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リ
ク
ー
ル
に
お
け
る
反
省
哲
学
と
解
釈
学

岩
　
田
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昭

　
ポ
ー
ル
・
リ
ク
…
ル
は
自
ら
の
解
釈
学
を
近
世
の
反
省
哲
学
の
展
開
上
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
リ
ク
ー
ル
の
解
釈
学
が
反
省
哲
学
か
ら

由
来
し
た
こ
と
は
、
彼
の
癬
釈
学
の
基
本
的
性
格
を
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
リ
ク
ー
ル
の
解
釈
学
が
最
終
霞
標
と
し
て
追
及
し
て

い
る
存
在
論
の
性
格
を
理
解
す
る
上
に
お
い
て
も
、
彼
の
解
釈
学
が
前
提
と
し
て
い
る
反
省
哲
学
の
内
容
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
る
。
以
下
の
考
察
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
反
省
哲
学
と
リ
ク
！
ル
の
思
索
と
の
連
関
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ク
1
ル
の

思
想
の
核
心
を
浮
き
彫
り
に
し
、
彼
の
解
釈
学
が
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
独
自
の
思
索
を
切
り
拓
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
以
下
の
考
察
の
要
点
を
述
べ
る
な
ら
、
ま
ず
第
一
章
で
リ
ク
ー
ル
の
解
釈
学
と
近
世
の
反
省
哲
学
の
一
般
的
関
係
を
考
察

し
た
上
で
、
伝
統
的
な
反
省
哲
学
の
範
型
を
ラ
シ
ェ
リ
エ
の
思
想
に
求
め
、
反
省
哲
学
の
特
写
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
第
二
章
で
、
ジ

ャ
ン
・
ナ
ベ
ー
ル
の
反
省
哲
学
と
リ
ク
ー
ル
の
思
想
と
の
関
係
を
論
じ
る
。
こ
こ
で
は
ナ
ベ
ー
ル
の
思
索
が
リ
ク
1
ル
の
哲
学
形
成
に
さ

い
し
て
与
え
た
決
定
的
影
響
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
ナ
ベ
1
ル
と
り
ク
ー
ル
の
思
想
の
間
に
あ
る
微
妙
だ
が
重
大
な
相
違

を
も
あ
わ
せ
て
解
明
す
る
。
第
三
章
に
お
い
て
は
、
リ
ク
ー
ル
の
主
著
『
過
ち
や
す
き
人
間
』
を
取
り
上
げ
、
リ
ク
ー
ル
が
反
省
哲
学
の

影
響
下
に
構
築
し
た
人
間
学
が
彼
の
解
釈
学
の
影
響
学
的
基
盤
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
彼
の
思
索
の
内
側
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に

以
上
の
考
察
を
も
と
に
第
四
章
で
、
ジ
ク
ー
ル
が
拓
い
た
解
釈
学
の
独
自
の
構
造
と
そ
の
射
程
を
解
明
し
た
い
。



　
　
　
　
　
　
第
一
章
　
反
省
哲
学
の
伝
統

　
リ
ク
ー
ル
は
反
省
哲
学
の
流
れ
に
属
す
る
哲
学
者
と
し
て
、
デ
カ
ル
ト
、
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
名
を
挙
げ
る
と
と
も
に
、
ラ
シ
ュ
リ

エ
な
ど
の
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ン
ト
主
義
者
に
言
及
し
、
さ
ら
に
自
分
に
と
っ
て
特
別
な
思
想
家
と
し
て
ナ
ベ
ー
ル
の
名
を
示
す
（
↓
》
卜
σ
㎝
）
。

リ
ク
ー
ル
が
こ
の
よ
う
な
広
範
囲
に
及
ぶ
西
洋
の
近
世
哲
学
を
「
反
省
哲
学
」
の
名
で
呼
ぶ
の
は
、
彼
等
の
哲
学
の
根
本
問
題
と
な
っ
て

い
る
の
が
、
「
自
己
自
身
の
内
へ
還
る
思
惟
の
働
き
」
で
あ
る
「
反
省
」
に
よ
る
自
己
理
解
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

こ
れ
ら
の
思
想
家
に
お
い
て
は
認
識
や
意
志
な
ど
の
諸
々
の
働
き
の
担
い
手
と
し
て
の
自
己
を
理
解
す
る
こ
と
が
根
本
問
題
と
な
っ
て
お

り
、
し
か
も
彼
等
の
哲
学
に
は
認
識
と
倫
理
の
統
一
的
原
理
と
し
て
主
体
を
捉
え
よ
う
と
す
る
共
通
し
た
志
向
が
あ
る
と
り
ク
ー
ル
は
看

取
す
る
（
↓
》
浅
）
。
近
世
の
反
省
哲
学
の
伝
統
に
は
自
己
の
根
源
に
還
っ
て
自
己
の
う
ち
に
統
一
的
原
理
を
求
め
る
基
本
的
特
徴
が
あ
る

と
見
据
え
た
上
で
、
リ
ク
！
ル
は
自
ら
の
解
釈
学
は
反
省
哲
学
に
根
本
的
変
更
を
加
え
な
が
ら
も
こ
れ
を
継
承
す
る
も
の
だ
と
主
張
す
る

（
U
H
9
占
轡
9
卜
。
ω
も
。
、
O
囲
ω
b
。
困
1
ω
b
。
切
℃
6
》
b
。
？
塾
。
O
）
。
ま
ず
始
め
に
『
フ
ロ
イ
ト
論
』
冒
頭
の
論
述
を
導
き
に
し
て
、
リ
ク
ー
ル
が
捉
え
る
反

省
哲
学
と
解
釈
学
と
の
一
般
的
関
係
を
見
定
め
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
（
U
同
9
一
総
）
。

　
近
世
の
反
省
哲
学
の
伝
統
は
デ
カ
ル
ト
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
は
彼
が
自
己
の
根
源
に
究
極
的
な
原
理
を
求
め
た
か
ら
で
あ
る
。
周
知
の

よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
諸
科
学
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
確
実
な
一
点
を
求
め
て
あ
ら
ゆ
る
認
識
に
つ
い
て
懐
疑
を
遂
行
し
、
「
思

惟
す
る
自
己
」
を
哲
学
の
究
極
的
原
理
と
し
て
導
い
た
ゆ
「
思
惟
す
る
自
己
」
を
究
極
的
原
理
と
す
る
こ
と
は
、
自
己
定
立
を
第
一
真
理

と
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
に
お
い
て
は
、
「
思
惟
す
る
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
同
時
に
「
思
惟
す
る
自
己
」
の
存
在

が
定
立
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
デ
カ
ル
ト
は
知
の
根
拠
を
求
め
て
自
己
の
根
源
へ
と
還
っ
て
ゆ
き
、
自
ら
を
定
立
す
る
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ユ
　
シ
ユ
イ
　
　
ジ
ユ
　
パ
ソ
ス

定
立
を
哲
学
の
第
一
真
理
と
し
た
の
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
こ
の
真
理
を
次
の
よ
う
に
敷
衛
し
て
説
明
す
る
。
「
『
わ
れ
あ
り
、
わ
れ
思
う
』
。

つ
ま
り
存
在
す
る
と
は
、
私
に
と
っ
て
そ
れ
は
思
惟
す
る
こ
と
で
あ
る
。
私
が
思
惟
す
る
限
り
に
お
い
て
、
私
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
」

　
　
　
　
リ
ク
ー
ル
に
お
け
る
反
省
哲
学
と
解
釈
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
牌
弟
五
梱
臼
六
十
一
摂
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

（
U
図
切
O
）
。
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
第
一
真
理
は
、
直
接
的
意
識
の
明
証
性
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
リ
ク
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
よ
れ
ば
、
こ
の
真
理
は
疑
い
よ
う
の
な
い
真
理
だ
が
同
時
に
空
虚
な
真
理
で
あ
る
。
こ
の
真
理
に
お
い
て
は
「
わ
れ
」
が
間
違
い
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
あ
る
漏
こ
と
は
確
か
で
あ
る
も
の
の
、
「
わ
れ
」
が
な
ん
で
あ
る
か
を
十
全
に
は
示
し
て
い
な
い
。
も
し
反
省
が
自
己
を
直
接
的
意
識

の
明
証
性
に
お
い
て
捉
え
る
無
媒
介
の
直
観
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
反
省
哲
学
は
抽
象
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
「
わ
れ
」

は
直
接
的
に
は
理
解
さ
れ
な
い
感
情
・
欲
望
と
い
っ
た
感
性
的
次
元
ま
で
含
め
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
リ
ク
ー
ル

は
、
「
わ
れ
」
が
な
ん
で
あ
る
か
を
具
体
的
に
捉
え
る
た
め
に
は
、
「
わ
れ
」
を
客
観
化
す
る
表
象
・
行
為
・
作
品
・
制
度
・
建
造
物
な
ど

1
一
般
に
シ
ー
ニ
ェ
（
ω
囲
σ
q
づ
Φ
）
と
総
称
さ
れ
る
も
の
一
を
媒
介
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
「
反
省
哲
学
は
直
接
性
の
哲
学

　
　
　
　
　
　
　
ジ
ユ
　
　
シ
ユ
イ
　
　
　
　
　
　
ジ
ユ
　
　
バ
ン
ス

の
逆
で
あ
る
。
『
わ
れ
あ
り
、
わ
れ
思
う
』
と
い
う
こ
の
第
一
真
理
は
、
打
ち
か
ち
難
い
真
理
で
あ
る
が
そ
れ
と
同
じ
だ
け
抽
象
的
で
空

虚
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
真
理
は
、
そ
れ
を
客
観
化
す
る
表
象
・
行
為
・
作
品
・
制
度
・
建
造
物
な
ど
に
よ
っ
て
『
媒
介
さ
れ
る
臨
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
わ
れ
が
自
己
喪
失
し
、
つ
い
で
自
己
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
最
も
広
い
意
味
に
お
け
る
、
こ
れ
ら
の
紺
象

に
お
い
て
で
あ
る
」
（
U
回
㎝
一
）
。

　
自
己
認
識
に
シ
ー
ニ
ュ
の
媒
介
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
洞
察
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
以
来
の
解
釈
学
の
流
れ
に
与
す
る
哲
学
者
に
共
通
す
る

も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
リ
ク
ー
ル
は
反
省
に
お
け
る
実
践
的
・
倫
理
的
観
点
の
重
要
性
を
喚
起
し
、
こ
の
点
か
ら
も
反
省

哲
学
は
解
釈
学
へ
と
変
貌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
リ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
反
省
哲
学
は
認
識
論
を
中
心
に
お
く
べ
き
で
は
な

く
、
認
識
論
を
そ
の
一
部
と
す
る
包
括
的
な
倫
理
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
倫
理
を
重
要
視
す
る
観
点
か
ら
リ
ク
1
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ユ
　
シ
ユ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

イ
ツ
ヒ
　
ビ
　
ソ

思
想
を
取
り
上
げ
、
デ
カ
ル
ト
の
第
一
真
理
で
あ
る
「
わ
れ
あ
り
」
を
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
わ
れ
あ
り
」
と
重
ね
合
わ
せ
る
。
す
な
わ
ち
「
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
　
　
シ
ユ
イ

ィ
ヒ
テ
は
こ
の
第
工
具
理
を
措
定
判
断
と
よ
ん
だ
」
（
O
H
総
）
と
し
た
う
え
で
、
デ
カ
ル
ト
の
「
わ
れ
あ
り
」
を
フ
ィ
ヒ
テ
の
措
定
判
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ツ
ヒ
　
ビ
　
　
ソ

の
う
ち
で
最
も
原
初
的
で
最
高
で
あ
る
判
断
「
わ
れ
あ
り
」
の
方
向
に
展
開
さ
せ
る
。
一
七
九
四
年
冬
『
知
識
学
』
に
よ
れ
ば
、
措
定
判

　
　
　
　
　
　
イ
フ
ヒ
　
ビ
　
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ツ
ヒ
　
ピ
　
ン

断
と
し
て
の
「
わ
れ
あ
り
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
わ
れ
あ
り
、
こ
の
判
断
に
お
い
て
は
、
自
我
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

言
表
さ
れ
ず
、
述
語
の
場
所
は
自
我
の
可
能
的
規
定
の
た
め
に
無
限
に
空
虚
に
残
さ
れ
て
い
る
」
。
い
う
ま
で
も
な
く
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い

て
「
無
限
に
空
虚
に
残
さ
れ
て
い
る
」
場
所
は
、
純
粋
に
能
動
的
な
自
我
が
切
り
拓
い
た
揚
所
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
空
虚
に
残
さ
れ

て
い
る
か
ら
こ
そ
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
実
践
哲
学
の
積
極
的
課
題
が
生
ま
れ
る
。
リ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
こ
の
こ
と
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
反
省
哲
学
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ユ
　
　
シ
ユ
イ

課
題
が
「
私
の
具
体
的
経
験
を
、
わ
れ
あ
り
の
定
立
と
等
し
く
す
る
こ
と
に
あ
る
」
（
U
H
総
）
こ
と
を
意
味
す
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
措
定
判

断
を
以
上
の
よ
う
に
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ク
ー
ル
は
自
己
定
立
で
あ
る
「
わ
れ
あ
り
」
の
位
置
づ
け
の
決
定
的
な
変
更
を
要
求

す
る
。
す
な
わ
ち
自
己
定
立
は
も
は
や
「
与
え
ら
れ
る
」
（
ぴ
q
。
ひ
q
①
げ
窪
）
も
の
で
は
な
く
、
「
課
せ
ら
れ
る
」
（
碧
薗
農
Φ
ぴ
窪
）
も
の
と
な
ら

れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
反
省
は
そ
の
実
践
的
・
倫
理
的
課
題
を
果
た
す
た
め
に
も
、
無
媒
介
の
直
観
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、

「
わ
れ
」
の
働
き
を
そ
こ
に
見
い
だ
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
リ
ク
ー
ル
の
主
張
す
る
認
識
と
倫
理
の
二
重
の
観
点
か
ら
の
反
省
哲
学
と
解
釈
学
の
連
関
は
け
っ
し
て
解
釈
学
の
側
か
ら
の
独
断
で
は

な
い
。
そ
こ
で
反
省
哲
学
か
ら
解
釈
学
へ
の
移
行
の
必
然
性
を
反
省
哲
学
の
側
か
ら
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
反
省

哲
学
の
代
表
で
あ
る
ラ
シ
ュ
リ
エ
の
思
想
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
事
実
で
あ
る
が
、
リ
ク
ー
ル
の

デ
イ
プ
。
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

卒
業
論
文
は
ラ
シ
ュ
リ
エ
の
反
省
的
方
法
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
リ
ク
ー
ル
は
現
象
学
や
解
釈
学
を
本
格
的
に
研
究
す
る
に

先
立
っ
て
、
ラ
シ
ュ
リ
エ
を
中
心
と
す
る
反
省
哲
学
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
論
文
「
心
理
学
と
形
而
上
学
」
に
お
い
て
、
ラ
シ
ュ
リ
エ
は
反
省
哲
学
の
第
一
段
階
と
し
て
「
感
覚
」
（
三
軍
註
8
）
を
要
と
す
る
心

理
的
事
実
を
分
析
す
る
。
ラ
シ
ュ
リ
エ
は
こ
の
分
析
に
よ
っ
て
、
世
界
の
中
心
に
意
識
を
位
置
づ
け
、
意
識
を
も
と
に
世
界
を
分
析
す
る

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
ラ
シ
ュ
リ
エ
に
よ
れ
ば
、
感
覚
は
対
象
の
状
態
を
開
示
す
る
と
と
も
に
主
体
の
状
態
で
あ
る
と
い
う
二
重
の
役

