ
な
が
り
が
見
い
だ
せ
な
い
義
務
を
背
負
う
た
め

ぶ
よ
う
に
、
選
択
と
い
う
行
為
を
行
う
よ
う
に
読
む
主
体
に
た
い
し
て
要

請
し
て
も
い
る
。
こ
れ
と
同
型
の
ア
ポ
リ
ア
は
、
第
一
一
章
の
『
社
会
契

約
論
』
の
読
解
に
お
い
て
も
、
ま
さ
し
く
「
賢
明
で
も
公
正
で
も
あ
り
え

な
い
法
的
決
定
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
示
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
ド
・

マ
ン
は
、
主
権
や
国
家
の
あ
り
方
な
ど
、
政
治
の
根
本
に
つ
い
て
論
じ
ら

れ
る
『
社
会
契
約
論
』
を
読
む
章
に
お
い
て
も
、「
読
む
こ
と
の
不
可
能

性
を
あ
ま
り
に
軽
く
受
け
と
め
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
て
終
わ

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
お
い
て
ド
・
マ
ン
は
、「
言
語
に
た
い

す
る
批
判
的
な
分
析
」
に
よ
っ
て
、「
政
治
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
性

質
を
も
っ
て
い
る
問
題
」
に
ど
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。

　

第
一
一
章
の
冒
頭
に
近
い
箇
所
で
ド
・
マ
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
一

般
意
志
と
個
別
意
志
と
い
う
二
つ
の
概
念
は
、『
社
会
契
約
論
』
と
い
う

テ
ク
ス
ト
を
構
成
す
る
う
え
で
主
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、『
社
会

契
約
論
』
を
読
む
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
一
般
意
志
と
個
別
意
志
と
の
関

係
を
定
め
る
こ
と
で
あ
る
、
と
（A

R
 247

三
二
四
）。「
一
般
意
志
と
個

別
意
志
と
の
関
係
を
定
め
る
」
こ
と
は
、『
社
会
契
約
論
』
と
い
う
テ
ク

ス
ト
の
政
治
的
な
い
し
は
思
想
的
意
義
に
つ
い
て
評
価
を
下
す
こ
と
で
は

な
い
。『
社
会
契
約
論
』
を
読
解
す
る
目
的
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
レ
ト

リ
ッ
ク
の
パ
タ
ー
ン
や
論
理
構
造
を
つ
き
と
め
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し

た
作
業
を
行
っ
た
後
で
は
じ
め
て
テ
ク
ス
ト
の
価
値
評
価
が
で
き
る
よ
う
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の
幸
福
を
願
う
と
き
、「
各
人
」
と
い
う
語
を
秘
か
に
（en 

secret

）
自

分
の
も
の
と
し
、
つ
ま
り
「
各
人
」
と
い
う
語
か
ら
「
個
別
的
な
私
」
と

い
う
意
味
を
盗
み
、
自
分
の
こ
と
を
考
え
て
投
票
す
る
、
と
。
す
な
わ
ち
、

一
般
意
志
と
「
私
」
と
を
関
係
づ
け
、
私
が
「
私
」
で
あ
る
と
同
時
に

「
各
人
」
で
も
い
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
の
は
「
盗
む
」
と
い
う
行
為
で
あ

り
、
一
般
意
志
の
正
義
は
、
こ
の
盗
み
と
い
う
不
正
義
に
支
え
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

6
）。
と
は
い
え
、
ド
・
マ
ン
は
こ
こ
で
、
一
般
意

志
の
正
し
さ
が
欺
瞞
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
告
発
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、「
私
」
と
一
般
意
志
と
の
、
盗
み
と
い
う
欺

瞞
を
媒
介
と
し
た
「
二
重
の
関
係
」（A

R
 

264

三
四
四
）
は
、
一
般
意

志
が
正
義
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
必
要
な
条
件
で
あ
り
、
同
時
に
こ
の

条
件
に
よ
っ
て
、
正
義
と
不
正
義
と
が
区
別
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と

言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
ド
・
マ
ン
が
、
一
般
意
志
（
を
体
現
す
る

法
）
に
お
け
る
こ
う
し
た
（
法
と
そ
の
適
用
を
め
ぐ
る
）
二
重
の
関
係
を
、

テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
文
法
と
指
示
対
象
と
の
対
立
と
平
行
関
係
に
あ
る
と

考
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
文
法
は
テ
ク
ス
ト
を
生
成
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
文
法
な
し
に
は
い
か
な
る
テ
ク
ス
ト
も
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
テ
ク

ス
ト
に
よ
っ
て
対
象
と
し
て
指
示
さ
れ
た
意
味
を
カ
ッ
コ
に
入
れ
な
け
れ

ば
文
法
を
見
い
だ
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
他
方
で
、
い
か
な
る
テ
ク
ス
ト

も
何
ら
か
の
対
象
指
示
を
行
う
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
対
象
指
示
が
文
法

に
、
人
類
全
般
の
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
強
制
で
き
る
だ
ろ
う
か
」

（3: 286
）。（A

R
 261

三
四
〇
）

し
か
し
一
般
意
志
は
、
個
別
意
志
の
総
計
で
は
な
い
と
は
い
え
、
何
ら
か

の
か
た
ち
で
個
人
に
か
か
わ
る
の
で
な
け
れ
ば
空
疎
な
理
念
に
す
ぎ
な
い

も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
一
般
意
志
を
体
現
す
る
法
も
、
個
人
あ

る
い
は
個
別
的
な
事
例
に
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
法
た
り
え
な
い
。
一
般
意

志
の
正
し
さ
、
正
義
は
、
個
人
あ
る
い
は
個
別
的
な
事
例
へ
の
適
用
と
い

う
試
練
を
経
て
、
は
じ
め
て
正
義
で
あ
る
こ
と
が
確
証
さ
れ
る
。
そ
こ
で

ド
・
マ
ン
が
注
目
す
る
の
は
、『
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
草
稿
』（『
社
会
契
約
論
』

の
草
稿
）
の
次
の
一
節
で
あ
る
。

「
一
般
意
志
が
常
に
正
し
い
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た
、
す
べ
て
の
人
が
各

人
（each

）
の
幸
福
を
絶
え
ず
望
む
の
は
な
ぜ
か
。
だ
れ
も
が
こ
の

各
人
と
い
う
言
葉
を
こ
っ
そ
り
（secretly

）
自
分
の
こ
と
と
考
え
、

す
べ
て
の
人
の
た
め
に
投
票
す
る
際
に
も
自
身
の
こ
と
を
考
え
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
﹇il 

nʼy 
a 

personne 
qui 

ne 

sʼapproprie en secret ce m
ot chacun et qui ne songe à lui-

m
êm

e en votant pour tous

﹈（3: 306

）。（A
R

 269

三
四
九
）（5
）

こ
の
一
節
を
ド
・
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
読
む
。
人
は
、
各
人
（chacun

）
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る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
右
の
引
用
を
よ
く
読
む
と
そ
う
断
定
で
き

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
テ
ク
ス
ト
の
文
法
は
、
非
人
称
的
で
機
械
的
な
論