割
を
担
っ
て
い
る
。
一
方
で
感
覚
と
は
対
象
に
つ
い
て
の
感
覚
で
あ
り
、
知
覚
の
基
礎
と
な
る
「
感
性
的
質
」
（
ρ
琶
犀
ひ
ω
魯
の
凶
鑑
Φ
）
を
有

し
て
い
る
。
他
方
、
自
分
自
身
の
感
覚
と
い
う
意
識
状
態
す
な
わ
ち
「
情
感
」
（
口
ρ
楠
暁
①
O
け
一
〇
づ
）
を
要
素
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
感
覚
は
世
界

を
映
し
世
界
を
私
達
に
表
わ
す
と
と
も
に
、
主
体
に
属
し
主
体
そ
れ
自
体
を
私
達
に
開
示
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
「
感
覚
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六
二

的
意
識
」
（
O
O
講
ω
O
凶
㊦
コ
O
①
　
ω
の
謬
ω
一
σ
一
〇
）
だ
け
し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
意
識
と
呼
ば
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
動
物

に
も
存
在
す
る
意
識
で
あ
る
。
こ
の
意
識
は
い
ま
だ
主
観
的
印
象
の
世
界
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
「
道
徳
的
自
由
」
と
は
無
縁
で
あ
る
。
こ

の
領
域
は
ま
だ
閣
の
世
界
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ラ
シ
ュ
リ
エ
は
こ
の
意
識
を
「
盲
目
的
力
」
と
呼
ぶ
（
超
℃
』
o
o
）
。
と
こ
ろ
が
人
問

の
意
識
に
は
、
感
覚
的
意
識
の
内
容
に
光
を
あ
て
、
そ
の
内
容
を
肯
定
す
る
意
識
が
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
科
学
は
こ
の
意
識
を
前
提
に
し
、

事
実
を
分
析
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
心
理
学
も
こ
の
光
が
す
で
に
感
覚
的
意
識
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
上
で
、
心
理
的

事
実
を
分
析
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
の
光
の
源
泉
で
あ
る
「
意
識
の
意
識
扁
、
す
な
わ
ち
「
知
的
意
識
」
（
6
§
ω
。
剛
魯
8
一
疑
⑦
7

一
9
欝
毘
。
）
を
探
求
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
反
省
哲
学
の
第
二
の
段
階
は
、
感
覚
的
意
識
の
中
心
に
「
知
的
意
識
」
を
見
い
だ
し
、

そ
れ
を
探
求
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
光
そ
の
も
の
の
学
を
打
ち
立
て
る
こ
と
が
形
而
上
学
の
課
題
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
感
覚
だ
け
の
世
界
と
感
覚
を
知
る
世
界
と
の
間
に
は
明
ら
か
に
質
的
な
違
い
が
あ
る
。
感
じ
る
こ
と
は
個
人
の
主
観
的
印
象
に
と
ど
ま

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
の
に
対
し
て
、
知
や
認
識
は
主
観
的
状
態
を
越
え
る
。
た
と
え
ば
痛
み
に
関
す
る
知
、
痛
み
の
知
は
瞬
間
を
越
え
て
永
続
で
き
る
点
で

主
観
的
状
態
を
越
え
る
。
痛
み
の
知
は
痛
み
の
情
感
そ
の
も
の
に
「
零
丁
」
と
い
う
形
態
で
先
行
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
「
蓬
田
」

と
い
う
形
態
で
残
存
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
痛
み
の
知
は
他
者
へ
伝
達
さ
れ
う
る
と
い
う
点
で
、
個
人
的
印
象
に
閉
じ
込
め
ら

れ
ず
普
遍
性
を
帯
び
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
知
は
客
観
的
な
真
理
で
あ
り
、
感
覚
と
認
識
に
は
質
の
違
い
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
知
の
内

容
自
体
は
感
覚
の
内
容
と
別
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ラ
シ
ュ
リ
エ
は
次
の
よ
う
に
知
的
意
識
と
そ
れ
が

認
識
す
る
感
覚
的
意
識
の
内
容
と
の
関
係
を
述
べ
る
。
「
事
物
を
認
識
す
る
に
は
あ
る
点
で
そ
の
事
物
そ
の
も
の
に
な
る
必
要
が
あ
る
、

そ
の
た
め
に
は
そ
れ
自
身
が
事
物
と
違
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
（
一
》
℃
・
鱒
8
）
。
ラ
シ
ュ
リ
エ
の
い
う
事
物
を
認
識
す
る
精
神

の
働
き
は
、
感
覚
的
意
識
と
実
体
的
に
異
な
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
感
覚
的
意
識
の
内
容
を
そ
の
外
側
か
ら
照
ら
す
と
い
う
も
の
で
も

な
い
。
そ
も
そ
も
感
覚
的
意
識
と
実
体
的
に
異
な
っ
た
知
的
意
識
を
想
定
す
る
よ
う
な
思
考
方
法
は
、
意
識
を
対
象
と
し
て
捉
え
る
思
考

方
法
で
あ
り
、
こ
れ
は
心
理
学
に
属
す
る
。
こ
の
患
考
方
法
で
は
、
よ
り
高
い
次
元
の
意
識
を
次
々
に
探
索
す
る
無
限
遡
行
に
陥
る
。
こ



れ
で
は
知
的
意
識
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
知
的
意
識
を
問
う
形
而
上
学
は
、
光
そ
の
も
の
す
な
わ
ち
思
惟
そ
の
も
の
の
働
き
を
捉

え
る
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
知
的
意
識
を
知
的
意
識
た
ら
し
め
て
い
る
究
極
的
要
素
は
な
に
か
。
そ
れ
は
「
純
粋
思
惟
」

（
》
①
昌
ω
Φ
①
　
娼
属
触
O
）
で
あ
る
。
こ
の
思
惟
は
な
に
も
の
に
も
依
拠
せ
ず
、
自
ら
の
存
在
を
定
立
し
、
自
分
自
身
の
働
き
が
真
理
で
あ
る
こ
と

を
肯
定
す
る
思
惟
で
あ
る
。
こ
の
自
己
定
立
・
自
己
肯
定
す
る
精
神
の
絶
対
的
な
働
き
を
ラ
シ
ュ
リ
エ
は
、
「
絶
対
的
思
惟
の
自
分
自
身

へ
の
反
省
」
（
圃
も
』
ミ
）
と
呼
ぶ
。
こ
の
反
省
す
る
思
惟
に
よ
っ
て
悪
し
き
無
限
遡
行
の
根
は
絶
た
れ
、
反
省
哲
学
は
諸
存
在
の
基
礎
と

真
理
の
基
礎
を
一
挙
に
見
い
だ
す
。
ラ
シ
ュ
リ
エ
は
「
す
べ
て
の
真
理
と
実
在
の
最
終
的
根
拠
は
精
神
の
絶
対
的
自
発
性
で
あ
る
」
（
H
℃

や
b
。
O
。
。
）
と
断
言
す
る
。
精
神
の
こ
の
よ
う
な
自
発
性
は
物
質
的
・
物
理
的
な
も
の
と
根
源
的
に
相
違
し
た
ま
っ
た
く
の
自
由
な
行
為
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
精
神
の
働
き
は
自
分
以
外
の
い
か
な
る
原
因
も
持
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
精
神
が
肯
定
す
る
真
理
は
物
質
的
な
も

の
に
ま
っ
た
く
左
右
さ
れ
な
い
真
理
だ
か
ら
で
あ
る
。
ラ
シ
ュ
リ
エ
は
精
神
が
完
全
に
自
由
で
あ
る
こ
と
を
「
創
造
」
と
さ
え
表
現
し
て

い
る
。
「
我
々
は
唯
一
の
同
じ
行
為
に
よ
っ
て
、
生
の
全
契
機
を
創
造
す
る
」
（
押
や
b
。
ミ
）
。
こ
の
よ
う
に
ラ
シ
ュ
リ
エ
は
認
識
に
関
し
て

も
倫
理
的
行
為
に
関
し
て
も
究
極
的
な
原
理
を
自
己
の
内
に
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。

　
純
粋
思
惟
に
は
な
ん
ら
経
験
的
な
要
素
は
含
ま
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
純
粋
思
惟
は
感
覚
的
意
識
に
反
射
し
、
「
具
体
的
で
現
実
的
な
も

の
と
し
て
自
ら
を
産
出
す
る
」
（
目
”
マ
b
。
ミ
）
と
う
シ
ュ
リ
エ
は
い
う
。
だ
が
は
た
し
て
彼
の
い
う
「
具
体
的
で
現
実
的
な
も
の
」
と
は
い

か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
シ
ュ
リ
エ
に
よ
れ
ば
、
た
ん
な
る
感
覚
的
意
識
に
お
い
て
は
主
観
的
印
象
で
し
か
な
い
事
物
が
、
精
神
の

光
に
照
ら
さ
れ
て
は
じ
め
て
客
観
的
に
実
在
す
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
事
物
の
客
観
的
実
在
性
は
そ
の
事
物
の
内
に

は
な
く
、
精
神
が
こ
の
事
物
に
客
観
的
実
在
性
を
付
与
し
、
そ
れ
を
精
神
自
ら
が
認
め
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
精
神
の
働
き
は

抽
象
的
で
は
な
い
と
う
シ
ュ
リ
エ
が
い
う
の
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
ラ
シ
ュ
リ
エ
の
反
省
哲
学
は
け
っ
し
て
感
性
的
要
素
を
無

視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
は
知
的
主
体
と
し
て
の
「
わ
れ
」
が
感
覚
を
介
し
て
知
覚
と
動
的
に
連
関
し
て
い
る
こ

と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
あ
く
ま
で
「
わ
れ
」
を
精
神
の
根
源
的
働
き
の
も
と
で
捉
え
る
点
に
彼
の
論
点
の
主
眼
は
あ
る
。
感
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覚
的
意
識
は
精
神
の
根
源
的
働
き
に
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
る
と
い
う
位
置
に
あ
る
以
上
、
感
性
的
要
素
は
「
わ
れ
」
に
薄
し
て
二
次
的
な
関

係
に
あ
り
、
感
性
的
要
素
と
「
わ
れ
」
と
の
十
分
な
連
関
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
は
い
え
な
い
。

　
根
源
的
な
精
神
の
働
き
が
感
性
的
要
素
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
わ
れ
」
の
抽
象
性
の
問
題
は
、
論
文
「
心
理
学

と
形
而
上
学
扁
の
中
に
す
で
に
潜
在
的
に
存
在
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
さ
ら
に
ラ
シ
ェ
リ
エ
自
身
に
よ
っ
て
自
由
の
実
現
の
問
題
と
し
て

「
わ
れ
」
の
抽
象
性
が
問
い
直
さ
れ
る
論
文
が
著
述
さ
れ
た
。
そ
れ
が
論
文
「
パ
ス
カ
ル
の
賭
に
関
す
る
覚
書
き
」
で
あ
る
。
こ
の
論
文

は
パ
ス
カ
ル
を
論
じ
る
た
ん
な
る
研
究
論
文
で
は
な
い
。
こ
れ
は
う
シ
ェ
リ
エ
自
身
の
哲
学
の
立
場
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
哲
学
か
ら
あ
ら
た
め
て
自
由
の
実
現
の
問
題
を
問
う
た
も
の
で
あ
る
。

　
ラ
シ
ュ
リ
エ
に
よ
れ
ば
、
パ
ス
カ
ル
の
賭
は
論
理
的
な
可
能
性
と
し
て
神
を
選
ぶ
か
、
選
ば
な
い
か
と
い
う
二
者
択
一
の
問
題
で
は
な

い
。
こ
の
賭
に
は
、
「
神
の
存
在
」
「
永
遠
の
生
」
「
自
己
愛
の
放
棄
扁
の
三
つ
が
不
可
分
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
神
の
存
在
に
賭
け
る

と
は
、
自
巴
の
生
き
方
と
し
て
、
自
己
愛
を
絶
ち
永
遠
の
浄
福
に
ふ
さ
わ
し
い
生
を
選
ぶ
「
実
践
的
肯
定
」
を
な
す
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
賭
は
人
間
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
自
由
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
お
ら
ず
理
念
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て

人
間
は
実
践
的
応
答
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
論
文
「
心
理
学
と
形
而
上
学
」
に
お
い
て

は
、
人
問
の
精
神
の
根
源
的
な
働
き
は
感
性
的
要
素
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、
絶
対
的
な
自
由
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の

パ
ス
カ
ル
論
に
お
い
て
ラ
シ
ュ
リ
エ
は
、
こ
れ
は
理
念
上
の
自
由
で
あ
り
、
精
神
が
現
実
に
働
く
と
き
に
は
形
相
と
質
料
と
の
間
に
「
調

和
」
が
な
く
、
ほ
と
ん
ど
「
移
調
」
と
も
い
え
る
「
不
一
致
」
が
あ
る
と
論
ず
る
に
い
た
る
。
ラ
シ
ュ
リ
エ
は
人
閥
の
精
神
の
理
念
と
現

実
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
か
く
し
て
理
性
と
自
由
は
明
ら
か
に
現
状
の
意
識
か
ら
溢
れ
出
る
。
私
達
の
う
ち
に
あ

る
理
性
と
自
由
は
、
未
確
定
の
部
分
が
あ
る
精
神
的
生
の
観
念
、
つ
ま
り
な
か
ば
空
虚
な
精
神
的
生
の
枠
組
み
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
精

神
的
生
は
こ
の
世
で
は
全
く
不
完
全
に
し
か
実
現
さ
れ
な
い
。
も
し
意
識
の
感
覚
的
要
素
が
す
べ
て
消
失
し
、
知
的
行
為
の
質
料
が
そ
の

形
相
に
釣
り
合
う
別
の
世
が
あ
る
な
ら
、
精
神
的
生
は
そ
こ
に
お
い
て
は
る
か
に
う
ま
く
実
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
（
圃
同
℃
㍗
綬
）
。
ラ
シ



ユ
リ
エ
は
論
文
「
心
理
学
と
形
而
上
学
」
に
お
け
る
反
省
哲
学
の
構
造
を
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
ラ
シ
ュ
リ
エ
の
表
立
っ
た
議
論
に
お
い
て
は
反
省
哲
学
の
あ
る
べ
き
方
向
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
感
性
的
要
素

と
内
的
な
連
関
を
有
す
る
具
体
的
な
反
省
哲
学
の
構
築
は
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
ラ
シ
ュ
リ
エ
の
反
省
哲
学
は
も
と
も
と
「
わ
れ
」
を
純
粋
な
精
神
に
お
い
て
捉
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
認
識
と

倫
理
と
を
統
一
す
る
根
源
的
場
を
開
こ
う
と
し
て
い
た
。
こ
こ
に
お
い
て
は
「
わ
れ
」
は
そ
れ
自
体
で
明
証
的
な
自
己
意
識
に
立
脚
し
て

お
り
、
反
省
哲
学
は
い
わ
ば
自
己
自
身
に
透
明
な
次
元
に
根
拠
を
お
い
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
「
わ
れ
」
は
光
に
よ
っ
て
照
ら
さ

れ
る
感
性
的
要
素
と
は
い
ま
だ
外
的
な
関
係
を
結
ん
で
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
認
識
論
的
問
題
が
議
論
の
中
心

に
お
か
れ
て
い
た
と
き
に
は
潜
在
的
で
あ
っ
た
も
の
の
、
入
間
の
自
由
の
実
現
と
い
う
実
践
的
・
倫
理
的
問
題
が
中
心
と
な
っ
た
と
き
に

顕
在
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ラ
シ
ュ
リ
エ
は
自
身
の
思
考
を
展
開
さ
せ
る
過
程
に
お
い
て
反
省
哲
学
の
問
題
点
を
あ
ら
わ

に
し
た
の
で
あ
る
。
ラ
シ
ュ
リ
エ
の
課
題
は
ラ
シ
ュ
リ
エ
の
み
の
個
人
的
な
課
題
で
は
な
く
、
反
省
哲
学
自
体
の
性
格
が
転
換
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
人
間
の
具
体
的
な
「
わ
れ
」
を
自
密
が
実
現
す
る
感
性
的
要
素
の
次
元
で
捉
え
る
よ

う
な
哲
学
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
要
求
に
応
じ
る
思
索
を
展
開
し
、
反
省
哲
学
と
解
釈
学
と
を
橋
渡
し
を
し
た
思
想
家

が
次
に
論
じ
る
ナ
ベ
！
ル
で
あ
る
。

第
二
章
　
ナ
ベ
！
ル
と
り
ク
ー
ル

　
リ
ク
ー
ル
の
解
釈
学
形
成
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
ナ
ベ
ー
ル
の
反
省
哲
学
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
ナ
ベ
ー
ル
の
反
省
哲
学

を
デ
カ
ル
ト
以
来
の
反
省
哲
学
の
伝
統
の
限
界
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
ナ
ベ
ー
ル
の
反
省
哲
学
を
自
分
自
身
の
思
索
の
中
へ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

取
り
込
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
リ
ク
ー
ル
は
近
世
の
反
省
哲
学
の
伝
統
を
い
わ
ば
ナ
ベ
ー
ル
と
い
う
視
点
を
通
し
て
受
け
と
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

リ
ク
！
ル
の
解
釈
学
形
成
に
お
い
て
ナ
ベ
ー
ル
の
思
想
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
研
究
者
は
少
な
か
ら
ず
い
る
。
本
章
で

　
　
　
　
リ
ク
！
ル
に
お
け
る
反
省
哲
学
と
解
釈
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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六

は
こ
れ
ら
の
研
究
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
ナ
ペ
ー
ル
と
リ
ク
：
ル
の
思
索
に
違
い
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
違
い
が
含
む
意
味
ま
で
も

考
察
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
リ
ク
ー
ル
は
い
か
な
る
点
に
お
い
て
ナ
ベ
ー
ル
の
反
省
哲
学
を
継
承
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
（
1
）
、
つ
ぎ

に
そ
の
考
察
を
踏
ま
え
た
う
え
で
ナ
ベ
ー
ル
と
リ
ク
ー
ル
の
思
想
の
根
底
に
存
す
る
相
違
点
を
探
求
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
（
π
）
。

　
　
　
　
　
（
！
）

　
ナ
ベ
1
ル
は
論
文
「
反
省
哲
学
」
の
中
で
反
省
哲
学
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
「
反
省
と
は
な
に
よ
り
も
主
体
そ
れ
自
身
を
構
成
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
主
体
の
働
き
に
内
在
す
る
精
神
活
動
の
法
剣
・
規
鍵
を
金
領
域
で
取
り
戻
す
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
し
て
ナ

ベ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
反
省
哲
学
に
共
通
す
る
本
質
的
要
素
と
し
て
「
行
為
の
根
源
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
」
（
圃
、
巨
け
算
ぞ
。

鎚
象
。
鉱
Φ
α
Φ
一
．
①
9
①
）
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
「
決
意
」
に
よ
っ
て
生
の
自
発
性
の
流
れ
を
中
断
し
行
為
を
更
新

す
る
こ
と
の
で
き
る
「
行
為
の
根
源
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
」
が
精
神
に
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
行
為
の
根
源
性
に
基
づ
い
て
精
神
の
働
き

を
自
ら
に
あ
ら
わ
に
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
定
義
は
ラ
シ
ェ
リ
エ
ら
の
近
世
の
反
省
哲
学
を
ナ
ベ

ー
ル
が
定
義
し
直
し
た
も
の
で
あ
り
、
ナ
ベ
ー
ル
自
身
の
反
省
的
分
析
の
積
極
的
意
義
を
い
ま
だ
十
分
に
示
し
て
は
い
な
い
。
反
省
的
分

析
が
そ
の
方
法
の
豊
か
さ
を
発
揮
す
る
の
は
、
ナ
ベ
；
ル
に
よ
れ
ば
シ
ー
ニ
ュ
を
媒
介
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
シ
；
ニ
ュ
の
媒

介
を
反
省
哲
学
の
中
心
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ナ
ベ
ー
ル
は
「
わ
れ
」
を
引
写
…
や
欲
求
と
い
う
感
性
三
次
元
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
。

　
反
省
哲
学
の
伝
統
の
中
で
、
シ
1
ニ
ュ
に
閥
す
る
理
論
を
組
織
だ
て
た
最
初
の
思
想
家
は
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
で
あ
る
。
ビ
ラ
ソ
は

反
省
哲
学
の
立
場
か
ら
シ
ー
ニ
ュ
理
論
を
提
示
し
た
の
で
あ
り
、
ビ
ラ
ン
の
思
想
が
ナ
ベ
1
ル
の
反
省
哲
学
の
重
要
な
モ
デ
ル
の
一
つ
と

な
っ
た
。
そ
こ
で
反
省
哲
学
に
お
け
る
シ
ー
ニ
ュ
の
役
割
を
明
確
に
す
る
た
め
に
ビ
ラ
ン
の
思
想
を
顧
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
ビ
ラ
ソ
は
認
識
の
根
拠
を
主
体
の
働
き
が
働
き
自
身
を
直
接
に
覚
知
す
る
「
原
初
的
事
実
」
（
ぽ
或
け
嘗
導
三
h
）
に
求
め
る
。
す
な
わ



ち
こ
の
原
初
的
事
実
に
経
験
の
条
件
を
探
り
、
諸
科
学
に
基
礎
を
与
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ビ
ラ
ン
は
原
初
的
事
実
の
中
か
ら
原

因
・
実
体
・
力
・
自
由
・
必
然
性
と
い
っ
た
諸
観
念
を
抽
出
す
る
。
「
反
省
的
観
念
」
（
一
．
螢
ひ
。
み
諭
胤
く
①
）
と
名
づ
け
ら
れ
る
こ
れ
ら
の

観
念
は
、
自
己
意
識
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
原
初
的
事
実
の
諸
要
素
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
取
り
出
す
こ
と
で
得
ら
れ
る
観
念
で
あ

り
、
外
的
な
印
象
か
ら
抽
出
さ
れ
る
二
般
的
観
念
」
と
は
区
別
さ
れ
る
。
一
般
的
観
念
は
印
象
の
中
か
ら
任
意
の
要
素
を
分
離
し
、
そ

の
要
素
を
不
完
全
に
一
般
化
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
観
念
で
あ
り
、
こ
の
観
念
に
は
普
遍
性
も
実
在
性
も
な
い
。
普
遍
性
と
実
在
性
は
自

己
意
識
に
根
拠
を
有
す
る
反
省
的
観
念
に
の
み
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
知
覚
や
感
覚
な
ど
の
表
象
さ
ら
に
は
外
的
世
界
も
反
省
的
観
念

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
基
礎
づ
け
が
ビ
ラ
ン
に
お
い
て
成
功
し
た
か
否
か
は
こ
こ
で
は
問
題
で
は
な
い
。

重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
反
省
的
観
念
を
表
現
す
る
シ
ー
ニ
ュ
が
設
立
さ
れ
た
点
に
あ
る
。
反
省
的
観
念
を
表
現
す
る
シ
ー
ニ
ュ
は
一
般
的

観
念
を
表
現
す
る
シ
ー
ニ
ュ
と
は
区
別
さ
れ
る
。
反
省
的
観
念
を
表
現
す
る
シ
ー
ニ
ュ
は
意
志
的
シ
ー
ニ
ュ
あ
る
い
は
知
的
シ
ー
ニ
ュ
と

呼
ば
れ
、
こ
れ
が
ビ
ラ
ン
の
哲
学
の
中
に
お
い
て
本
来
の
シ
三
哲
ュ
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
音
心
志
的
シ
亀
目
ュ
も
一
般
的
観
念
を
表
現

す
る
シ
白
血
ュ
と
同
様
に
た
し
か
に
感
性
的
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
意
志
的
シ
ー
ニ
ュ
は
外
的
な
印
象
に
左
右
さ
れ
ず
、
あ

く
ま
で
意
志
的
な
精
神
の
働
き
に
従
い
、
精
神
の
働
き
の
み
を
開
示
す
る
。
こ
の
意
味
で
意
志
的
シ
ー
ニ
ュ
は
「
感
性
化
さ
れ
た
意
志
作

　
　
　
　
　
（
9
）

用
」
と
呼
ば
れ
る
。
精
神
の
働
き
を
た
ん
に
外
的
に
受
動
的
に
表
現
す
る
の
が
意
志
的
シ
二
一
ュ
で
は
な
い
。
シ
ー
ニ
ュ
を
意
志
的
に
使

用
す
る
こ
と
は
、
シ
三
州
ュ
を
使
用
す
る
精
神
を
そ
の
シ
ー
ニ
ュ
に
結
び
つ
い
て
い
た
原
初
の
行
為
へ
と
立
ち
還
ら
せ
る
。
す
な
わ
ち
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〇
三
）

ー
ニ
ュ
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
か
っ
て
な
さ
れ
た
抽
出
・
意
趣
の
行
為
そ
の
も
の
に
精
神
が
圓
帰
す
る
」
の
で
あ
る
。
ピ
ラ
ン

の
シ
三
夏
ュ
理
論
の
核
心
は
、
シ
三
面
ュ
と
精
神
の
行
為
と
を
密
接
に
む
す
び
つ
け
、
意
識
の
構
成
要
素
を
開
示
す
る
シ
ー
ニ
ュ
の
積
極

的
な
働
き
を
捉
え
た
点
に
あ
る
。
ビ
ラ
ン
の
こ
の
よ
う
な
シ
ー
ニ
ュ
理
論
に
よ
っ
て
「
わ
れ
」
を
内
的
で
純
粋
な
領
域
に
封
じ
込
め
な

い
新
た
な
反
省
哲
学
ー
ピ
ラ
ン
自
身
が
そ
の
よ
う
な
反
省
哲
学
を
体
系
的
に
構
築
し
た
の
で
は
な
い
に
し
ろ
一
へ
と
展
開
す
る
萌
芽

が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
リ
ク
ー
ル
に
お
け
る
反
省
哲
学
と
解
釈
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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六
八

　
ナ
ベ
ー
ル
は
シ
玉
門
ュ
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
で
「
わ
れ
」
の
領
域
を
感
性
的
次
元
に
ま
で
拡
張
し
て
い
く
。
こ
の
こ
と
を
彼
は
現
象
学

の
分
析
と
対
比
さ
せ
て
説
明
す
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
『
イ
デ
ー
ソ
ー
』
を
中
心
と
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
は
、
対
象
の

存
在
を
素
朴
に
信
じ
る
自
然
的
態
度
に
伴
う
存
在
定
立
す
べ
て
に
つ
い
て
判
断
停
止
を
お
こ
な
う
。
そ
し
て
こ
う
い
つ
た
現
象
学
的
還
元

の
あ
と
に
残
る
直
接
明
証
的
な
根
源
的
現
象
で
あ
る
超
越
論
的
意
識
の
領
域
に
飼
を
向
け
、
超
越
論
的
意
味
付
与
に
意
味
の
根
拠
を
も
と

め
る
。
こ
の
よ
う
な
超
越
論
的
現
象
学
は
、
透
明
な
意
識
に
お
い
て
世
界
を
基
礎
づ
け
る
反
省
哲
学
に
お
け
る
認
識
論
の
一
面
を
徹
底
さ

せ
完
成
さ
せ
た
も
の
と
い
え
る
。
リ
ク
ー
ル
の
い
う
よ
う
に
こ
の
点
で
「
現
象
学
は
反
省
哲
学
で
あ
り
続
け
て
い
る
」
（
↓
＞
b
o
①
）
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
ナ
ベ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
な
現
象
学
的
分
析
で
は
、
現
実
的
な
生
の
次
元
に
お
け
る
意
識
の
行
為
が
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
と

批
判
す
る
。
超
越
論
的
現
象
学
で
は
現
象
学
的
還
元
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
り
、
現
実
世
界
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
意
味
と
そ
の
意
味
に

も
と
も
と
結
び
付
い
て
い
た
主
体
の
行
為
と
の
関
係
が
ゆ
る
め
ら
れ
る
。
こ
の
結
果
、
現
象
学
的
分
析
の
注
意
は
「
原
初
の
行
為
か
ら
切

　
　
　
　
　
（
1
1
）

り
離
さ
れ
た
意
味
偏
へ
と
向
か
い
、
超
越
論
的
主
観
性
が
純
粋
な
「
ま
な
ざ
し
」
（
冨
σ
q
偉
・
裁
）
の
中
に
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
ナ
ベ
ー
ル

は
こ
の
よ
う
に
現
象
学
を
批
判
し
な
が
ら
、
反
省
的
分
析
は
具
体
的
な
意
識
の
行
為
を
自
己
化
す
る
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
反
省
的
分
析

は
、
「
時
間
・
空
間
・
需
語
・
歴
史
に
な
ん
ら
か
の
形
で
結
び
つ
い
た
仕
方
で
実
現
さ
れ
た
意
味
の
側
か
ら
、
精
神
的
内
面
性
を
獲
得
す

　
（
1
2
）

る
こ
と
」
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ナ
ベ
ー
ル
の
考
え
る
反
省
的
分
析
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
暗
間
・
空
間
で
展
開
さ
れ
た
精
神

の
働
き
を
、
そ
の
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
る
シ
ー
ニ
ュ
を
介
し
て
、
取
り
戻
そ
う
と
す
る
試
み
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
仮
に
ナ
ベ
ー
ル
の
反
省
哲
学
の
意
図
が
以
上
で
述
べ
て
き
た
こ
と
に
つ
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
反
省
哲
学
と
リ
ク
ー
ル
の
解
釈
学
の

関
係
に
お
い
て
ナ
ベ
ー
ル
の
反
省
哲
学
は
必
ず
し
も
重
大
な
位
置
を
占
め
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ナ
ベ
！
ル
の
批
判
が

該
当
す
る
現
象
学
は
現
象
学
運
動
の
中
の
ご
く
限
ら
れ
た
一
部
で
あ
り
、
現
象
学
運
動
の
方
は
次
第
に
透
明
な
意
識
の
領
域
に
と
ど
ま
ら

ず
、
身
体
や
歴
史
と
い
う
よ
り
広
大
な
領
域
を
射
程
に
い
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
も
論
じ
て
い
る
よ
う
に
フ
ッ
サ

ー
ル
の
現
象
学
は
解
釈
学
的
現
象
学
の
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
フ
ッ
サ
：
ル
が
遂
行
し
て
い
っ
た
現
象
学
そ
の
も
の
が
解
釈
学
的



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

現
象
学
を
要
求
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
解
釈
学
的
現
象
学
の
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
以
上
の
局
面
に
限
る

な
ら
ば
、
ナ
ベ
ー
ル
の
反
省
哲
学
の
役
割
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
近
世
の
反
省
哲
学
を
徹
底
さ
せ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
を
批
判
的
に

継
承
し
た
も
の
と
し
て
リ
ク
：
ル
の
解
釈
学
を
位
置
づ
け
る
こ
と
も
あ
る
程
度
ま
で
可
能
と
な
る
。
し
か
し
リ
ク
ー
ル
は
ナ
ベ
ー
ル
か
ら

シ
ー
ニ
ュ
を
媒
介
に
し
て
自
己
を
取
り
戻
す
こ
と
を
つ
か
み
と
っ
た
の
で
あ
り
、
現
象
学
か
ら
で
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ナ
ベ

ー
ル
の
思
想
で
の
シ
ー
ニ
ュ
の
役
割
は
「
根
源
的
肯
定
」
（
鋤
穿
ヨ
畿
8
。
H
酋
爵
マ
Φ
）
の
思
想
と
一
対
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
思
想
が
リ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ユ
　
　
シ
ユ
イ