理
性
を
も
つ
が
、
テ
ク
ス
ト
の
比
喩
的
（
対
象
指
示
）
機
能
は
、
そ
う
し

た
機
械
的
論
理
性
か
ら
逸
脱
す
る
可
能
性
を
つ
ね
に
は
ら
ん
で
い
る
。
テ

ク
ス
ト
の
比
喩
的
機
能
が
テ
ク
ス
ト
の
文
法
を
破
綻
さ
せ
る
可
能
性
も
否

定
で
き
な
い
。
一
般
的
な
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
比
喩
機
能

を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
「
政
治
社
会
の
構

造
」
を
記
述
す
る
テ
ク
ス
ト
は
、「
対
象
指
示
的
な
契
機
を
無
視
し
た
ふ

り
を
し
き
れ
な
い
」
の
だ
か
ら
、
政
治
的
言
説
に
お
い
て
こ
そ
、
文
法

（
法
）
と
比
喩
（
法
の
適
用
）
と
の
対
立
、
す
な
わ
ち
テ
ク
ス
ト
内
的
文

法
と
テ
ク
ス
ト
外
を
志
向
す
る
対
象
指
示
と
の
対
立
が
、
も
っ
と
も
明
白

に
露
出
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
政
治
社
会
の
構
造
」
を
記
述
す
る
『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
て
、
法

（
文
法
）
と
法
の
適
用
（
比
喩
）
と
の
対
立
は
、
時
間
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ

ー
に
お
い
て
先
鋭
化
す
る
。
ド
・
マ
ン
は
、
一
般
意
志
（
を
体
現
す
る

法
）
の
時
間
性
に
つ
い
て
述
べ
る
『
社
会
契
約
論
』
の
一
節
を
引
用
し
て

い
る
。「
…
…
今
日
の
法
は
、
昨
日
の
一
般
意
志
の
行
為
で
は
な
く
、
今

日
の
一
般
意
志
の
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が

な
す
と
約
束
し
た
こ
と
は
、
皆
が
望
ん
だ
こ
と
で
は
な
く
、
皆
が
望
ん
で

い
る
こ
と
な
の
だ
。」（3: 316

）（A
R

 273

三
五
四
）。
ル
ソ
ー
は
こ
こ

で
、
法
は
つ
ね
に
現
在
の

0

0

0

一
般
意
志
を
体
現
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

を
逸
脱
し
、
ひ
い
て
は
文
法
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
テ
ク
ス

ト
に
よ
っ
て
対
象
が
指
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
対
象
が
言
語
に
置
き

換
え
ら
れ
る
、
つ
ま
り
喩
え
ら
れ
る
こ
と
と
同
義
な
の
で
、
テ
ク
ス
ト
の

こ
の
側
面
を
「
比
喩
的
領
域
」
と
呼
ん
で
よ
い
だ
ろ
う（

7
）。
そ
し
て
、
テ

ク
ス
ト
の
文
法
的
領
域
と
比
喩
的
領
域
と
の
こ
う
し
た
対
立
が
も
っ
と
も

顕
著
に
現
れ
る
の
は
、
先
述
し
た
一
般
意
志
を
め
ぐ
る
対
立
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
、
政
治
の
言
説
に
お
い
て
で
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
を
文
法
的
な
領
域
と
比
喩
的
な
領
域
の
相
反
的
な
衝
突
と
し

て
「
定
義
」
づ
け
よ
う
と
す
る
仕
草
が
最
も
体
系
的
に
現
れ
る
の
は
、

政
治
社
会
の
構
造
が
記
述
さ
れ
る
時
で
あ
る
。
こ
れ
は
少
し
も
意
外
な

こ
と
で
は
な
い
。
政
治
的
な
モ
デ
ル
は
必
然
的
に
分
裂
的
傾
向
を
有
し

（diaphoric

）、
対
象
指
示
的
な
契
機
を
無
視
し
た
ふ
り
を
し
き
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
二
重
の
観
点
か
ら
考
察
で

き
る
も
の
を
す
べ
て
テ
ク
ス
ト

0

0

0

0

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。（A

R
 

270
三

五
〇
）

本
稿
の
冒
頭
で
引
用
し
た
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
ド
・
マ
ン
が
述
べ
て
い
た

「
言
語
分
析
か
ら
政
治
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
問
題
へ
」
と
い
う
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
政
治
的
問
題
を
テ
ク
ス
ト
論
一
般

へ
と
、
ひ
い
て
は
テ
ク
ス
ト
の
内
部
へ
と
回
収
す
る
方
向
性
を
も
っ
て
い
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法
の
言
葉
は
、
一
般
意
志
を
体
現
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は

事コ

ン

ス

タ

テ

ィ

ヴ

実
確
認
的
言
明
だ
が
、
未
来
に
お
け
る
法
の
適
用
を
確
言
し
て
い
る
と

い
う
意
味
で
は
「
約
束
」
と
い
う
行パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ

為
遂
行
的
言
明
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

時
間
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
前
景
化
さ
れ
、
先
に
述
べ
た
文
法
と
比
喩

（
対
象
指
示
）
と
の
対
立
が
、
事
実
確
認
的
言
明
と
行
為
遂
行
的
言
明
と

の
対
立
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
対
立
は
『
社
会
契
約
論
』

と
い
う
テ
ク
ス
ト
自
体
が
抱
え
込
ん
で
い
る
も
の
で
あ
り
、「
こ
の
テ
ク

ス
ト
は
、
み
ず
か
ら
が
な
し
え
な
い
と
証
明
し
た
こ
と
を
執
拗
に
遂
行
し

よ
う
と
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
（A

R
 

275

三
五
六
―
五
七
）。
し
た
が

っ
て
、『
社
会
契
約
論
』
は
「
サ
ヴ
ォ
ワ
の
助
任
司
祭
の
信
仰
告
白
」
と

同
じ
く
、「
読
む
こ
と
の
不
可
能
性
」
を
語
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ド
・
マ
ン
は
こ
こ
で
、
第
一
〇
章
の
最
終
段
落

で
述
べ
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
「
読
む
こ
と
の
不
可
能
性
」
と
い
う
苦
境

の
深
刻
さ
を
、
政
治
的
文
脈
に
お
い
て
い
っ
そ
う
強
調
し
て
い
る
だ
け
な

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
ま
え
に
、
交
換
と
い
う
観
点
か

ら
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
こ
う
し
た
ア
ポ
リ
ア
が

示
唆
す
る
こ
と
を
み
て
お
き
た
い
。

Ⅱ

と
言
う
が
、
こ
う
な
る
と
（
技
術
的
な
理
由
か
ら
だ
け
で
な
く
）
原
理
的

に
法
の
適
用
が
不
可
能
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
点
に
関
す
る
ド
・

マ
ン
の
論
述
を
敷
衍
し
て
言
え
ば
、
リ
ア
ル
な
現
在
は
、
未
来
を
先
取
り

し
つ
つ
絶
え
ず
過
去
に
送
り
返
さ
れ
て
お
り
、「
現
在
」
に
と
ど
ま
り
続

け
る
こ
と
は
な
い
が
、
一
般
意
志
が
永
遠
の
「
現
在
」
で
あ
り
続
け
る
な

ら
ば
、
法
は
そ
う
し
た
リ
ア
ル
な
現
在
と
の
接
点
を
失
う
こ
と
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
だ
が
他
方
で
、
ル
ソ
ー
の
言
う
よ
う
に
、
昨
日
の
「
皆
が
望