ー
ル
が
探
求
し
て
い
く
「
わ
れ
あ
り
」
の
意
味
、
「
存
在
」
の
意
味
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
。
い
国
く
ト
。
O
．
頃
く
ω
μ
苧

。。

W
）
。
ナ
ベ
ー
ル
が
一
貫
し
て
追
求
し
て
き
た
「
根
源
的
肯
定
」
と
は
な
に
か
を
彼
の
著
作
『
倫
理
学
原
理
』
の
論
述
か
ら
明
ら
か
に
し

　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ユ
　
　
シ
ユ
イ

　
根
源
的
肯
定
と
は
「
わ
れ
あ
り
」
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
肯
定
で
あ
り
、
「
わ
れ
」
が
自
己
の
存
在
に
つ
い
て
持
っ
て
い
る
意
識
の

基
礎
に
あ
る
肯
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
根
源
的
肯
定
の
思
想
に
お
い
て
は
、
自
己
意
識
が
根
源
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
自
己
意
識

は
根
源
的
肯
定
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
一
般
的
な
表
現
を
用
い
れ
ば
根
源
的
肯
定
と
は
「
自
己
意
識
の
原
理
」
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
根
源
的
肯
定
は
自
己
意
識
の
行
為
を
離
れ
て
、
そ
れ
自
体
で
自
足
す
る
も
の
で
は
な
い
。
根
源
的
肯
定
は
自
己
意
識
の
中
に
お

い
て
の
み
肯
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
意
識
と
そ
の
原
理
は
「
相
互
内
在
的
関
係
」
（
ぎ
審
ユ
。
葺
ひ
み
島
冥
。
農
Φ
）
を
な
し
て
い
る
。
も
し
主

　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ユ
　
　
シ
ユ
イ

体
の
行
為
で
あ
る
「
わ
れ
あ
り
」
と
こ
の
行
為
を
基
礎
づ
け
て
い
る
根
源
的
肯
定
を
分
離
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
両
者
の
間
に
あ
る
「
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ユ
　
　
シ
ユ
イ

互
性
」
を
誤
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
わ
れ
あ
り
」
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
存
在
」
に
つ
い
て
そ
れ
自
体
を
論
じ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

を
拒
否
す
る
と
い
う
ナ
ベ
ー
ル
の
存
在
論
へ
の
基
本
的
な
立
場
が
導
か
れ
る
。

　
根
源
的
肯
定
は
ナ
ベ
ー
ル
の
思
想
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
ナ
ベ
ー
ル
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
こ
れ
を
論
じ
て
い
る
。
「
倫
理

学
」
（
障
鐵
ρ
器
）
の
著
作
で
あ
る
『
倫
理
学
原
理
』
の
前
半
で
ナ
ベ
ー
ル
が
論
じ
た
の
は
、
「
過
ち
」
（
貯
三
。
）
な
ど
の
人
生
の
否
定
的
経
験

と
そ
れ
ら
が
引
き
起
こ
す
否
定
的
感
情
で
あ
る
。
い
わ
ば
否
定
的
な
意
味
で
の
道
徳
的
経
験
・
感
情
の
分
析
を
基
に
し
て
、
根
源
的
肯
定

　
　
　
　
リ
ク
ー
ル
に
お
け
る
反
省
哲
学
と
解
釈
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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七
〇

の
思
想
は
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
『
過
ち
や
す
き
人
問
』
の
序
文
で
、
こ
の
よ
う
な
「
過
ち
」
の
経
験
か
ら
根
源
的
肯
定

へ
と
至
る
道
程
に
つ
い
て
、
ナ
ベ
ー
ル
の
思
想
か
ら
啓
発
を
受
け
た
と
わ
ざ
わ
ざ
表
明
し
て
い
る
（
頴
司
一
㎝
山
O
）
。
そ
こ
で
「
過
ち
」
と
の

関
係
を
中
心
に
、
根
源
的
肯
定
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に
し
て
み
よ
う
。

　
反
省
哲
学
は
思
弁
的
な
概
念
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
反
省
に
先
立
つ
経
験
・
感
情
か
ら
始
ま
る
。
経
験
・
感
情
は
反
省
の
た
め
の

素
材
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
反
省
を
促
す
の
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
ナ
ベ
ー
ル
の
反
省
哲
学
の
立
場
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

「
反
省
哲
学
は
根
本
的
な
出
発
点
を
求
め
な
い
。
反
省
哲
学
は
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
、
し
か
し
そ
れ
は
感
情
の
様
態
に
お
い
て
で
あ
る
。

す
べ
て
が
す
で
に
経
験
さ
れ
て
い
る
、
し
か
し
理
解
す
る
た
め
に
す
べ
て
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ナ
ベ
ー
ル
の
巧
み
な
言
い
回
し
を
借
り
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

ば
、
明
晰
に
厳
密
に
『
取
り
戻
す
隔
（
触
0
ω
ω
帥
　
ω
囲
H
）
た
め
に
す
べ
て
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
と
こ
ろ
が
無
数
に
あ
る
経
験
・
感
情
の

な
か
で
も
「
過
ち
」
の
よ
う
な
否
定
的
な
も
の
か
ら
出
発
す
る
の
は
、
そ
れ
が
「
存
在
」
と
特
殊
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
過
ち
」
は
自
己
自
身
に
関
す
る
根
本
的
な
「
不
満
」
（
一
山
ω
轟
♪
傍
同
ω
｛
鋤
O
ρ
一
〇
コ
）
、
「
わ
れ
」
が
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
「
存
在
」
に
関

わ
る
「
不
満
」
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
不
満
は
あ
る
べ
き
「
存
在
扁
そ
の
も
の
を
嫁
し
は
し
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
「
存
在
」
と
現

実
の
「
わ
れ
」
と
を
分
け
隔
て
て
い
る
闇
の
ご
と
き
も
の
を
開
示
す
る
。
つ
ま
り
「
過
ち
」
と
い
う
否
定
的
経
験
は
「
非
存
在
偏
（
ぎ
亭

①
幕
）
の
暗
い
経
験
に
通
じ
て
お
り
、
い
わ
ば
「
存
在
」
の
深
み
に
逆
向
き
の
仕
方
で
参
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
過
ち
」

に
つ
い
て
の
反
省
は
、
よ
り
根
源
的
な
肯
定
的
経
験
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
「
わ
れ
」
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
根
源
的
な
原

理
へ
の
関
係
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
経
験
・
感
情
に
お
い
て
現
わ
れ
る
否
定
的
経
験
が
、
否
定
的
な
も
の
と
し
て
判
断
さ
れ
た

り
感
じ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
否
定
的
経
験
に
つ
い
て
の
反
省
が
、
根
源
的
下
定
に
つ
い
て
の
意
識
を

取
り
戻
す
こ
と
と
重
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
否
定
的
経
験
を
も
と
に
し
て
導
入
さ
れ
た
根
源
的
肯
定
が
、
意
識
の
根
源
に
あ
っ
て

　
　
　
　
　
（
7
王
）

「
意
識
の
再
生
」
を
可
能
に
す
る
原
理
と
な
る
。
た
だ
し
根
源
的
肯
定
と
は
人
間
に
は
直
接
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
原
理
で
あ
る
。

そ
れ
は
意
識
を
新
た
な
次
元
へ
と
導
き
、
自
己
の
再
生
を
保
証
す
る
「
専
心
」
（
O
Φ
『
件
瞬
け
岡
田
O
）
と
し
て
人
間
に
現
わ
れ
る
。
ナ
ベ
ー
ル
に
よ



れ
ば
、
こ
の
「
確
信
」
に
は
深
い
感
情
が
伴
わ
れ
、
自
己
固
有
の
利
害
を
離
れ
、
他
者
と
よ
り
深
く
結
び
つ
き
、
こ
の
世
界
の
す
べ
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
王
）

も
の
へ
と
関
心
を
向
け
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
ナ
ベ
！
ル
の
根
源
的
肯
定
の
思
想
の
中
に
、
リ
ク
！
ル
は
正
当
な
「
存
在
」
理
解
を
冤
て
取
っ
た
。
そ
し
て
リ
ク
！
ル

は
彼
自
身
の
「
存
在
」
へ
の
探
求
の
根
幹
に
根
源
的
肯
定
の
思
想
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。
ナ
ベ
ー
ル
と
同
様
リ
ク
ー
ル
に
と
っ
て
も

「
存
在
」
と
は
否
定
的
経
験
の
さ
ら
に
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
「
肯
定
」
で
あ
り
、
人
間
を
実
存
せ
し
め
る
生
き
生
き
と
し
た
働
き
で
あ
る
。

リ
ク
ー
ル
は
「
存
在
」
の
意
味
を
人
間
の
否
定
的
経
験
と
の
関
係
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
存
在
の
概
念
は
、
否
定
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

も
の
、
否
定
的
経
験
の
圧
痕
の
も
と
で
、
私
達
が
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
存
在
は
形
式
で
は
な
く
む
し
ろ
行

へ為
で
あ
る
、
つ
ま
り
私
達
は
、
実
存
す
る
力
で
あ
り
実
存
せ
し
め
る
力
で
あ
る
、
生
き
生
き
し
た
肯
定
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
」
（
国
く
ω
8
）
。

　
根
源
的
肯
定
の
思
想
は
シ
ー
ニ
ェ
に
よ
る
自
己
理
解
と
密
接
に
連
関
し
て
い
る
。
ナ
ベ
ー
ル
の
い
う
シ
ー
ニ
ュ
に
よ
る
自
己
理
解
は
、

自
己
意
識
の
根
底
に
あ
る
根
源
的
肯
定
、
そ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
の
真
の
「
存
在
」
の
獲
得
を
蔭
指
す
。
ナ
ベ
ー
ル
は

ビ
ラ
ン
の
シ
ー
ニ
ュ
の
理
論
を
も
倫
理
学
的
な
領
域
に
拡
張
し
、
捉
え
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
メ
ー
ヌ
・

ド
・
ピ
ラ
ン
が
シ
ー
ニ
ュ
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
意
識
に
意
識
の
構
成
力
を
開
示
す
る
行
為
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
を
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

じ
く
諸
価
値
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
」
。
も
ち
ろ
ん
リ
ク
ー
ル
も
根
源
的
肯
定
の
思
想
と
シ
ー
ニ
ェ
に
よ
る
自
己
理
解
を
喘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

対
の
も
の
と
し
て
受
け
と
っ
て
い
る
。
根
源
的
肯
定
の
影
響
は
、
自
己
理
解
を
目
指
す
リ
ク
ー
ル
の
解
釈
学
全
体
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。
リ

ク
ー
ル
研
究
者
ヴ
ァ
ン
・
レ
イ
ヴ
ェ
ソ
が
い
う
よ
う
に
、
「
リ
ク
ー
ル
の
思
索
に
お
け
る
キ
ー
タ
ー
ム
『
根
源
的
肯
定
』
が
そ
こ
か
ら
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

来
し
て
い
る
哲
学
者
、
ジ
ャ
ン
・
ナ
ベ
ー
ル
の
影
響
を
ど
れ
ほ
ど
評
価
し
て
も
し
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
」
。

　
（
∬
）

リ
ク
ー
ル
に
お
け
る
反
省
哲
学
と
解
釈
学

七
一



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
脚
弟
五
着
H
六
十
一
質
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

　
と
は
言
え
リ
ク
ー
ル
は
ナ
ベ
！
ル
と
完
全
に
同
じ
基
盤
に
立
っ
て
思
索
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
リ
ク
ー
ル
自
身
が
取
り
上
げ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

る
幾
つ
か
の
問
題
に
は
こ
こ
で
は
立
ち
入
る
こ
と
は
せ
ず
、
彼
等
の
思
想
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
異
な
っ
て
い
る

一
点
に
絞
っ
て
そ
の
違
い
を
以
下
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
彼
等
の
思
想
の
根
幹
に
あ
る
違
い
は
、
精
神
の
行
為
と
シ
ー
ニ
ュ
の
い

ず
れ
に
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
、
と
い
う
点
に
発
し
て
い
る
。
本
章
（
1
）
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
ナ
ベ
！
ル
の

反
省
哲
学
は
意
志
的
行
為
の
根
源
性
を
認
め
る
と
こ
ろ
が
ら
出
発
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
シ
ー
ニ
ュ
は
主
体
の
働
き
を
補
う
と
い
う
役

割
を
果
た
す
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
リ
ク
ー
ル
は
シ
玉
入
ュ
の
方
に
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
醗
確
に
認
め
る
。
リ
ク
ー
ル
の
思
索
と
ナ
ベ

ー
ル
を
も
含
め
た
反
省
哲
学
と
の
分
水
嶺
を
こ
こ
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ナ
ベ
ー
ル
と
リ
ク
ー
ル
の
立
場
の
違
い
は
、
リ
ク
ー
ル
の
「
意
志
の
哲
学
」
の
第
一
巻
『
意
志
的
な
も
の
と
非
意
志
的
な
も
の
』
に
す

で
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
意
志
的
な
も
の
と
非
意
志
的
な
も
の
』
に
つ
い
て
は
、
先
に
ふ
れ
た
論
文
「
反
省
哲
学
」
で
ナ
ベ
ー

ル
自
身
が
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
反
省
哲
学
に
属
す
る
著
作
と
し
て
認
め
て
い
る
。
リ
ク
ー
ル
の
こ
の
薯
作
は
、
人
間
に
お
い
て
「
意
志

的
な
も
の
」
が
「
非
意
志
的
な
も
の
」
に
い
か
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
か
を
示
し
て
お
り
、
確
か
に
ナ
ペ
ー
ル
の
い
う
よ
う
に
、
反
省
的

方
法
に
よ
っ
て
身
体
の
厚
み
を
取
り
戻
し
身
体
を
自
己
化
す
る
こ
と
を
試
み
た
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
著
作
で
リ

ク
ー
ル
は
「
意
志
的
な
も
の
」
と
「
非
意
志
的
な
も
の
」
と
の
相
互
性
を
詳
細
に
記
述
す
る
こ
と
で
、
人
間
の
意
志
の
自
由
が
「
創
造
的
」

な
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
著
作
で
の
人
心
の
意
志
の
性
格
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
「
運
動
」
と
い
う
意
志
的

行
為
の
一
局
爾
に
つ
い
て
論
じ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
運
動
に
お
い
て
は
、
身
体
が
運
動
を
可
能
に
す
る
能
力
と
し
て
、
意
志
的
行
為
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
身
体
は
非
意
志
的
な
も

の
で
あ
る
が
、
身
体
を
欠
け
ば
意
志
に
よ
る
運
動
そ
の
も
の
が
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
身
体
は
し
ば
し
ば
抵
抗
と
し
て
意

志
的
行
為
に
逆
ら
い
、
意
志
の
支
配
か
ら
逃
げ
出
す
。
つ
ま
り
運
動
と
い
う
意
志
的
行
為
を
可
能
に
す
る
身
体
が
ま
た
運
動
の
妨
げ
と
も

な
る
。
こ
の
場
合
、
身
体
へ
の
意
志
の
支
配
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
改
め
て
意
志
の
側
か
ら
の
働
き
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は



「
意
志
的
な
も
の
」
の
た
だ
中
に
「
非
意
志
的
な
も
の
」
の
受
動
性
が
現
出
し
、
意
志
の
自
由
は
こ
の
受
動
性
に
対
し
て
せ
い
ぜ
い
「
従

属
的
独
立
」
あ
る
い
は
「
受
容
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
」
を
持
つ
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
リ
ク
ー
ル
は
こ
の
よ
う
に
「
意

志
的
な
も
の
」
と
「
非
意
志
的
な
も
の
」
と
の
摺
胃
性
を
「
決
意
」
「
同
意
」
と
い
っ
た
局
面
で
も
詳
細
に
記
述
し
、
最
終
的
に
「
意
志

す
る
こ
と
は
創
造
す
る
こ
と
で
は
な
い
」
（
＜
H
犠
①
）
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
こ
の
著
作
で
リ
ク
ー
ル
の
描
き
出
す
意
志
的
行
為
は
ナ
ベ
ー
ル
と
は
違
っ
て
根
源
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
有
し
て
い

（
2
3
）

な
い
。
こ
こ
で
さ
ら
に
注
凝
す
べ
き
こ
と
は
、
リ
ク
ー
ル
は
「
言
語
」
の
力
に
関
し
す
で
に
こ
の
著
作
で
明
確
な
態
度
を
表
わ
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
「
同
意
」
と
い
う
意
志
的
行
為
の
局
面
に
お
い
て
意
志
を
越
え
た
「
言
語
」
の
積
極
的
力
に
つ
い
て
言
及
し
、

そ
し
て
詩
の
力
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
握
り
な
が
ら
意
志
的
行
為
を
助
け
る
と
述
べ
て
い
る
。
只
詩
的
な
働
き
で
あ
る
）
賞
賛
は
助
け
と

な
る
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
意
志
を
越
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
詩
の
魅
惑
が
私
を
私
自
身
か
ら
解
放
し
私
を
純
化
す
る
。
意
志
に
よ
る
同

意
と
歌
に
よ
る
賞
賛
の
循
環
の
中
で
、
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
は
歌
に
あ
る
」
（
＜
細
謹
Q
o
）
。
た
と
え
著
作
の
表
立
っ
た
テ
ー
マ
に
し
な
か
っ
た

に
し
て
も
、
リ
ク
：
ル
は
言
語
の
根
源
的
な
力
を
最
初
か
ら
見
据
え
て
い
た
。
リ
ク
1
ル
が
解
釈
学
固
有
の
領
域
に
お
い
て
、
シ
1
ニ

ュ
・
象
徴
・
テ
キ
ス
ト
な
ど
を
探
求
す
る
の
は
、
言
語
の
持
つ
カ
へ
の
信
頼
が
彼
を
駆
り
立
て
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
リ
ク
ー
ル
は

象
徴
の
問
題
に
触
れ
な
が
ら
、
言
語
へ
の
信
頼
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
結
局
、
こ
の
期
待
に
暗
黙
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
の

は
、
言
語
へ
の
信
頼
で
あ
る
。
つ
ま
り
象
徴
の
担
い
手
で
あ
る
言
語
は
、
人
間
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
人
間
に
対
し
て

譜
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
は
言
語
の
中
で
つ
ま
り
『
全
て
の
人
を
照
ら
す
た
め
に
世
に
来
た
』
ロ
ゴ
ス
の
光
の
中
で
生
ま
れ
て
い
る

と
い
う
信
念
で
あ
る
。
こ
の
期
待
、
こ
の
信
頼
、
こ
の
信
念
こ
そ
が
、
象
徴
研
究
に
独
特
の
重
要
性
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
の
と

こ
ろ
、
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
が
私
の
全
研
究
の
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
と
私
は
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
U
一
ω
。
。
）
。
も
ち
ろ
ん
リ
ク
ー
ル
は

主
体
の
働
き
を
無
視
し
て
は
い
な
い
。
言
語
の
根
源
的
な
力
も
、
主
体
の
具
体
的
な
働
き
と
連
関
し
な
け
れ
ば
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
て

し
ま
う
。
ま
た
い
う
ま
で
も
な
く
リ
ク
ー
ル
は
雷
語
の
カ
を
盲
目
的
に
信
頼
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
語
が
存
在
の
あ
り
か
た
を
隠

　
　
　
　
リ
ク
：
ル
に
お
け
る
反
省
哲
学
と
解
釈
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三



　
　
　
　
哲
堂
・
研
融
九
　
第
五
百
六
十
一
鷹
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

蔽
す
る
と
い
う
側
面
に
も
十
分
に
批
判
の
欝
を
向
け
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
隠
蔽
す
る
側
面
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
さ
ら
に

一
歩
進
め
て
言
語
が
存
在
を
表
現
す
る
力
を
信
頼
し
、
そ
れ
を
受
け
と
る
人
が
根
源
的
な
存
在
の
地
へ
と
導
か
れ
る
こ
と
に
賭
け
て
い
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
で
あ
る
。
象
徴
に
つ
い
て
の
一
文
は
こ
の
こ
と
に
湿
す
る
り
ク
：
ル
の
態
度
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
「
私
は
、
私
が
象
徴
的
思
考
の
指
標

に
従
え
ば
、
人
間
な
ら
び
に
、
人
間
の
存
在
と
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
の
存
在
と
の
絆
を
よ
り
ょ
く
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に
私

は
賭
け
る
の
で
あ
る
漏
（
ω
竃
ω
ω
o
）
。
お
よ
そ
表
現
す
る
力
、
言
語
の
力
に
原
理
的
・
究
極
的
に
依
拠
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
解
釈
学
の
立

場
は
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
が
り
ク
ー
ル
の
哲
学
の
原
理
的
立
脚
点
な
の
で
あ
る
。

　
ナ
ベ
ー
ル
と
リ
ク
ー
ル
の
こ
の
よ
う
な
違
い
が
、
精
緻
な
解
釈
学
の
理
論
を
構
築
す
る
か
否
か
へ
の
問
題
と
繋
が
っ
て
い
る
。
確
か
に

ナ
ベ
ー
ル
は
そ
の
著
作
の
至
る
と
こ
ろ
で
、
反
省
哲
学
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
鯉
…
釈
学
で
は
な
い
か
と
見
紛
う
ば
か
り
の
発
言
を
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

リ
ク
ー
ル
自
身
が
論
文
「
ジ
ャ
ン
・
ナ
ベ
ー
ル
に
お
け
る
行
為
と
シ
ー
ニ
ュ
」
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
箇
所
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
『
倫
理
学
原
理
』
の
一
文
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
「
感
性
界
全
体
と
、
私
達
と
関
係
の
あ
る
全
存
在
と
が
解
読
す
べ
き
テ
キ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

ト
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
私
達
に
し
ば
し
ば
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
。
さ
ら
に
そ
の
上
、
ナ
ベ
ー
ル
は
実
際
に
解
釈
学
と
い
う
言
葉
を
用

い
る
に
至
っ
て
い
る
。
ナ
ベ
！
ル
は
『
倫
理
学
原
理
』
以
降
そ
の
思
索
の
内
容
を
深
め
、
晩
年
に
反
省
哲
学
の
立
場
か
ら
神
を
問
題
と
し

た
。
そ
し
て
こ
の
問
題
に
関
す
る
遣
稿
に
リ
ク
ー
ル
の
序
文
が
添
え
ら
れ
『
神
へ
の
欲
望
』
と
題
さ
れ
て
豪
富
さ
れ
た
。
解
釈
学
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

表
現
は
こ
の
著
作
の
申
で
「
証
言
の
形
而
上
学
と
絶
対
の
解
釈
学
」
と
し
て
登
場
す
る
。
ナ
ペ
！
ル
の
「
鯉
釈
学
」
で
は
「
神
的
な
も
の
」

の
理
解
に
関
し
て
、
反
省
と
歴
史
的
趨
来
事
の
解
釈
を
「
相
補
言
偏
に
行
う
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
ナ
ベ
ー
ル
が
主
体
と
シ
ー
ニ
ュ

と
の
間
に
「
椙
補
性
」
（
8
ヨ
豆
①
ヨ
。
艮
9
二
菰
）
の
関
係
を
認
め
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
た
か
だ
か
「
相
補
性
」

の
関
係
に
す
ぎ
ず
、
リ
ク
！
ル
の
よ
う
に
シ
ー
ニ
ュ
理
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
未
農
開
の
ま
ま
に
終
わ
っ
た
理
由
は
、

ナ
ペ
ー
ル
が
主
体
の
働
き
か
ら
シ
ー
ニ
ュ
の
問
題
に
ア
ブ
群
：
チ
す
る
と
い
う
立
揚
を
保
持
し
続
け
て
い
た
こ
と
に
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
ナ
ベ
ー
ル
は
「
行
為
の
根
源
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
」
と
い
う
、
反
省
哲
学
を
成
り
立
た
し
め
る
精
神
の
行
為
の
も
つ
意



義
を
重
要
視
し
た
た
め
、
主
体
の
働
き
か
ら
い
っ
た
ん
シ
ー
ニ
ュ
を
離
し
、
シ
ー
ニ
ュ
の
意
義
を
そ
れ
自
体
で
解
明
す
る
こ
と
が
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　
リ
ク
ー
ル
は
そ
う
で
は
な
い
。
リ
ク
ー
ル
の
論
文
「
啓
示
の
観
念
の
解
釈
学
」
に
、
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
関
す
る
ナ
ベ
！
ル
と
り
ク

ー
ル
と
の
違
い
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
論
文
の
中
で
、
リ
ク
ー
ル
は
ナ
ベ
ー
ル
の
「
証
言
の
形
而
上
学
と
絶
対
の
解
釈
学
」

に
つ
い
て
の
一
文
を
引
用
し
た
後
で
わ
ざ
わ
ざ
次
の
よ
う
な
注
釈
を
つ
け
る
。
「
私
に
関
し
て
い
え
ば
、
私
は
こ
の
相
補
性
が
相
互
的
な

（
吋
Φ
O
　
℃
『
O
ぬ
信
①
）
関
係
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
こ
う
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ほ
ど
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
が
歴
史
の
証
言
の
側
に
あ
る

か
ら
で
あ
る
」
（
頃
幻
㎝
ω
）
。
こ
の
注
釈
に
は
、
二
人
を
分
か
つ
微
妙
だ
が
決
定
的
な
違
い
が
明
確
に
現
わ
れ
て
い
る
。
リ
ク
ー
ル
は
人
間

の
行
為
よ
り
言
語
の
側
、
シ
：
ニ
ュ
の
側
に
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
の
こ
の
よ
う
な
決
然
と
し
た
思
想

上
の
態
度
決
定
と
比
す
れ
ば
、
精
神
の
「
行
為
の
根
源
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
」
か
ら
出
発
し
た
ナ
ベ
ー
ル
の
立
場
に
は
、
い
ま
だ
主
体

中
心
主
義
に
結
び
つ
く
残
津
の
ご
と
き
も
の
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
リ
ク
ー
ル
は
存
在
を
表
現
す
る
シ
ー
ニ
ュ
の
力
を
信
頼
し
、

シ
ー
ニ
ュ
を
受
け
と
る
人
が
根
源
的
な
存
在
の
地
へ
と
導
か
れ
る
こ
と
に
賭
け
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
リ
ク
ー
ル
は
自
己
の
内
に
基
礎
づ

け
の
原
理
を
求
め
る
主
体
中
心
主
義
と
完
全
に
訣
別
し
、
シ
ー
ニ
ュ
を
媒
介
に
し
て
自
己
を
具
体
的
に
捉
え
る
と
い
う
解
釈
学
の
道
を
進

ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

第
三
章
　
『
過
ち
や
す
き
人
間
』
の
人
間
学

　
リ
ク
ー
ル
は
『
過
ち
や
す
き
人
間
』
が
ナ
ベ
ー
ル
の
思
想
に
直
接
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
冒
頭
で
明
言
し
て
い
る
。

「
私
は
ジ
ャ
ン
・
ナ
ベ
ー
ル
氏
の
著
作
へ
の
恩
義
を
申
し
述
べ
た
い
、
彼
の
著
作
の
中
に
私
は
反
省
の
モ
デ
ル
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ

る
」
（
頃
固
朝
）
。
「
シ
ー
ニ
ュ
を
媒
介
に
し
た
自
己
理
解
」
と
「
根
源
的
肯
定
」
と
い
う
ナ
ベ
ー
ル
の
思
想
が
リ
ク
ー
ル
の
思
想
の
内
に
組

み
込
ま
れ
、
『
過
ち
や
す
き
人
間
』
と
し
て
結
実
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
、
『
過
ち
や
す
き
人
間
』
の
論
述
か
ら
、
反
省
と
解
釈

　
　
　
　
リ
ク
ー
ル
に
お
け
る
反
省
哲
学
と
解
釈
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五



　
　
　
　
哲
磁
学
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鱗
〃
五
百
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具
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七
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

の
関
係
に
つ
い
て
の
り
ク
…
ル
の
定
式
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
リ
ク
ー
ル
解
釈
学
の
成
立
の
核
心
を
解
明
し
て
い
き
た
い
。

　
リ
ク
ー
ル
は
反
省
と
解
釈
と
の
連
関
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
、
こ
の
定
式
に
基
づ
き
象
徴
や
作
品
な
ど
の
シ
ー
ニ
ュ
の
問
題
を
論
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
解
釈
学
へ
と
進
ん
で
い
る
。
「
反
省
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
『
実
存
の
努
力
』
（
。
凍
。
詳
宮
霞
。
×
蜂
興
）
と
『
存
在
の
欲
望
』
（
象
の
冒
創
、
ゆ
け
お
）

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
を
自
己
愛
（
p
ユ
唱
℃
『
O
O
『
　
餌
け
一
〇
ご
）
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
努
力
と
欲
望
と
を
証
す
る
諸
作
品
を
通
し
て
な
さ
れ
る
の
で
あ

へる
」
（
二
重
括
弧
は
筆
者
に
よ
る
）
（
U
H
α
餅
同
じ
よ
う
な
定
式
が
O
H
卜
。
ど
0
同
お
ρ
O
図
浅
ρ
9
卜
。
①
卜
。
り
9
ω
霧
に
も
見
い
だ
さ
れ
る
）
。
こ

の
定
式
が
示
し
て
い
る
反
省
と
解
釈
と
の
関
係
は
、
『
過
ち
や
す
き
人
間
』
で
構
築
さ
れ
た
人
間
学
に
そ
の
基
盤
を
も
っ
て
い
る
。
ま
ず

定
式
に
あ
る
「
実
存
の
努
力
」
と
「
存
在
の
欲
望
」
と
は
何
で
あ
る
か
を
解
明
し
、
次
に
そ
れ
ら
と
シ
ー
ニ
ュ
と
の
関
係
を
探
っ
て
行
く

こ
と
に
し
よ
う
。

　
最
初
に
「
実
存
の
努
力
」
と
「
存
在
の
欲
望
』
を
『
過
ち
や
す
き
人
冬
芝
の
「
存
在
論
的
感
情
」
に
関
す
る
論
述
か
ら
明
ら
か
に
し
た

い
。
人
間
に
は
｝
時
的
・
部
分
的
・
有
限
で
あ
る
休
息
や
完
成
を
目
指
す
感
情
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
快
・
不
快
の
原
則
に
基
づ
く
生
命
的

感
情
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
生
命
的
感
情
だ
け
が
人
間
の
感
情
で
は
な
い
。
そ
れ
を
打
ち
破
り
侵
犯
す
る
感
情
が
人
間
に
あ
る
。
そ
れ

は
国
手
な
「
快
」
を
求
め
る
感
情
で
は
な
く
、
永
続
的
で
全
体
的
な
「
幸
福
」
を
目
指
す
感
情
で
あ
る
。
こ
の
感
情
は
個
別
的
な
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
越
え
、
い
わ
ば
理
性
が
要
求
す
る
「
全
体
性
扁
や
「
無
制
約
性
扁
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
「
精
神
的
感
情
」
あ
る
い
は
一

般
的
に
「
存
在
論
的
感
情
」
（
麟
跨
犠
）
と
呼
ば
れ
て
き
た
こ
の
感
情
を
、
リ
ク
ー
ル
は
「
根
源
的
肯
定
」
が
内
爾
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
捉
え
る
の
で
あ
る
（
用
圃
閃
一
α
b
◎
一
一
㎝
○
◎
）
。