ん
だ
」
一
般
意
志
（
を
体
現
す
る
法
）
は
今
日
「
皆
が
望
ん
で
い
る
」
一

般
意
志
と
は
異
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
既
存
の

法
は
今
日
の
一
般
意
志
を
体
現
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
法
の

資
格
を
も
た
な
い
法
を
現
在
に
適
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。

　

ド
・
マ
ン
は
こ
う
し
た
法
の
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
時
間
性
を
、
言
語
行

為
論
の
観
点
か
ら
、「
約
束
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。

法
は
す
べ
て
未
来
志
向
的
、
未
来
予
測
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
の
発

話
内
的
な
〔illocutionary

〕
形
態
は
、
約
束

0

0

〔prom
ise

〕
の
そ
れ
と

同
じ
で
あ
る
。
他
方
、
す
べ
て
の
約
束
は
、
そ
の
履
行
日
時
を
想
定
し

て
お
り
、
そ
れ
抜
き
に
は
何
の
有
効
性
も
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

法
と
は
、
約
束
時
の
現
在
が
そ
の
履
行
時
に
対
し
て
は
常
に
過
去
に
な

っ
て
し
ま
う
約
束
手
形
な
の
だ
。（A

R
 273

三
五
四
）
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ア
レ
ゴ
リ
ー
』
第
一
一
章
の
、
前
節
で
引
用
し
た
「
盗
み
」
に
関
す
る
一

節
こ
そ
、
価
値
や
交
換
と
い
っ
た
観
点
か
ら
読
ま
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

人
は
、
各
人
の
幸
福
を
願
う
と
き
、「
各
人
」
と
い
う
語
を
秘
か
に
自

分
の
も
の
と
し
、
つ
ま
り
「
各
人
」
と
い
う
語
か
ら
「
個
別
的
な
私
」
と

い
う
意
味
を
盗
み
自
分
の
こ
と
を
考
え
て
投
票
す
る
、
と
い
う
ド
・
マ
ン

の
指
摘
に
つ
い
て
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
盗
み
と
は
主
体
を
盗
む
こ
と
で
あ
り
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
各

人
〔chacun

〕
と
い
う
語
を
盗
む
こ
と
だ
。
こ
の
語
が
「
私
」
と
い

う
特
異
性
と
同
時
に
、
す
べ
て
の
「
私
」
と
い
う
一
般
性
を
意
味
す
る

か
ぎ
り
、
そ
う
し
た
盗
み
が
行
わ
れ
る
。
じ
っ
さ
い
、「
私
」
ほ
ど
還

元
不
可
能
で
特
異
な
も
の
は
存
在
し
な
い
が
、「
私
」
ほ
ど
普
遍
的
で

匿
名
的
で
交
換
可
能
な
も
の
も
存
在
し
な
い
。（D

errida 
326

一
八

二
）

「
各
人
」
と
い
う
語
を
人
が
盗
む
と
き
、
各
人
は
、
シ
ン
ギ
ュ
ラ
ー
で
交

換
不
可
能
な
「
私
」
と
、
一
般
的
で
交
換
可
能
な
「
私
」（「
私
」
と
い
う

転シ
フ
タ
ー

換
子
は
、
こ
の
語
を
使
用
す
る
任
意
の
主
体
を
指
示
す
る
）
に
二
重
化

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
「
私
」
は
、
マ
ル
ク
ス
の
言
う
使
用
価
値

（
お
よ
び
こ
の
価
値
を
生
み
出
し
た
質
的
労
働
）
と
、
交
換
価
値
（
お
よ

び
こ
の
価
値
に
内
在
化
さ
れ
た
労
働
時
間
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
置
き
換
え
る

　

フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
、『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
あ
る

い
は
後
期
資
本
主
義
の
文
化
の
論
理
（Postm

odernism
, or, the Cul-

tural Logic of Late Capitalism

）』
に
お
け
る
ド
・
マ
ン
を
論
じ
た
一

節
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
と
ド
・
マ
ン
に
よ
る
脱
構
築
が
よ
り
無
媒
介
的
に
重
な

り
合
う
問
題
機
制
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、「
価
値

の
理
論
」
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
と
ド
・
マ
ン
の
脱
構
築

と
を
並
べ
て
論
じ
る
こ
と
は
、
次
の
こ
と
を
思
い
出
す
な
ら
ば
そ
れ
ほ

ど
奇
異
な
も
の
で
は
な
く
な
る
。
そ
れ
は
、「
価
値
形
態
の
神
秘
の
す

べ
て
」
は
、
等
価
性
と
い
う
い
っ
そ
う
神
秘
的
な
現
象
の
下
に
隠
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
等
価
性
を
土
台
と
し
て
、
交
換
価
値
が
、
そ
し
て
あ
る

対
象
を
別
の
異
な
っ
た
対
象
と
交
換
す
る
可
能
性
が
な
ん
と
か
成
立
す

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（Jam

eson 231

）

ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
、
マ
ル
ク
ス
と
ド
・
マ
ン
が
重
な
り
合
う
問
題
の
枠
組

み
を
、
マ
ル
ク
ス
の
「
価
値
の
理
論
」
す
な
わ
ち
商
品
の
交
換
過
程
に
見

出
し
、「
メ
タ
フ
ァ
ー
」
と
題
さ
れ
た
『
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
』
第

七
章
（
ル
ソ
ー
論
で
あ
る
第
二
部
の
冒
頭
の
章
）
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

メ
タ
フ
ァ
ー
と
は
、
二
つ
の
異
な
る
事
物
を
類
似
性
に
よ
っ
て
交
換
す
る

こ
と
か
ら
生
じ
る
も
の
だ
と
言
え
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、『
読
む
こ
と
の
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の
第
一
言
語
が
占
め
て
い
る
唯
一
無
二
の
場
所
を
他
の
言
語
が
占
め
る

こ
と
が
で
き
る
、
そ
う
い
う
認
識
を
学
ん
で
手
に
入
れ
る
こ
と
で
す
。

〔
…
…
〕
等
価
性
に
も
と
づ
く
比
較
文
学
研
究
が
掘
り
崩
そ
う
と
す
る

の
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
も
と
づ
く
所
有
、
独
占
、
孤
立
主
義
的
な

拡
張
政
策
と
い
っ
た
考
え
方
な
の
で
す
。（Spivak 30︲31

三
三
―
三

四
）

「
自
分
の
第
一
言
語
が
占
め
て
い
る
唯
一
無
二
の
場
所
を
他
の
言
語
が
占

め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
命
題
は
、
た
と
え
ば
、
或
る
言
語
Ａ
と
言

語
Ｂ
と
が
異
質
で
交
換
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
言
語
Ａ
と
こ

れ
を
第
一
言
語
と
す
る
主
体
Aʼ
と
の
関
係
は
、
言
語
Ｂ
と
こ
れ
を
第
一
言

語
と
す
る
主
体
Bʼ
と
の
関
係
と
等
価
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。

　

他
方
で
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
『
想
像
の
共
同
体

（Im
agined Com

m
unities

）』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ア
モ
ー
ル
・
パ
ト
リ
ア
エ
〔
祖
国
へ
の
愛
〕
は
、
こ
の
〔
愛
着
の
対
象

が
想
像
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
〕
点
で
他
の
愛
と
異
な
る
わ
け
で