　
リ
ク
ー
ル
は
「
存
在
」
を
観
想
的
に
で
は
な
く
、
行
為
の
基
盤
と
な
る
も
の
と
し
て
実
践
的
に
提
え
る
。
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、

根
源
的
肯
定
の
思
想
は
倫
理
的
な
性
格
を
有
し
て
お
り
、
根
源
的
聖
遷
が
内
薦
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
存
在
論
的
感
情
は
自
己
の
直
接
的

利
害
か
ら
離
れ
た
道
徳
的
感
情
と
し
て
現
わ
れ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
こ
の
こ
と
を
二
つ
の
観
点
か
ら
説
明
し
て
い
る
（
霞
悔
一
一
Φ
）
。
第
一
に
存

在
論
的
感
情
は
「
わ
れ
わ
れ
」
（
窯
。
鴛
ω
）
へ
の
、
す
な
わ
ち
間
人
間
的
な
次
元
へ
の
個
々
の
入
間
に
よ
る
参
与
の
感
情
と
し
て
開
示
さ
れ
る
。



第
二
に
こ
の
感
情
は
「
イ
デ
ア
」
へ
の
参
与
の
感
情
と
し
て
表
わ
れ
る
。
た
だ
し
「
わ
れ
わ
れ
」
へ
の
参
与
と
「
イ
デ
ア
」
へ
の
参
与
と

は
、
別
々
の
も
の
に
参
与
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
自
己
と
他
者
に
共
通
し
た
理
想
を
も
と
め
る
と
き
、
両
者
は
分
か
ち
難

く
結
ば
れ
て
い
る
。
ど
ん
な
経
済
・
政
治
・
文
化
に
お
い
て
も
「
全
体
的
」
な
要
求
を
満
た
す
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
感
情
が

あ
る
こ
と
は
、
こ
の
存
在
論
的
感
情
を
間
接
的
に
証
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
生
命
的
感
情
を
越
え
て
、
他
者
に
開
か
れ
た
理

想
を
求
め
る
こ
の
無
限
の
感
情
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人
間
は
有
限
な
環
境
世
界
を
越
え
た
要
求
を
な
す
の
で
あ
る
。

　
多
く
の
哲
学
者
が
存
在
論
的
感
清
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
捉
え
て
き
た
。
リ
ク
ー
ル
は
な
か
で
も
プ
ラ
ト
ン
の
「
エ
ロ
ス
」
と
ス
ピ

ノ
ザ
の
「
努
力
」
（
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）
に
注
意
を
向
け
る
。
と
い
う
の
は
こ
れ
ら
の
概
念
は
「
存
在
」
の
根
源
的
な
力
を
各
々
の
仕
方
で
捉

え
よ
う
と
し
て
お
り
、
人
間
が
こ
の
よ
う
な
「
存
在
」
を
所
有
し
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
「
存
在
」
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
動
的
に

表
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
存
在
の
欲
望
」
と
「
実
存
の
努
力
」
と
は
、
実
は
プ
ラ
ト
ン
の
「
エ
ロ
ス
扁
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
努
力
」

を
各
々
リ
ク
ー
ル
流
に
表
現
し
直
し
た
言
葉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
プ
ラ
ト
ン
の
エ
ロ
ス
は
、
存
在
に
対
し
て
の
二
重
の
構
造
を
表
わ
す
存
在
論
的
感
情
で
あ
る
と
り
ク
ー
ル
は
考
え
る
。
一
方
で
こ
の
感

情
は
存
在
へ
と
向
か
う
感
情
、
あ
る
べ
き
存
在
に
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
使
命
感
と
し
て
現
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
他
方
で
、
こ
の

感
情
は
存
在
に
帰
属
し
て
い
る
と
い
う
感
情
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
か
ら
由
来
し
て
き
た
と
い
う
起
源
・
根
源
に
関
す
る
感
情
な
の

で
あ
る
。
使
命
の
感
情
で
あ
る
と
と
も
に
起
源
へ
の
感
情
で
あ
る
と
い
う
、
二
重
の
構
造
を
リ
ク
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。
「
存

在
へ
と
向
か
う
一
戸
ス
は
、
ま
た
そ
の
起
源
と
し
て
存
在
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
」
（
頴
閃
一
一
Q
Q
）
。
リ
ク
ー
ル
が
プ
ラ
ト
ン
の
エ

ロ
ス
を
「
存
在
の
欲
望
」
と
呼
ぶ
の
は
、
こ
の
よ
う
な
二
重
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
リ
ク
ー
ル
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
に
深
い
意
味
を
認
め
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
論
じ
た
「
知
的
愛
」
も
「
存
在
論
的
感

情
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
（
国
副
馬
b
o
b
o
）
。
し
か
し
リ
ク
ー
ル
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
も
ろ
も
ろ
の
感
情
の
分
析
で
は
な
く
、
「
努
力
」
の

方
に
着
目
す
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
努
力
」
は
人
間
の
行
為
を
根
本
的
に
規
定
す
る
根
拠
で
あ
り
、
「
努
力
」
を
根
拠
に
あ
ら
ゆ
る
感
情
は

　
　
　
　
リ
ク
ー
ル
に
お
け
る
反
省
哲
学
と
解
釈
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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八

生
じ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
h
努
力
」
に
は
自
己
の
存
在
を
除
表
す
る
も
の
は
ま
っ
た
く
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
こ
に
は
自
己
の
存

在
を
定
立
す
る
力
そ
の
も
の
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
リ
ク
ー
ル
は
根
源
的
肯
定
に
通
じ
る
面
を
見
い
だ
し
、
根
源

的
肯
定
を
理
解
す
る
に
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
努
力
」
の
意
味
を
汲
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
（
口
閃
一
読
）
。

　
プ
ラ
ト
ン
の
「
エ
ロ
ス
」
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
努
力
偏
か
ら
由
来
し
た
「
存
在
の
欲
望
」
と
「
実
存
の
努
力
」
の
意
味
は
、
こ
の
二
つ
を

重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
よ
り
明
確
と
な
る
。
こ
の
二
つ
を
一
緒
に
理
解
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
リ
ク
ー
ル
は
『
過
ち
や
す
き
人
間
』
以
降

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ユ
　
シ
ユ
イ

の
幾
つ
か
の
論
文
で
強
調
す
る
（
9
も
。
弥
山
ρ
9
お
8
臼
。
。
b
。
㌣
ω
b
。
μ
9
ω
ω
①
b
＝
食
U
8
ω
）
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
努
力
」
は
人
間
の
「
わ
れ
あ
り
」

の
根
拠
と
な
る
肯
定
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
個
々
の
人
々
に
お
い
て
は
、
こ
の
脊
定
が
完
全
に
自
己
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
人
聞
は
真
に
「
あ
る
こ
と
」
か
ら
様
々
な
仕
方
で
疎
外
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は
再
獲
得
さ
れ
復
興
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

課
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
『
エ
チ
カ
』
を
根
源
的
肯
定
の
再
獲
得
の
過
程
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
読
み
解
く
こ
と

が
で
き
る
。
「
『
エ
チ
カ
』
、
そ
れ
は
隷
従
の
状
態
か
ら
歪
福
へ
と
至
る
そ
の
全
過
程
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
実
存
の
努
力
の
自
己
髭
で
あ

る
」
（
O
回
ω
ω
㎝
）
。
プ
ラ
ト
ン
の
エ
ロ
ス
も
、
根
源
的
肯
定
が
人
間
の
内
に
感
じ
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
完
全
に
所
有
し
て
い
な
い
こ
と

を
蓑
わ
し
て
い
る
。
「
存
在
の
欲
望
」
が
存
在
を
求
め
る
の
は
、
根
源
的
肯
定
の
獲
得
を
め
ざ
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
到
達
し
て
い
な
い

か
ら
で
あ
り
、
つ
ま
り
不
足
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
追
い
求
め
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
場
舎
、
「
存
在
の
欲
望
」
と
「
実

存
の
努
力
」
は
い
ず
れ
も
真
に
「
あ
る
こ
と
」
を
求
め
つ
つ
も
、
い
ま
だ
完
全
な
充
足
に
い
た
っ
て
い
な
い
人
間
の
同
一
の
状
況
を
表
現

し
て
い
る
と
い
え
る
。
「
存
在
の
欲
望
」
と
「
実
存
の
努
力
」
を
自
己
化
す
る
と
は
、
人
間
の
内
に
働
き
な
が
ら
も
い
ま
だ
完
全
に
所
有

さ
れ
て
い
な
い
根
源
的
肯
定
の
獲
得
を
目
指
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
以
上
で
明
ら
か
に
し
た
「
存
在
の
欲
望
扁
と
「
実
存
の
努
力
」
の
内
容
が
『
フ
ロ
イ
ト
論
』
以
降
の
リ
ク
ー
ル
解
釈
学
の
人
間
学
前
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

提
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
存
在
の
欲
望
」
と
「
実
存
の
努
力
」
は
解
釈
学
の
た
ん
な
る
前
提
で
は
な
い
。
「
実
存
の
努
力
」
と
「
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

在
の
欲
望
」
を
自
己
化
す
る
た
め
に
、
シ
；
ニ
ェ
を
媒
介
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
を
も
『
過
ち
や
す
き
人
間
』
の
論
述
そ
の
も



の
の
内
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
シ
ー
ニ
ュ
を
媒
介
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
り
ク
ー
ル
の
主
張
は
、
ま
ず
第
一
に
感
情
の
一
般
的
特
色
に
関
す
る
論
述
（
国
凄
雫

μ
ミ
）
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
リ
ク
ー
ル
は
感
情
の
一
般
的
特
色
を
認
識
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
特
性
を
「
志
向
性
」
（
葺
窪
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

酔
ざ
訂
玉
垣
σ
）
と
「
内
密
性
」
（
　
鵠
梓
一
遍
答
①
）
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
感
情
は
何
も
の
か
に
つ
い
て
の
感
情
で
あ
り
、
感
情
に
も
認
識
と
同
じ
く

世
界
・
事
物
な
ど
へ
の
「
志
向
性
」
が
あ
る
。
愛
や
憎
し
み
は
、
愛
す
べ
き
も
の
、
憎
む
べ
き
も
の
と
い
う
「
何
も
の
か
」
に
つ
い
て
の

性
質
を
指
示
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
で
自
己
が
「
内
的
に
触
発
さ
れ
る
」
あ
り
方
を
開
示
す
る
。
リ
ク
ー
ル
が
「
内
密
性
」
と
名
づ
け
た
の

は
自
己
を
内
的
に
触
発
す
る
感
情
の
特
性
で
あ
る
。
感
情
と
認
識
と
で
は
志
向
性
を
持
つ
点
で
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
世
界
や
事
物
へ
の

関
わ
り
方
が
異
な
っ
て
い
る
。
認
識
は
薄
湿
を
外
側
に
定
立
す
る
の
で
、
そ
こ
に
は
主
体
と
客
体
と
の
問
に
根
本
的
な
分
裂
が
生
じ
る
。

つ
ま
り
認
識
に
お
い
て
は
対
象
が
主
体
か
ら
分
離
し
、
主
体
に
対
立
す
る
と
い
う
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
感
情
に
は
こ
の
よ

う
な
主
体
と
客
体
の
対
立
は
成
立
し
な
い
。
そ
こ
に
は
事
物
や
世
界
に
帰
属
し
内
在
す
る
と
で
も
い
う
べ
き
関
係
が
あ
る
。
認
識
に
お
い

て
分
離
さ
れ
た
事
物
や
世
界
を
感
情
は
内
面
化
し
て
い
る
。
感
情
が
自
己
と
世
界
と
の
間
に
も
た
ら
す
関
係
は
あ
ら
ゆ
る
主
客
の
二
元
性

よ
り
も
深
く
内
密
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
感
情
に
お
い
て
は
、
自
己
と
世
界
と
の
「
志
向
性
扁
と
「
内
密
性
」
と
い
う
二
重
の
関
係
が
感

じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
二
重
の
関
係
を
そ
れ
自
体
に
お
い
て
直
接
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
三
明
一
9
）
。
そ
れ
は
二
重
の
方
向

を
相
照
ら
す
間
接
的
な
仕
方
で
、
す
な
わ
ち
一
方
で
認
識
に
よ
っ
て
客
体
化
さ
れ
て
い
る
世
界
・
事
物
へ
の
感
情
の
「
志
向
」
を
対
照
し

つ
つ
、
同
時
に
そ
れ
を
「
内
面
化
」
す
る
運
動
を
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
リ
ク
ー
ル
の
い
う
よ
う
に
甘
言
的
な
言
語
が
主
体
・
客
体
の
区
別
・
対
立
に
基
づ
い
て
溝
築
さ
れ
て
い
る
面
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い

（
国
舅
H
O
μ
　
出
直
困
O
切
　
　
　
　
　
讐
）
。
し
か
し
主
体
・
客
体
の
薄
立
を
維
持
し
な
い
感
情
も
、
言
語
と
絶
縁
さ
れ
た
、
ロ
ゴ
ス
の
光
の
届
か
な
い
暗
闇
に

あ
る
の
で
は
な
い
。
感
情
が
志
向
性
を
持
つ
以
上
、
志
向
さ
れ
た
も
の
の
側
か
ら
感
情
を
秩
序
づ
け
、
感
情
を
ま
っ
た
く
の
混
乱
の
闇

か
ら
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
志
向
さ
れ
て
い
る
も
の
が
感
情
を
「
暗
号
」
あ
る
い
は
「
シ
ー
ニ
ュ
」
と
し
て
出
現
し
て

　
　
　
　
リ
ク
ー
ル
に
お
け
る
反
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哲
学
と
解
釈
学
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い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
黙
る
事
物
に
つ
い
て
或
る
感
賞
を
も
つ
場
合
に
、
こ
の
事
物
は
「
自
己
の
内
密
性
の
暗
号
・
シ
ー
ニ
ュ
」
（
類
悔

一
8
）
と
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
事
物
は
「
シ
ー
ニ
ュ
」
と
し
て
、
認
識
に
よ
っ
て
客
体
化
さ
れ
て
い
る
世
界
・
事
物
へ
の
感
情
の
「
志
向
」

を
表
現
し
つ
つ
、
そ
れ
を
「
内
面
化
」
す
る
運
動
を
間
接
的
に
、
逆
説
的
な
仕
方
で
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
過
ち
や
す
き
人
間
』
に

お
け
る
リ
ク
ー
ル
の
言
語
理
論
は
十
年
を
経
た
後
に
彼
自
身
が
展
開
す
る
言
語
理
論
に
比
べ
る
と
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な

い
。
し
か
し
こ
の
時
期
に
お
い
て
す
で
に
リ
ク
ー
ル
が
、
感
情
を
直
接
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
明
確
に
認
め
る
だ
け
で
な
く
、

シ
ー
ニ
ュ
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
情
を
理
解
し
反
省
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
こ
と
は

『
過
ち
や
す
き
人
悶
』
で
構
築
さ
れ
た
人
問
学
と
リ
ク
ー
ル
解
釈
学
の
深
い
結
び
つ
き
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
『
過
ち
や
す
き
人
閥
』
の
論
述
か
ら
シ
ー
ニ
ュ
を
必
要
と
す
る
理
由
を
も
う
一
つ
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
存
在
論
的
感
情
の
特
殊

性
が
シ
ー
ニ
ュ
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
存
在
論
的
感
情
は
「
幸
福
」
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
幸
福
は
有
限

な
感
清
の
目
的
で
あ
る
「
快
」
と
は
異
な
り
、
人
間
が
幸
福
そ
の
も
の
を
直
接
に
齎
有
す
る
こ
と
は
な
い
。
幸
福
を
欝
指
す
感
清
は
、
幸