は
な
く
、
愛
に
は
い
つ
も
、
ど
こ
か
た
わ
い
の
な
い
想
像
力
が
は
た
ら

い
て
い
る
。〔
…
…
〕
恋
す
る
者
の
目
〔
…
…
〕、
こ
れ
に
あ
た
る
の
が

愛
国
者
に
と
っ
て
の
言
語
〔
…
…
〕
で
あ
る
。
母
の
膝
の
上
で
出
会
い

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
、
二
つ
の
価
値
が
二
極
に
分
裂

し
て
い
る
の
で
は
な
く
二
重
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
重
要
で
あ

る
。
交
換
不
可
能
な
使
用
価
値
が
交
換
価
値
と
共
に
市
場
で
交
換
さ
れ
う

る
よ
う
に
、
シ
ン
ギ
ュ
ラ
ー
で
交
換
不
可
能
な
「
私
」
は
、
交
換
過
程
の

外
部
に
あ
り
な
が
ら
、
二
重
体
の
半
身
で
あ
る
一
般
的
で
交
換
可
能
な

「
私
」
か
ら
分
離
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
と
も
に
交
換
過
程
に
入
っ
て
い
く

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
シ
ン
ギ
ュ
ラ
ー
な
「
私
」
と

一
般
的
な
「
私
」
と
の
関
係
性
そ
れ
自
体
は
交
換
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
関
係
性
が
別
の
関
係
性
と
等
価
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
二
つ
の
商
品
の
価
値
が
等
価
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
意
味

が
異
な
る
。
交
換
過
程
つ
ま
り
市
場
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
関
係
性
そ

の
も
の
が
交
換
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
交

換
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
二
つ
の
関
係
性
が
等
価
で
あ
り
交
換

さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
市
場
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
不
可
視
に
な
っ
て

い
る
が
、
ガ
ヤ
ト
リ
・
Ｃ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
言
う
「
等
価
性
（equiva-

lence

）」
と
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
関
係
性
に
お
け
る
等
価
性
の
こ
と
で

あ
る
。

等
価
性
と
い
う
の
は
、
均
一
に
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
差
異
を

取
り
除
く
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
未
知
の
も
の
を
既
知
の
枠
に
押

し
込
む
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
た
と
え
ば
自
分
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て
い
る
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
〇
年
一
一
月
一
一
日
に
、

ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
寺
院
の
無
名
戦
士
の
墓
が
公
開
さ
れ
る
と
、
数
日

間
で
百
二
十
五
万
人
以
上
の
人
々
が
訪
れ
、
列
を
な
し
て
墓
参
し
た
。
ま

た
、
同
じ
日
に
国
王
に
よ
っ
て
除
幕
さ
れ
た
戦
没
者
記
念
碑
に
も
、
何
千

人
も
の
人
々
が
訪
れ
哀
悼
の
意
を
表
し
た
。
こ
の
出
来
事
を
伝
え
る
新
聞

『
タ
イ
ム
ズ
』
の
一
節
を
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
引
用
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
布
告
は
、
か
つ
て
一
度
も
な
か
っ
た
。
こ
の
喜
ば
し
く
声

明
さ
れ
た
布
告
に
は
こ
う
あ
る
。

―
わ
れ
わ
れ
は
み
な
平
等
で
、
ひ

と
つ
の
身
体
、
い
や
、
ひ
と
つ
の
魂
を
も
つ
仲
間
で
あ
る
、
…
…
。
わ

れ
わ
れ
は
み
な
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
一
員
な
の
だ
。（T

he Spectre of 

Com
parisons 56

 

九
四
―
九
五
）

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
こ
れ
ら
の
儀
式
が
イ
ギ
リ
ス
の
一
般
の
人
々
に
効
果

的
だ
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
問
い
、
こ
れ
に
対
す
る
一
つ
の
答
え
と
し
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
引
用
の
前
に
補
足
し
て
お
く
と
、
ア
ン
ダ
ー
ソ

ン
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
当
時
、
家
族
が
戦
死
者
の
遺
体
を
大
陸

か
ら
本
国
に
移
送
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
お
り
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
寺

院
の
無
名
戦
士
の
墓
に
埋
葬
さ
れ
た
の
は
、
く
じ
で
選
ば
れ
て
例
外
的
に

大
陸
か
ら
移
送
さ
れ
た
、
身
元
不
明
の
一
体
の
遺
体
だ
け
で
あ
っ
た
。

墓
場
に
て
別
れ
る
ま
で
、
そ
の
言
語
を
通
し
て
過
去
が
蘇
り
同
胞
愛
が

想
像
さ
れ
そ
し
て
未
来
が
夢
み
ら
れ
る
。（Im

agined Com
m

unities 

154

二
六
三
、〔　

〕
内
の
補
足
は
訳
者
、
省
略
は
引
用
者
に
よ
る
。）

母
語
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
主
体
と
の
こ
う
し
た
想
像
的
な
絆
を
相
対
化
し
、

排
他
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
解
毒
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
必
要
な
の
が
、

ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
言
う
等
価
性
で
あ
る
。
こ
う
し
た
等
価
性
は
、
外
国
語
を

学
ぶ
こ
と
で
鍛
え
ら
れ
る
想
像
力
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
、

そ
う
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
言
っ
て
い
る
。
こ
の
想
像
力
が
、
そ
の
機
能
に
お
い

て
、
愛
国
者
が
愛
着
す
る
対
象
に
対
し
て
は
た
ら
か
せ
る
想
像
力
と
は
異

な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
想
像
力

が
完
全
に
無
関
係
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
た
と
え

ば
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
主
体
と
し
て
母
語
を
愛
す
る
こ
と
と
、
同
様
の
情
熱
を

も
っ
て
外
国
語
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
両
立
し
う
る
か
ら
だ
。
じ
つ
は
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
言
う
等
価
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、

こ
れ
と
同
じ
二
重
性
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
二
重
性
を
見
る
に
は
、
ア
ン

ダ
ー
ソ
ン
の
『
比
較
の
亡
霊
（T

he Spectre of Com
parisons

）』
第
二

章
「
レ
プ
リ
カ
、
ア
ウ
ラ
、
後
期
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
想
像
力
」
を
参
照

す
る
必
要
が
あ
る
。

　

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
直
後
に
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
つ
く

っ
た
無
名
戦
士
の
墓
や
戦
没
者
記
念
碑
に
つ
い
て
興
味
深
い
こ
と
を
述
べ
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の
遺
族
と
戦
死
者
Ｂ
と
の
関
係
性
と
等
価
で
あ
る
と
気
づ
く
と
い
う
こ
と

だ
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
等
価
性
の
認
識
は
、
墓
参
者
た
ち
を

国ナ
シ
ョ
ナ
ラ
イ
ズ

民
化
す
る
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

等
価
性
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
が
言
う
よ
う
に
排
他
的
な

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
制
御
す
る
方
向
に
も
は
た
ら
く
が
、
他
方
で
は
、
い

ま
見
た
例
の
よ
う
に
人
々
を
国
民
化
す
る
方
向
に
も
は
た
ら
く
。
私
た
ち

が
、
こ
の
よ
う
に
二
重
化
し
た
等
価
性
が
も
た
ら
す
苦
境
に
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
も
と
づ
く
所
有
、
独
占
、
孤
立
主
義

的
な
拡
張
政
策
と
い
っ
た
考
え
方
」
を
退
け
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
機
会

主
義
的
な
決
断
に
よ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
は
、
ド
・
マ
ン

は
『
社
会
契
約
論
』
を
「
読
む
こ
と
の
不
可
能
な
」
テ
ク
ス
ト
と
同
定
し

て
い
る
だ
け
な
の
か
否
か
、
と
い
う
問
い
に
私
た
ち
を
連
れ
も
ど
す
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
二
重
化
し
た
等
価
性
が
も
た
ら
す
苦
境
の
な
か
に
あ
っ
て
次

の
一
歩
を
踏
み
出
そ
う
と
す
る
者
は
、「
み
ず
か
ら
が
な
し
え
な
い
と
証

明
し
た
こ
と
を
執
拗
に
遂
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
」『
社
会
契
約
論
』
と

同
様
の
ア
ポ
リ
ア
に
直
面
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

Ⅲ
　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
て
は
、
一
般
意
志

を
体
現
す
る
法
と
そ
の
個
別
的
な
適
用
が
、
文
法
と
対
象
指
示
（
比
喩
機

〔
こ
れ
ら
の
儀
式
が
効
果
的
だ
っ
た
理
由
の
〕
ひ
と
つ
は
、
国
家
が
死

者
の
国
ナ
シ
ョ
ナ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

民
化
を
お
こ
な
い
、
大
ブ
リ
テ
ン
島
の
外
に
遺
体
を
強
制

隔
離
し
た
こ
と
で
起
こ
っ
た
、
ま
っ
た
く
予
想
外
の
結
果
で
あ
る
。

〔
…
…
〕
彼
ら
〔
戦
死
者
の
遺
族
〕
は
死
者
が
身
近
に
い
な
い
こ
と
を

穴
埋
め
す
る
か
た
ち
で
、
戦
没
者
記
念
碑
の
空
疎
さ
や
無
名
戦
士
の
墓

に
み
ち
た
寂
寥
感
の
な
か
に
、
個
人
的
な
記
憶
や
悲
し
み
を
挿
入
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
ゆ
っ
く
り
と
歩
を
進
め
る
墓
参
者
の
列
が

美
し
い
の
は
、
哀
悼
を
捧
げ
る
者
が
そ
れ
ぞ
れ
、
つ
か
の
間
の
あ
い
だ

そ
の
よ
う
な
個
人
的
感
情
を
挿
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
が
、

そ
の
一
方
で
、
前
後
に
い
る
人
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
思
い
思
い
の
感
情

―
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
他
人
が
関
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

―
を
込

め
て
い
る
の
に
気
づ
い
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。（T

he 
Spectre 

of 

Com
parisons 56 

九
五
）

こ
こ
で
遺
族
た
ち
が
行
っ
た
「
個
人
的
な
記
憶
や
悲
し
み
の
挿
入
」
は
、

シ
ン
ギ
ュ
ラ
ー
で
交
換
不
可
能
な
、「
他
人
が
関
与
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
」
個
人
の
記
憶
や
悲
し
み
を
、
死
者
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
な
い
祈
念

碑
や
墓
の
一
般
性
に
挿
入
し
交
換
可
能
な
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る（

8
）。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
挿
入
を
行
っ
て
い
る
の

は
自
分
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
遺
族
も
行
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
と
い

う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
自
分
と
戦
死
者
Ａ
と
の
関
係
性
が
、
他
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『
社
会
契
約
論
』
は
約
束
を
生
産
す
る
、
つ
ま
り
約
束
と
い
う
発
話
内
行

為
を
遂
行
し
続
け
る
、
と
ド
・
マ
ン
は
言
う
。
だ
が
繰
り
返
せ
ば
、
こ
の

約
束
は
『
社
会
契
約
論
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
自
身
が
そ
の
遂
行
不
可
能
性

を
証
明
し
て
い
る
も
の
だ
っ
た
。「『
社
会
契
約
論
』
は
約
束
す
る
権
利
を

す
べ
て
喪
失
し
て
い
る
」（A

R
 276

三
五
七
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
ド
・

マ
ン
は
、『
社
会
契
約
論
』
は
多
く
の
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
と
述
べ
、

そ
の
例
と
し
て
『
社
会
契
約
論
』
か
ら
長
い
文
章
を
引
い
て
い
る
。
次
の

引
用
は
そ
の
一
部
で
あ
る
。

「
…
…
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
美
徳
も
幸
福
も
存
在
し
な
い
と
か
、
天

〔le 
ciel

〕
は
わ
れ
わ
れ
人
類
を
救
い
な
き
堕
落
に
譲
り
渡
し
て
し
ま

っ
た
な
ど
と
は
考
え
ず
、
悪
そ
の
も
の
の
う
ち
か
ら
、
悪
を
癒
す
べ
き

手
段
を
探
し
て
み
よ
う
。
も
し
可
能
な
ら
、
新
た
な
結
び
つ
き
〔de 

nouvelles 
associations

〕
に
よ
っ
て
社
会
全
般
の
欠
陥
を
是
正
し
よ

う
。
…
…
よ
り
善
い
体
制
の
も
と
で
は
、
善
行
は
報
わ
れ
、
悪
行
は
罰

せ
ら
れ
、
正
義
と
幸
福
が
一
致
す
る
望
ま
し
い
状
態
が
実
現
さ
れ
る
こ

と
を
、
わ
れ
わ
れ
の
対
話
の
相
手
に
理
解
し
て
も
ら
お
う
（3: 

288

）。」（A
R

 276

三
五
七
）

『
社
会
契
約
論
』
が
約
束
し
て
い
る
こ
う
し
た
例
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た

能
）
が
、
事
実
確
認
的
言
明
と
行
為
遂
行
的
言
明
が
、
調
停
不
可
能
な
か

た
ち
で
対
立
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
み
ず
か

ら
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
の
根
拠
を
掘
り
崩
し
な
が
ら
主
張
を
行
っ
て
い

る
。
こ
の
意
味
で
、『
社
会
契
約
論
』
は
脱
構
築
的
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。

し
か
し
決
定
的
に
重
要
な
の
は
、「『
社
会
契
約
論
』
は
脱
構
築
的
で
あ
る

と
同
時
に
、
生
産
的
で
生
成
力
を
そ
な
え
て
い
る
（productive 

and 

generative

）
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
ド
・
マ
ン
が
述
べ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
（A

R
 

275

三
五
六
）。
つ
ま
り
、
ド
・
マ
ン
は
『
社
会
契
約

論
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
意
味
を
一
義
的
に
決
定
す
る
こ
と
の
不
可
能
性

を
、
す
な
わ
ち
そ
の
「
読
解
不
可
能
性
」
を
指
摘
し
て
い
る
だ
け
で
は
な

く
、
そ
の
不
可
能
性
の
深
刻
さ
を
訴
え
て
い
る
だ
け
で
も
な
い
。『
社
会

契
約
論
』
は
「
生
産
的
で
生
成
力
を
そ
な
え
て
い
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

で
は
、『
社
会
契
約
論
』
は
何
を
「
生
産
」
し
「
生
成
」
し
て
い
る
の
か
。

〔
…
…
〕『
社
会
契
約
論
』
が
し
続
け
て
い
る
の
は
、
約
束
す
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
自
身
が
信
用
を
失
墜
さ
せ
て
し
ま
っ
た
発