福
へ
と
向
か
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
喜
び
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
。
す
る
と
幸
福
は
幸
福
を
譲
指
す
感
情
に
直
接
に
自
ら
を
現
わ
す
も
の
で
は

な
く
、
間
接
的
に
自
ら
を
示
す
に
と
ど
ま
る
。
こ
こ
か
ら
リ
ク
：
ル
は
、
幸
福
は
「
シ
ー
ニ
ュ
」
と
し
て
の
み
現
わ
れ
る
と
主
張
す
る
。

「
私
は
幸
福
へ
と
私
を
差
し
向
け
る
シ
装
甲
ュ
を
受
け
と
る
。
こ
れ
は
特
権
的
経
験
で
あ
り
、
貴
重
な
瞬
間
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
私

は
よ
き
方
向
に
あ
る
と
い
う
確
信
を
受
け
と
る
の
で
あ
る
」
（
鵠
蜀
。
◎
㎝
》
　
O
h
●
　
鎖
閃
一
笛
O
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
存
在
論
的
感
情
が
目
指
す
幸
福
は
シ
ー
ニ
ュ
と
し
て
の
み
開
示
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
存
在
論
的
感
情
を
理
解
す
る
に
は
、
当
然
シ
1
ニ

ェ
を
媒
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
存
在
論
的
感
情
を
反
省
す
る
こ
と
は
、
感
じ
ら
れ
て
い
な
が
ら
も
所
有
さ
れ
て
い

な
い
根
源
的
肯
定
を
獲
得
す
る
こ
と
を
員
的
と
し
て
い
る
。
す
る
と
反
省
は
シ
直
心
ュ
の
解
釈
を
二
重
に
要
求
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

シ
ー
ニ
ュ
の
解
釈
の
必
要
性
を
感
情
二
般
の
観
点
か
ら
の
み
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
「
存
在
論
的
感
情
に
の
特
殊
性
を
考
慮
に
い
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
り
ク
ー
ル
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
「
入
聞
の
欲
望
の
存
在
論
的
使
命
の
忘
却
と
隠
蔽
漏
（
去
月
一
δ
）
を
な
す
こ
と
に



な
る
。
『
過
ち
や
す
き
人
間
』
で
展
開
さ
れ
た
反
省
哲
学
は
、
感
情
一
般
の
特
色
の
み
な
ら
ず
存
在
論
的
感
情
の
特
殊
性
ゆ
え
に
、
解
釈

学
に
変
貌
を
遂
げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
以
上
、
『
過
ち
や
す
き
人
間
』
の
側
か
ら
明
ら
か
に
し
て
き
た
反
省
哲
学
と
解
釈
学
と
の
関
係
は
、
リ
ク
ー
ル
の
解
釈
学
の
特
色

に
新
た
な
光
を
あ
て
る
こ
と
に
な
る
。
リ
ク
ー
ル
は
『
フ
ロ
イ
ト
論
』
で
解
釈
学
の
方
法
を
練
り
上
げ
、
『
過
ち
や
す
き
人
間
』
に
お
い

て
論
述
し
た
感
情
の
特
性
を
新
た
な
仕
方
で
豊
か
に
捉
え
よ
う
と
試
み
て
い
る
（
∪
＝
Q
。
日
課
O
ω
）
。
こ
れ
は
フ
ロ
イ
ト
を
研
究
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
得
た
成
果
を
過
去
の
自
分
の
薯
作
の
問
題
に
応
用
し
た
の
で
は
な
い
。
リ
ク
1
ル
自
身
の
問
題
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
ナ
ベ
ー
ル
の

影
響
下
で
考
察
し
た
問
題
を
精
緻
な
理
論
に
よ
っ
て
彫
琢
し
直
し
、
現
代
の
思
想
状
況
に
薄
応
ず
る
こ
と
を
試
み
た
著
作
が
『
フ
ロ
イ
ト

論
』
な
の
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
自
分
を
フ
ロ
イ
ト
へ
と
導
い
た
の
は
、
ナ
ベ
ー
ル
で
あ
る
と
次
の
よ
う
に
明
言
し
て
い
る
。
「
私
は
ナ

ベ
ー
ル
に
お
い
て
、
『
足
白
の
欲
望
』
と
『
欲
望
が
そ
こ
で
自
ら
を
衷
現
し
、
投
企
し
、
表
明
し
て
い
る
シ
ー
ニ
ュ
』
と
の
最
も
引
き
締

ま
っ
た
定
式
に
出
会
っ
た
。
ナ
ベ
ー
ル
に
な
ら
っ
て
、
理
解
す
る
こ
と
は
自
己
理
解
と
不
可
分
で
あ
り
、
象
徴
世
界
は
自
己
解
明
の
領
域

で
あ
る
と
、
私
は
断
固
主
張
す
る
。
…
…
私
の
こ
の
哲
学
的
作
業
仮
説
は
、
フ
ロ
イ
ト
を
読
む
こ
と
か
ら
生
じ
た
の
で
な
い
こ
と
を
は
っ

き
り
と
さ
せ
て
お
こ
う
。
そ
う
で
は
な
く
フ
μ
イ
ト
を
読
む
に
い
た
っ
た
の
は
、
こ
の
仮
説
に
問
を
投
げ
か
け
る
も
の
と
し
て
そ
れ
に
出

会
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
（
二
重
括
弧
は
筆
者
）
（
O
囲
δ
り
）
。
『
フ
ロ
イ
ト
論
』
は
フ
目
イ
ト
の
精
神
分
析
の
理
論
に
検
討
を
加
え
て
、
シ
ー

．
ニ
ュ
を
解
釈
す
る
こ
と
と
自
己
理
解
と
が
い
か
に
結
び
つ
く
か
を
解
明
し
た
著
作
で
あ
る
が
、
こ
の
著
作
に
は
シ
ー
ニ
ュ
を
介
し
て
根
源

的
肯
定
を
自
己
化
す
る
狙
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
四
章
　
リ
ク
ー
ル
解
釈
学
の
射
程

　
『
フ
ロ
イ
ト
論
』
以
降
の
リ
ク
ー
ル
の
関
心
は
、
も
っ
ぱ
ら
解
釈
学
の
可
能
性
・
有
効
性
を
確
定
す
る
こ
と
に
あ
り
、
シ
！
ニ
ュ
や
雷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

語
が
い
か
に
し
て
世
界
や
人
間
を
語
る
か
と
い
う
こ
と
を
探
求
の
中
心
に
お
い
た
。
シ
ー
ニ
ュ
や
言
語
の
条
件
を
探
求
す
る
解
釈
学
の
道
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ク
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ル
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程
を
リ
ク
ー
ル
は
「
遠
い
道
扁
で
あ
る
と
認
め
る
（
O
困
H
O
幽
Q
。
）
。
言
語
の
意
味
論
的
次
元
に
お
け
る
対
立
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
を
自

己
理
解
を
試
み
る
反
省
の
次
元
で
統
合
し
、
最
後
に
存
在
論
に
到
達
す
る
迂
遠
な
道
で
あ
る
ゆ
え
に
「
遠
い
道
」
と
称
し
た
の
で
あ
る
。

リ
ク
ー
ル
は
解
釈
の
方
法
論
の
問
題
に
取
り
組
み
、
「
遠
い
道
」
を
歩
ん
で
い
っ
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
「
遠
い
道
」
を
歩
む
こ
と
を

可
能
に
す
る
根
本
的
な
前
提
で
あ
る
。
シ
ー
ニ
ュ
や
言
語
が
な
に
に
も
ま
し
て
自
己
理
解
へ
の
道
を
拓
く
力
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
根

源
的
な
存
在
の
揚
へ
と
人
を
導
く
力
が
あ
る
と
い
う
思
想
上
の
態
度
決
定
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
意
味
論
の
研
究
の
成
果
を
反
省
の
次
元
に
生

か
す
可
能
性
、
ま
た
存
在
論
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
可
能
性
が
う
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
の
こ
の
態
度
決
定
は
反
省
哲
学
の
伝
統
に

対
し
て
薪
た
な
地
平
を
開
い
た
。
す
な
わ
ち
解
釈
学
の
立
場
か
ら
精
神
分
析
・
記
号
論
・
構
造
主
義
・
修
辞
学
・
文
学
批
評
・
言
語
学
．

歴
史
学
・
行
為
論
・
政
治
学
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
領
域
に
ア
ブ
p
ー
チ
し
、
生
産
的
な
対
話
を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
と
の

対
話
か
ら
生
じ
た
り
ク
ー
ル
の
解
釈
学
の
成
果
は
き
わ
め
て
豊
か
な
も
の
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
九
七
〇
年
代
に
整
備
さ
れ
た
り
ク
ー

ル
の
解
釈
学
の
代
表
的
理
論
で
あ
る
テ
キ
ス
ト
論
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
解
釈
学
に
基
づ
く
自
己
理
解
の
射
程
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た

い
。　

リ
ク
！
ル
の
解
釈
学
が
主
と
し
て
分
析
の
対
象
と
し
て
き
た
テ
キ
ス
ト
は
広
い
意
味
で
の
詩
的
雷
語
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場

合
の
門
詩
」
と
は
物
語
、
神
話
、
宗
教
な
ど
と
区
別
さ
れ
る
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
詩
で
は
な
い
。
詩
的
華
語
と
は
、
叙
情
的
な
形
式

を
と
る
も
の
で
あ
れ
物
語
的
な
形
式
で
あ
れ
な
ん
で
あ
れ
、
そ
の
言
語
が
指
示
し
て
い
る
事
柄
が
明
示
的
で
な
い
言
語
を
総
称
す
る
も
の

で
あ
る
。
科
学
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
る
対
象
、
あ
る
い
は
巳
常
的
な
知
覚
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
対
象
の
み
が
実
在
で
あ
る
と
す
る
立
場

か
ら
す
れ
ば
、
詩
的
言
語
の
指
示
す
る
も
の
は
、
客
観
的
実
在
と
は
無
縁
の
虚
構
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
リ
ク
…
ル
に
よ
れ
ば
こ

の
よ
う
な
言
語
観
は
検
証
可
能
な
経
験
的
知
識
の
み
が
客
観
的
で
あ
る
と
い
う
誤
っ
た
実
証
主
義
的
先
入
見
に
基
づ
い
て
い
る
。
経
験
的

知
識
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
実
在
と
は
違
っ
た
次
元
の
実
在
を
詩
的
言
語
は
指
示
す
る
。
詩
的
言
語
は
主
客
の
対
立
を
前
提
と
し
た
対
象

を
指
示
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
た
ん
な
る
主
観
的
状
態
を
指
し
示
し
そ
れ
を
喚
起
す
る
の
に
と
ど
ま
る
も
の
で
も
な
い
。
本
稿



第
三
章
で
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
、
感
情
に
お
い
て
は
主
客
が
対
立
せ
ず
に
、
人
聞
が
事
物
に
帰
属
す
る
関
係
が
成
立
し
て
い
る
。
詩
的

雷
語
が
働
く
の
は
こ
の
意
味
で
の
感
情
の
次
元
に
お
い
て
で
あ
り
、
こ
の
次
元
に
お
い
て
主
体
と
事
物
と
の
内
密
な
関
係
が
取
り
戻
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
塾
図
す
る
。
「
私
の
最
も
深
い
確
信
は
、
詩
的
言
語
の
み
が
、
事
物
を
主
体
に
向
き
舎
う
対
象
と
し
て
対
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

さ
せ
る
我
々
の
能
力
に
先
立
つ
と
こ
ろ
の
、
事
物
の
秩
序
へ
の
帰
属
（
鋤
も
憎
P
触
丹
Φ
”
p
δ
μ
O
O
）
を
我
々
に
回
復
さ
せ
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
」
（
団
菊
ω
Φ
直
O
）
。

　
客
観
的
対
象
を
直
接
的
に
記
述
す
る
次
元
を
離
れ
る
こ
と
で
、
詩
的
言
語
は
実
在
の
よ
り
深
い
次
元
を
主
体
に
開
示
す
る
。
こ
の
と
き

に
お
こ
る
出
来
事
を
「
テ
キ
ス
ト
の
前
の
自
己
理
解
」
と
り
ク
ー
ル
は
名
づ
け
る
。
こ
の
出
来
事
は
次
の
よ
う
に
分
節
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
第
一
に
詩
的
言
語
に
よ
る
テ
キ
ス
ト
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
テ
キ
ス
ト
の
作
者
を
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
テ
キ
ス
ト
を
理
解
す

る
と
は
、
作
者
の
手
元
を
離
れ
自
立
し
た
テ
キ
ス
ト
が
指
示
す
る
事
柄
の
総
体
を
理
解
す
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
テ
キ
ス
ト
が
開
く
世

界
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
詩
的
言
語
の
働
き
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
は
、
自
己
の
意
識
が
意
味
づ
け
の
根
拠
で
あ
る
と
い
う

主
張
を
主
体
は
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
詩
的
言
語
の
テ
キ
ス
ト
と
自
己
と
の
関
係
に
お
い
て
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
は
テ
キ
ス
ト
の
側
に
あ

り
、
意
識
は
テ
キ
ス
ト
が
開
く
世
界
へ
と
自
ら
を
さ
ら
し
、
い
っ
た
ん
自
己
を
喪
失
す
る
「
脱
自
己
化
」
（
穂
斜
壁
同
8
二
韓
δ
コ
）
が
な
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
第
三
に
テ
キ
ス
ト
世
界
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
テ
キ
ス
ト
世
界
に
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
理
解
を
深
め
る

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
テ
キ
ス
ト
と
読
者
の
関
係
は
、
楽
譜
と
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
指
揮
老
の
関
係
に
類
似
し
て
い
る
。
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

の
指
揮
者
は
音
符
の
指
示
に
た
ん
に
従
う
の
で
は
な
く
、
音
符
を
解
釈
し
な
が
ら
自
己
の
世
界
を
改
め
て
繰
り
広
げ
る
。
同
じ
よ
う
に
、

テ
キ
ス
ト
を
理
解
す
る
こ
と
は
テ
キ
ス
ト
を
起
点
と
し
て
悲
し
い
出
来
事
を
生
成
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
（
H
穆
温
）
。
す
で
に
解
明
し
て

き
た
り
ク
ー
ル
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
「
実
存
の
努
力
」
と
「
存
在
の
欲
望
」
の
自
己
化
が
テ
キ
ス
ト
を
前
に
し
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

リ
ク
ー
ル
は
「
テ
キ
ス
ト
の
前
の
自
己
理
解
」
と
い
う
出
来
事
を
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
。
「
テ
キ
ス
ト
の
前
で
自
己
理
解
す
る
と
は
、

理
解
す
る
と
い
う
限
ら
れ
た
自
己
固
有
の
能
力
を
テ
キ
ス
ト
に
押
し
付
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
己
を
テ
キ
ス
ト
に
さ
ら
し
テ
キ
ス
ト
か

　
　
　
　
リ
ク
ー
ル
に
お
け
る
反
省
哲
学
と
解
釈
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
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四

ら
よ
り
広
大
な
自
己
を
受
け
と
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
自
己
は
、
世
界
の
提
示
に
最
も
適
し
た
仕
方
で
応
答
す
る
実
存
の
提
起
と
な
る
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
理
解
と
は
、
主
体
が
そ
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
よ
う
な
一
つ
の
構
成
物
と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
自
己

は
テ
キ
ス
ト
の
『
事
柄
』
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
方
が
、
よ
り
正
当
で
あ
ろ
う
」
（
6
》
一
一
①
1
一
一
“
脚
　
閃
く
戯
①
）
。

　
以
上
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
理
論
は
自
己
理
解
が
具
体
的
に
遂
行
さ
れ
る
揚
を
一
挙
に
拡
大
す
る
。
「
テ
キ
ス
ト
の
前
で
の
自
己
理
解
」