話
内
言
語
行
為
を
遂
行
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
完

全
に
両
義
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

―
事
実
確
認
的
な
機
能
と
行

為
遂
行
的
な
機
能
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
も
調
停
さ
れ
る
こ
と
も
不
可
能

な
言
明
と
し
て

―
そ
う
し
た
発
話
内
言
語
行
為
を
遂
行
す
る
こ
と
な

の
で
あ
る
。（A

R
 275︲76

三
五
七
）
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け
る
。
こ
れ
が
不
可
避
的
な
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
誤
読
の
原

因
が
テ
ク
ス
ト
＝
言
語
機
械
に
内
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る

と
、
革
命
な
ど
の
事
件
＝
出
来
事
と
し
て
の
歴
史
は
、
テ
ク
ス
ト
が
自
動

的
に
生
成
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
ド
・
マ
ン
は
、『
社

会
契
約
論
』
を
論
じ
る
第
一
一
章
の
末
尾
で
こ
う
言
っ
て
い
る
。（
の
ち

に
草
稿
と
比
較
す
る
必
要
か
ら
、
次
の
和
訳
に
お
け
る
ド
イ
ツ
語
の
文
以

降
は
原
文
も
引
用
す
る
。）

誤
り
は
読
者
の
う
ち
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
言
語
自
体
が
認
識
と

行
為
を
乖
離
さ
せ
て
し
ま
う
の
だ
。
言
語
は
（
み
ず
か
ら
を
）
約
束
す

る
／
言
い
ま
ち
が
え
る
〔D

ie Sprache verspricht 

（sich

）〕。
言
語

は
必
然
的
に
人
を
欺
く
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
自
身
は
真
実
で
あ

る
と
い
う
約
束
を

―
こ
れ
ま
た
必
然
的
に

―
伝
達
し
て
し
ま
う
。

テ
ク
ス
ト
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
が
、
こ
う
し
た
修
辞
の
錯
綜
と
い
う
レ
ヴ
ェ

ル
で
歴
史
を
生
成
す
る
理
由
も
、
ま
た
こ
こ
に
あ
る
。（D

ie Sprache 

verspricht 

（sich

）; to the extent that is necessarily m
islead-

ing, language just as necessarily conveys the prom
ise of its 

ow
n truth. T

his is also w
hy textual allegories on this level 

of rhetorical com
plexity generate history.

）（A
R

 277

三
五

八
）

あ
と
で
、
ド
・
マ
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
こ
の
よ
う
に
、
断
固
た
る

約
束
が
引
き
起
こ
す
高
揚
感
を
経
験
す
る
こ
と
（experiencing

）
な
し

に
、『
社
会
契
約
論
』
を
読
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」（A

R
 276

三
五

八
）（9
）。
約
束
の
不
可
能
性
を
認
識
し
な
が
ら
も
「
約
束
が
引
き
起
こ
す

高
揚
感
」
を
経
験
す
る
こ
と
は
、
一
種
の
誤
読
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、

ド
・
マ
ン
自
身
が
『
社
会
契
約
論
』
を
誤
読
し
て
い
る
と
認
め
て
い
る
に

等
し
い
。
だ
が
こ
の
誤
読
は
不
可
避
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の

「
高
揚
感
を
経
験
す
る
こ
と
な
し
に
『
社
会
契
約
論
』
を
読
む
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
」
か
ら
だ
。
そ
し
て
ド
・
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
誤
読

を
強
い
る
の
は
ル
ソ
ー
そ
の
人
で
は
な
い
。「
ル
ソ
ー
も
ま
た
自
身
の
テ

ク
ス
ト
を
政
治
変
革
の
約
束
と
し
て
誤
読
す
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
て
い

る
」（A

R
 

277

三
五
八
）。
誤
読
を
強
い
る
の
は
、「
約
束
の
不
可
能
性

が
証
明
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
導
入
し
て
し

ま
う
」
修
辞
モ
デ
ル
（A

R
 276

三
五
八
）

―
ド
・
マ
ン
の
言
う
「
テ

ク
ス
ト
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
を
特
徴
づ
け
る
パ
タ
ー
ン

―
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
先
の
引
用
の
よ
う
な
情
感
に
訴
え
る
文
章
を
ル
ソ
ー
が
削

除
し
た
と
し
て
も
、『
社
会
契
約
論
』
は
、
こ
の
修
辞
モ
デ
ル
を
有
す
る
か

ぎ
り
「
推
論
に
よ
っ
て
約
束
を
し
続
け
る
だ
ろ
う
」（A

R
 277

三
五
八
）。

『
社
会
契
約
論
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
い
わ
ば
自
動
的
に
推
論
を
行
い

約
束
を
し
続
け
る
機
械
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
テ
ク
ス
ト
＝
言
語
機
械
の

約
束
は
、
た
と
え
ば
社
会
変
革
の
約
束
と
し
て
不
可
避
的
に
誤
読
さ
れ
続
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こ
れ
に
対
し
て
、
最
終
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
区
別
の
可
能
性
は
問
題
に
さ

れ
て
い
な
い
。
最
終
稿
に
お
い
て
、
テ
ク
ス
ト
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
が
歴
史
を

生
成
す
る
理
由
の
一
つ
は
、
草
稿
に
は
な
い
ド
イ
ツ
語
の
文
で
言
わ
れ
て

い
る
よ
う
に（

10
）、
言
語
（
テ
ク
ス
ト
）
が
み
ず
か
ら
を
約
束
し
つ
つ
必
然

的
に
言
い
ま
ち
が
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
約
束
す
る
テ
ク
ス
ト
が
必
然
的
に

誤
読
を
強
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
草
稿
で
は
、「
テ
ク
ス
ト
の
歴
史
」

の
外
部
に
「
政
治
の
歴
史
」
が
存
在
す
る
可
能
性
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。

他
方
で
、
最
終
稿
で
は
そ
う
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
ず
、
言0

語0

（
テ
ク
ス
ト

0

0

0

0

）
の0

必
然
的
な
誤エ
ラ
ーり
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と

や
は
り
、『
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
』
第
一
一
章
（
最
終
稿
）
に
お
い

て
、
歴
史
は
テ
ク
ス
ト
（
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
）
の
派
生
形
で
あ
り
、
歴
史
は

広
い
意
味
で
テ
ク
ス
ト
の
内
部
に
あ
る
、
と
い
う
テ
ク
ス
ト
主
義
が
主
張

さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
テ
ク
ス
ト
が
約
束
し
か
つ
言
い
ま
ち
が
え
る

（
誤
読
を
強
い
る
）
の
は
「
必
然
的
」
で
あ
っ
て
も
、
ま
ち
が
え
方
（
誤

読
の
さ
れ
方
）
は
偶
発
性
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
一
節
で

述
べ
た
よ
う
に
、「
政
治
社
会
の
構
造
」
を
記
述
す
る
『
社
会
契
約
論
』

の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
は
と
く
に
、
対
象
指
示
を
行
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ

し
て
対
象
指
示
と
い
う
機
能
は
、
テ
ク
ス
ト
外
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
左
右

さ
れ
、
テ
ク
ス
ト
内
の
論
理
か
ら
逸
脱
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
こ
に
偶

発
性
が
介
入
す
る
余
地
が
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
が
行
い
続
け
る
「
約
束
」
と

で
は
、
テ
ク
ス
ト
と
歴
史
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
。
テ
ク
ス
ト
の

ア
レ
ゴ
リ
ー
が
歴
史
を
生
成
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
歴
史
は
テ
ク
ス
ト
の
派

生
形
で
あ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

右
記
の
点
に
つ
い
て
、
こ
の
第
一
一
章
の
草
稿
で
あ
る
『
テ
ク
ス
ト
の

ア
レ
ゴ
リ
ー
』
第
六
章
に
は
、
こ
れ
と
は
や
や
異
な
っ
た
こ
と
が
書
か
れ

て
い
る
。
次
の
引
用
は
、
先
に
引
用
し
た
原
文
に
相
当
す
る
部
分
の
草
稿

で
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
、
テ
ク
ス
ト
の
歴
史
と
政
治
の
歴
史
と
の

あ
い
だ
に
存
在
し
う
る
区
別
を
、
そ
の
区
別
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ

消
し
去
っ
て
し
ま
う
。
テ
ク
ス
ト
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
が
歴
史
を
生
成
す
る

理
由
の
一
つ
が
こ
れ
で
あ
る
。（T

extual A
llegories generate his-

tory, am
ong other reasons because they obliterate any pos-

sible distinction betw
een textual and political history.

）

（T
extual A

llegories 179

）

二
つ
の
引
用
を
比
べ
る
と
、
テ
ク
ス
ト
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
が
歴
史
を
生
成
す

る
理
由
が
両
者
で
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
草
稿
で
は
、
歴
史
を

テ
ク
ス
ト
の
歴
史
と
政
治
の
歴
史
に
二
分
す
る
可
能
性
（
両
者
が
互
い
に

外
在
的
で
あ
る
可
能
性
）
を
認
め
、
両
者
の
区
別
を
テ
ク
ス
ト
の
ア
レ
ゴ

リ
ー
が
消
去
し
て
し
ま
う
こ
と
が
そ
の
理
由
の
一
つ
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
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誹
り
を
免
れ
な
い
た
め
、
こ
れ
が
苦
境
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
愚
か
さ
」
は
歴
史
を
生
成
す
る
可
能
性
を
は
ら
ん

で
い
る
こ
と
が
第
一
一
章
で
は
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

読
解
不
可
能
性
を
突
破
す
る
選
択
は
機
会
主
義
的
な
決
断
に
よ
る
も
の
で

は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
選
択
＝
愚
行
は
「
読
む
こ
と
の
不
可
能

性
」
と
い
う
苦
境
を
「
経
験
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
経
験
」

に
よ
っ
て
、
選
択
の
「
愚
か
さ
」
は
繰
り
返
し
告
発
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
う
し
た
苦
境
を
経
験
し
た
「
愚
か
さ
」
こ
そ
が
、
誤

読
す
る
力
能
と
し
て
歴
史
を
生
成
す
る
の
で
あ
る
。

※
本
稿
は
、
日
本
英
文
学
会
第
八
十
四
回
大
会
（
二
〇
一
二
年
五
月
二
六

日
、
専
修
大
学
生
田
キ
ャ
ン
パ
ス
）
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
こ
と
ば
と
共
同

体
」
で
読
ま
れ
た
原
稿
に
大
幅
な
加
除
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

い
う
言
語
行
為
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
約
束
は
テ
ク
ス
ト

の
外
部
に
向
か
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
誤
読
の
さ
れ
方
は
や
は
り
コ

ン
テ
ク
ス
ト
に
左
右
さ
れ
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
の
（
約

束
し
つ
つ
誤
読
を
強
い
る
）
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
た
し
か
に
歴
史
を
生
成
す
る

と
言
え
る
の
だ
が
、
そ
の
歴
史
は
、
テ
ク
ス
ト
内
の
論
理
に
従
っ
て
導
き

出
さ
れ
た
派
生
形
で
は
な
く
、
誤
読
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
偶
発
性

に
よ
っ
て
変
形
さ
れ
た
歴
史
、
テ
ク
ス
ト
が
語
る
約
束
を
、
あ
る
い
は
テ

ク
ス
ト
が
強
い
る
誤
読
を
裏
切
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
歴
史
な

の
で
あ
る
。

　

第
一
節
の
冒
頭
で
引
用
し
た
、『
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
』
第
一
〇

章
の
最
終
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
記
述
さ
れ
て
い
た
「
読
む
こ
と
の
不
可
能
性
」

と
い
う
苦
境
は
、
右
に
引
用
し
た
第
一
一
章
の
末
尾
に
お
い
て
、「
誤
読

す
る
こ
と
の
可
能
性
＝
偶
発
性
」
と
い
う
苦
境
に
変
化
し
て
い
る
。
二
律

背
反
的
な
二
つ
の
解
釈
の
ど
ち
ら
を
選
ん
で
も
誤
読
と
い
う
「
愚
行
」
の

（
1
）
以
後
、
引
用
の
あ
と
の
丸
括
弧
内
に
、
原
書
の
書
名

ま
た
は
著
者
名
を
記
し
、
そ
の
あ
と
に
引
用
頁
数
を

ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
、
邦
訳
が
あ
る
場
合
は
そ
の
頁
数

を
漢
数
字
で
示
す
。
ま
た
、〔　

〕
内
は
引
用
者
に

よ
る
補
足
で
あ
る
。
訳
文
は
、
引
用
者
の
判
断
で
変

更
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
部
分
が
あ
る
。

（
2
）『
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
』
第
二
部
と
『
テ
ク
ス

ト
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
』
と
の
各
章
の
対
応
関
係
は
註
末

の
と
お
り
で
あ
る
。

（
3
）
以
後
、A

llegories of R
eading

か
ら
引
用
す
る
際

に
、
こ
の
書
名
をA

R

と
略
記
す
る
。

（
4
）
以
後
、『
社
会
契
約
論
』
の
仏
語
版
の
引
用
頁
数
を

註
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示
す
際
に
は
、
ド
・
マ
ン
が
ル
ソ
ー
を
引
用
す
る
場

合
と
同
様
に
、
丸
括
弧
内
に
ま
ず
ガ
リ
マ
ー
ル
版
全

集
の
巻
数
を
示
し
、
コ
ロ
ン
の
あ
と
に
頁
数
を
示
す
。

（
5
）『
社
会
契
約
論
』
の
最
終
稿
で
は
「
秘
か
に
（en 

secret

）」
と
い
う
が
削
除
さ
れ
て
お
り
、
ド
・
マ
ン

は
ル
ソ
ー
の
こ
の
「
自
己
検
閲
」
に
つ
い
て
、「
包

み
隠
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
以
上
に
多
く
の
も
の
を

さ
ら
け
出
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（A

R
 

269

三
六
一
）。

（
6
）
こ
れ
を
レ
ト
リ
ッ
ク
の
用
語
で
言
い
換
え
れ
ば
、
一

般
意
志
と
個
別
意
志
は
、
非
メ
タ
フ
ァ
ー
的
、
非
有

機
的
な
関
係
に
あ
る
と
同
時
に
、
一
般
意
志
に
お
け

る
「
各
人
」
か
ら
「
個
別
的
な
私
」
と
い
う
意
味
が

盗
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
類
似
に
も
と
づ
く
メ
タ

フ
ァ
ー
（
提
喩
）
的
で
有
機
的
な
関
係
を
結
ぶ
こ
と

に
も
な
る
、
と
言
え
る
。

（
7
）
ド
・
マ
ン
は
、
文
法
と
対
象
指
示
さ
れ
た
意
味
と
の

対
立
そ
の
も
の
を
「
言
語
の
比
喩
的
次
元
」
と
呼
ぶ

こ
と
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ド
・
マ
ン
の
別
の
記
述

に
な
ら
い
、
テ
ク
ス
ト
の
、
対
象
指
示
を
行
う
側
面

を
「
比
喩
的
」
と
形
容
す
る
。

（
8
）
記
念
碑
の
一
般
性
に
シ
ン
ギ
ュ
ラ
ー
な
記
憶
や
感
情

を
挿
入
す
る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
、「
各
人
」
と

い
う
語
の
一
般
性
か
ら
シ
ン
ギ
ュ
ラ
ー
な
「
私
」
と

い
う
意
味
を
盗
む
『
社
会
契
約
論
』
と
方
向
が
逆
に

な
っ
て
い
る
。

（
9
）
こ
こ
で
「
経
験
す
る
（experience

）」
と
い
う
語

が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
ド
・
マ

ン
は
「
時
間
性
の
修
辞
学
（T

he 
Rhetoric 

of 
T

em
porality

）」（
初
出
は
一
九
六
九
年
）
に
お
い

て
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
反
復
的
に
開
示

す
る
「
時
間
的
な
苦
境
」
を
「
本
来
的
に
経
験
す
る

こ
と
」
が
、
両
者
に
と
っ
て
の
決
定
的
な
規
定
要
件

で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
「
経
験
」
と
は
、
到

達
不
可
能
な
起
源
（
故
郷
）
な
い
し
は
超
越
論
的

（
言
語
的
）
主
体
と
経
験
的
主
体
と
の
隔
た
り
を

「
経
験
す
る
」
こ
と
で
あ
る
（
鈴
木
六
九
）。

（
10
）
ド
・
マ
ン
が
記
す
「
言
語
は
（
み
ず
か
ら
を
）
約
束

す
る
／
言
い
ま
ち
が
う
（D

ie Sprache verspricht

（sich

））」
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
言
葉
（D

ie 

Sprache

）」（
一
九
五
〇
年
）
に
お
け
る
、
よ
く
知

ら
れ
た
一
文
「
言
語
が
語
る
（D

ie 
Sprache 

spricht

）」（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
五
）
の
も
じ
り
だ
と

思
わ
れ
る
。
本
稿
の
冒
頭
で
引
用
し
た
イ
ン
タ
ヴ
ュ

ー
で
ド
・
マ
ン
は
、
政
治
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な

問
題
へ
進
む
こ
と
が
で
き
る
と
感
じ
た
の
は
ル
ソ
ー

の
研
究
を
し
て
い
る
と
き
だ
っ
た
と
述
べ
た
直
後
に

こ
う
語
っ
て
い
る
。「
そ
う
い
う
わ
け
で
私
は
ア
ド

ル
ノ
の
ほ
う
へ
、
こ
う
し
た
方
向
で
ド
イ
ツ
で
な
さ

れ
て
き
た
い
く
つ
か
の
試
み
の
ほ
う
へ
、
そ
し
て
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
あ
る
側
面
へ
と
回
帰
し
つ
つ
あ
る
の
で

す
」（T

he R
esistance to T

heory 121

二
三
八
）。

『
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は

一
九
七
九
年
な
の
で
、
草
稿
に
は
な
い
ド
イ
ツ
語
の

も
じ
り
が
第
一
一
章
の
最
終
稿
に
書
か
れ
た
の
は
、

こ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
が
行
わ
れ
た
一
九
八
三
年
よ
り

四
年
以
上
前
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
時
点
で
す
で

に
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
あ
る
側
面
へ
の
回
帰
」
が
始
ま

っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
2
）
各
章
の
対
応
関
係

A
llegories of R

eading 

　
　
　
　

T
extual A

llegories
Ch. 7. M

etaphor 

（Social Contract

） 

―
（
対
応
チ
ャ
プ
タ
ー
な
し
）

Ch. 8. Self 

（Pygm
alion

） 

―II. T
he M

etaphor of the Self
Ch. 9. A

llegory 

（Julie

） 

―III. Ethical A
llegory

Ch. 10. A
llegory of Reading 

（Profession de foi

）

―IV
. T

heotropic A
llegory

Ch. 11  Prom
ises 

（Social Contract

） 

―V
. Political A

llegory and V
I.T

extual A
llegory

Ch.12　

 Excuses 

（Confessions

） 

―
（
対
応
チ
ャ
プ
タ
ー
な
し
）

（
対
応
チ
ャ
プ
タ
ー
な
し
） 

―N
ietzsche. I. Rhetoric + M

etaphysics
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ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
．『
定
本
想
像
の
共
同

体

―
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
と
流
行
』
白
石
隆
、

白
石
さ
や
訳
、
書
籍
工
房
早
山
、
二
〇
〇
七
年
。

―
．『
比
較
の
亡
霊

―
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
東
南
ア

ジ
ア
・
世
界
』
糟
谷
啓
介
、
高
知
薫
、
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
、

鈴
木
俊
弘
、
増
田
久
美
子
、
田
中
稔
穂
、
荒
井
幸
康
、

中
村
順
、
木
村
護
郎
ク
リ
ス
ト
フ
訳
、
作
品
社
、
二
〇

〇
五
年
。

鈴
木
英
明
．「
隔
た
り
の
経
験

―
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン

「
時
間
性
の
修
辞
学
」
に
お
け
る
襞
」『
レ
イ
モ
ン
ド
・

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
研
究
』
第
一
号
、
二
〇
〇
九
年
、
五
五

―
七
三
頁
。

ス
ピ
ヴ
ァ
ク
、
ガ
ヤ
ト
リ
・
Ｃ.

『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
想

像
力
』
鈴
木
英
明
訳
、
青
土
社
、
二
〇
一
一
年
。

デ
リ
ダ
、
ジ
ャ
ッ
ク
．「
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
リ
ボ
ン

―

有
限
責
任
会
社
Ⅱ
」『
パ
ピ
エ
・
マ
シ
ン
』（
上
）
中
山

元
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
、
五
五
―
二

八
六
頁
。

ド
・
マ
ン
、
ポ
ー
ル
．『
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー

―
ル

ソ
ー
、
ニ
ー
チ
ェ
、
リ
ル
ケ
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
け
る

比
喩
的
言
語
』
土
田
知
則
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二

年
。―

．『
理
論
へ
の
抵
抗
』
大
河
内
晶
、
富
山
太
佳
夫
訳
、

国
文
社
、
一
九
九
二
年
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
マ
ル
テ
ィ
ン
．『
言
葉
へ
の
途
上
・
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
全
集
』
第
一
二
巻
、
亀
山
健
吉
、
ヘ
ル
ム
ー

ト
・
グ
ロ
ス
訳
、
創
文
社
、
一
九
九
六
年
。

ル
ソ
ー
、
ジ
ャ
ン＝

ジ
ャ
ッ
ク
．『
社
会
契
約
論
／
ジ
ュ
ネ

ー
ヴ
草
稿
』
中
山
元
訳
、
光
文
社
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
。
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