は
自
己
と
親
し
い
テ
キ
ス
ト
を
前
に
し
た
場
合
の
み
に
起
こ
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
己
に
と
っ
て
疎
遠
で
あ
る
も
の
、
距
離
を
お

い
た
も
の
に
薄
し
て
遂
行
さ
れ
る
。
「
自
己
化
す
る
こ
と
は
、
『
疎
遠
』
で
あ
る
も
の
を
『
自
分
自
身
の
も
の
』
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」

（図

ｨ
お
）
。
し
た
が
っ
て
こ
の
理
論
に
基
づ
く
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
詩
的
言
語
を
前
に
し
て
、
自
己
は
詩
的
言
語
の
テ
キ
ス
ト
が
開
く
世

界
と
出
会
い
、
狭
い
自
己
か
ら
解
放
さ
れ
る
可
能
性
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
リ
ク
ー
ル
の
テ
キ
ス
ト
理
論
は
テ
キ
ス
ト
の
自
立
性
を
強
調
し
て
い
る
の
で
、
　
一
見
テ
キ
ス
ト
の
無
意
闘
的
・
実
時
間
的
な
性
格
を
主

張
し
、
テ
キ
ス
ト
成
立
あ
る
い
は
テ
キ
ス
ト
受
容
の
時
間
的
歴
史
的
性
格
を
看
過
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
し
か
し
リ
ク

ー
ル
の
解
釈
学
の
鮒
程
に
は
自
己
と
テ
キ
ス
ト
の
関
係
に
関
す
る
「
歴
史
的
偶
然
性
」
（
8
翼
ぼ
α
q
雪
8
巴
。
・
8
同
5
器
）
の
問
題
が
明
確
に
入

れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
以
下
に
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

　
リ
ク
ー
ル
は
ガ
ダ
マ
ー
に
共
感
を
審
せ
な
が
ら
、
リ
ク
！
ル
自
身
の
テ
キ
ス
ト
理
論
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
「
歴
史
的
偶

然
性
漏
の
閥
題
に
対
す
る
リ
ク
ー
ル
の
立
場
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ガ
ダ
マ
ー
は
近
世
の
主
流
を
占
め
て
き
た
認
識
論
に
対
し
て

挑
発
的
に
、
先
入
見
・
権
威
・
伝
統
の
復
権
を
試
み
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
ガ
ダ
マ
ー
の
先
入
晃
・
権
威
・
伝
統
へ
の
弁
護
に
一
貫
し
て

い
る
の
は
、
歴
史
の
次
元
を
個
人
的
な
反
省
を
越
え
た
も
の
と
し
て
回
復
し
よ
う
と
す
る
意
図
で
あ
る
と
り
ク
ー
ル
は
捉
え
る
（
↓
》
り
◎
o
）
。

つ
ま
り
歴
史
が
個
人
的
な
反
省
に
先
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
己
が
自
己
に
帰
属
す
る
よ
り
以
前
に
、
自
己
は
歴
史
に
帰
属
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ガ
ダ
マ
ー
の
主
張
か
ら
す
れ
ば
、
自
己
が
た
ま
た
ま
特
定
の
歴
史
や
伝
統
に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
は
動
か
せ
な

い
不
可
避
の
事
実
と
し
て
自
己
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。



　
こ
の
よ
う
な
ガ
ダ
マ
ー
の
空
張
を
基
本
的
に
認
め
な
が
ら
、
リ
ク
ー
ル
は
解
釈
に
お
け
る
距
離
化
・
疎
隔
化
の
契
機
の
必
然
性
を
表
明

す
る
。
す
な
わ
ち
伝
統
が
素
朴
に
受
容
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
解
釈
に
関
し
て
哲
学
的
な
要
求
は
な
さ
れ
な
い
。
こ
の
素
朴
さ
が

消
失
し
伝
統
が
な
に
が
し
か
疎
遠
な
も
の
と
な
っ
た
と
き
、
伝
統
が
問
題
と
し
て
提
示
さ
れ
て
く
る
と
言
明
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ

の
よ
う
な
自
身
の
立
場
を
表
明
す
る
こ
と
で
、
リ
ク
ー
ル
は
ガ
ダ
マ
ー
の
思
想
と
挟
を
わ
か
と
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
リ
ク
ー
ル
は
自

身
の
立
場
か
ら
改
め
て
ガ
ダ
マ
ー
の
い
う
人
間
の
経
験
の
「
言
語
性
」
（
ω
O
同
勢
O
ゴ
一
一
〇
7
閑
㊦
一
け
）
に
関
す
る
所
論
に
注
目
し
、
そ
れ
を
自
身
の

テ
キ
ス
ト
理
論
に
適
用
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
言
語
が
人
間
の
生
き
る
世
界
を
露
わ
に
す
る
。
世
界
を
も
つ
と
は

言
語
を
も
つ
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
言
語
は
人
間
存
在
の
核
心
に
位
置
し
て
お
り
、
空
気
が
呼
吸
す
る
人
間
に
と
っ
て
不
可
欠

な
の
と
岡
様
に
、
人
間
の
経
験
に
と
っ
て
言
語
は
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
経
験
の
晋
語
性
が
過
去
と
現
在
と
を
媒
介

す
る
普
遍
的
媒
体
と
な
り
、
歴
史
的
に
離
れ
て
い
る
二
つ
の
異
な
っ
た
地
平
に
立
つ
も
の
の
出
会
い
を
可
能
と
す
る
。
リ
ク
ー
ル
は
こ
こ

に
、
ガ
ダ
マ
ー
の
舌
長
と
解
釈
に
お
け
る
距
離
化
・
疎
隔
化
の
契
機
を
重
視
す
る
自
身
の
テ
キ
ス
ト
理
論
と
が
通
じ
る
点
を
認
め
る
。

と
い
う
の
は
こ
の
所
論
か
ら
、
テ
キ
ス
ト
の
書
き
手
と
読
み
手
と
の
間
に
い
か
に
距
離
が
あ
っ
て
も
言
語
が
そ
の
二
つ
を
媒
介
す
る
こ
と

が
導
き
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
特
定
の
文
化
の
継
承
を
雷
語
の
問
題
を
軸
に
し
て
捉
え
る
可
能
性
を
リ
ク
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
言

明
す
る
。
「
私
が
一
つ
の
ま
た
は
幾
つ
か
の
文
化
に
帰
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
文
化
遺
産
が
そ
の
中
に
書
き
記
さ
れ
解
読
さ
れ
る

べ
く
私
達
に
差
し
出
さ
れ
て
い
る
シ
ー
ニ
ュ
・
作
品
・
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
を
経
由
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
（
↓
》
一
〇
〇
）
。
ガ
ダ
マ
ー
よ
り

も
リ
ク
ー
ル
の
方
が
伝
統
に
対
し
て
距
離
を
取
る
こ
と
を
重
視
す
る
と
い
う
差
は
あ
る
に
し
ろ
、
リ
ク
ー
ル
の
立
論
に
は
特
定
の
文
化
を

背
負
っ
た
特
定
の
個
人
・
共
同
体
の
自
己
理
解
は
、
無
差
別
な
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
主
張
が
う
か
が
わ

　
（
3
0
）

れ
る
。

　
そ
も
そ
も
リ
ク
ー
ル
は
ガ
ダ
マ
：
の
著
作
と
は
別
に
一
九
六
〇
年
に
『
悪
の
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
』
を
著
わ
し
、
解
釈
学
に
お
け
る
「
歴
史

的
偶
然
性
」
に
つ
い
て
基
本
的
な
考
察
を
す
で
に
な
し
て
い
た
。
こ
の
著
作
で
リ
ク
ー
ル
は
悪
の
問
題
を
「
ギ
リ
シ
ア
的
起
源
と
ユ
ダ
ヤ

　
　
　
　
リ
ク
ー
ル
に
お
け
る
反
省
哲
学
と
解
釈
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五



　
　
　
　
哲
［
学
研
究
　
第
五
百
六
十
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

的
源
泉
と
の
鐵
会
い
」
（
o
Q
寓
N
刈
）
の
中
か
ら
探
求
し
て
い
る
。
彼
が
こ
の
二
つ
の
文
化
の
起
源
に
考
察
を
限
定
す
る
の
は
、
こ
の
幽
会
い

が
西
欧
人
の
文
化
の
根
底
を
つ
く
り
あ
げ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
文
化
は
い
ま
だ
西
欧
人
の
伝
統
を
根
本
的
に
変
容
す
る

に
い
た
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
二
つ
の
文
化
の
起
源
に
考
察
を
限
定
す
る
の
は
、
他
の
伝
統
が
無
価
値
で
あ

る
か
ら
で
は
な
く
、
探
求
の
対
象
が
自
己
に
と
っ
て
た
ま
た
ま
「
近
い
」
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
探
求
の
偶
然

的
方
膚
性
を
認
め
る
と
同
時
に
、
探
求
の
限
界
を
も
承
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
リ
ク
…
ル
は
ア
ジ
ア
の
文
化
を
実
例
に
あ
げ
て
、
西
欧
人

に
と
っ
て
ア
ジ
ア
の
文
化
が
ギ
リ
シ
ア
・
ユ
ダ
ヤ
の
文
化
と
同
じ
意
味
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
率
直
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
雷

明
す
る
。
確
か
に
特
定
の
西
欧
人
に
と
っ
て
ア
ジ
ア
の
文
化
が
自
己
の
経
験
に
重
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
西
欧
の
文
化
全
体
の
中
で
は
そ
れ
は
い
ま
だ
た
ん
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
こ
と

は
逆
に
い
え
ば
、
ア
ジ
ア
と
西
欧
の
交
流
が
深
ま
れ
ば
新
た
な
局
面
が
生
じ
う
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
こ
と
、
ま
た
明
治
以
来
西
欧
文
化

に
深
く
影
響
を
う
け
て
き
た
日
本
人
が
慮
ら
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
・
ユ
ダ
ヤ
の
文
化
を
も
考
察
の
領
域
に
い
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
要
す
る
に
リ
ク
ー
ル
が
ア
ジ
ア
の
文
化
を
扱
わ
な
い
こ
と
は
以
下
の
理
由
に

帰
す
る
。
「
私
達
は
自
分
達
の
記
憶
を
持
た
ず
に
は
各
々
の
文
化
が
他
の
す
べ
て
の
文
化
と
取
り
交
わ
す
偉
大
な
論
議
に
加
わ
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
る
」
（
ω
竃
ω
O
）
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
リ
ク
ー
ル
は
偶
然
的
状
況
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
シ
ー
ニ
ュ
・
テ
キ
ス
ト
・
隠
微
を
哲
学
の
中
で
正
当
に
扱
う
こ

と
を
目
指
し
て
解
釈
学
の
理
論
を
講
署
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
学
の
理
論
は
、
哲
学
そ
の
も
の
の
置
か
れ
た
状
況
の
有
限
性
・
綱

限
性
．
方
向
性
の
自
覚
と
一
対
の
も
の
で
あ
る
。
リ
ク
！
ル
は
「
（
私
の
探
求
の
場
は
）
象
徴
の
領
域
に
お
け
る
私
の
状
況
そ
の
も
の
に

よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
逆
説
的
に
も
、
哲
学
の
聞
題
そ
の
も
の
の
歴
史
的
・
地
理
的
・
文
化
的
起
源
に
よ
っ
て
も
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
」

（
o
Q
護
b
δ
①
）
こ
と
を
認
め
る
。
つ
ま
り
リ
ク
；
ル
の
解
釈
学
は
す
べ
て
が
そ
こ
か
ら
眺
め
ら
れ
る
よ
う
な
特
権
的
地
点
に
身
を
置
く
こ
と

を
否
定
し
、
有
限
性
の
立
場
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
有
限
性
は
固
定
・
不
変
な
も
の
で
は
な
く
、
新
た
な
文
化
と
の
出



会
い
、
あ
る
い
は
対
立
す
る
諸
解
釈
を
前
に
し
て
絶
え
ず
自
ら
の
理
解
を
拡
げ
る
も
の
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
の
解
釈
学
は
自
己
の
置
か
れ

た
有
限
な
状
況
を
認
め
つ
つ
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
よ
り
具
体
的
で
包
括
的
な
理
解
に
至
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
最
近
の
リ
ク
ー
ル
の
著
作
を
反
省
哲
学
と
の
関
係
か
ら
一
瞥
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
リ
ク
ー
ル

の
思
索
は
存
在
論
へ
の
「
遠
い
道
」
を
進
み
、
存
在
論
の
完
成
を
繰
り
延
べ
る
。
と
こ
ろ
が
『
テ
キ
ス
ト
か
ら
行
為
』
所
収
の
諸
論
文
を

経
て
近
年
の
リ
ク
ー
ル
は
倫
理
的
・
政
治
的
人
間
に
関
心
を
向
け
直
し
、
人
間
の
行
為
と
そ
の
行
為
を
可
能
に
す
る
地
平
と
し
て
の
存
在

を
論
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
最
近
著
『
他
者
と
し
て
の
自
己
自
身
』
の
中
で
、
リ
ク
ー
ル
は
行
為
し
苦
悩
す

る
人
間
の
基
礎
と
い
う
観
点
か
ら
存
在
論
を
探
求
し
て
い
る
。
リ
ク
ー
ル
は
人
間
の
実
践
的
・
倫
理
的
側
面
と
切
り
離
し
て
存
在
論
を
展

開
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
他
者
と
し
て
の
自
己
自
身
』
の
最
終
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
存
在
論
は
、
リ
ク
ー
ル
自
身
が
認

め
る
よ
う
に
「
断
片
的
」
（
ω
。
圃
ω
o
）
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
リ
ク
ー
ル
の
最
近
の
考
察
が
断
片
的
と
な
っ
て
い
る
そ
の
大
き
な
原
因
の

一
つ
は
、
彼
が
あ
ま
り
に
多
岐
に
わ
た
る
哲
学
上
の
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
代
の
哲
学
が
論
じ
る

幾
多
の
問
題
を
捨
象
ぜ
ず
に
、
そ
れ
ら
を
自
己
の
哲
学
の
中
で
正
当
に
取
り
扱
お
う
と
す
る
リ
ク
ー
ル
の
努
力
は
偉
大
な
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
解
釈
学
の
核
心
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
『
他
者
と
し
て
の
自
己
自

身
』
に
お
い
て
広
範
囲
に
わ
た
る
思
想
家
と
対
話
し
つ
つ
、
精
緻
な
理
論
に
よ
っ
て
深
め
て
い
っ
た
問
題
は
、
『
過
ち
や
す
き
戸
綿
』
で

凝
縮
し
た
仕
方
で
論
じ
て
い
た
「
自
己
」
「
他
者
」
「
幸
福
」
「
存
在
」
「
シ
1
ニ
ュ
解
釈
」
と
い
う
諸
問
題
を
よ
り
広
い
分
野
に
お
い
て
展

開
さ
せ
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
リ
ク
ー
ル
の
解
釈
学
が
反
省
哲
学
に
由
来
し
た
こ
と
が
、
現
在
に
お
け
る
リ
ク
ー
ル
の
到
着

点
で
あ
る
『
他
者
と
し
て
の
自
己
自
身
』
の
核
心
部
分
を
解
明
す
る
遵
き
の
糸
と
な
る
と
い
え
よ
う
。

　
リ
ク
ー
ル
の
思
索
の
内
実
を
捉
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
リ
ク
ー
ル
の
解
釈
学
が
反
省
哲
学
を
推
進
さ
せ
た
こ
と
を
銘
記
す
る
必
要

が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
り
ク
ー
ル
内
部
に
お
い
て
そ
の
思
索
の
理
解
の
た
め
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
反
省
哲
学
の
伝
統

の
観
点
か
ら
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
透
明
な
意
識
の
内
に
認
識
と
倫
理
の
根
拠
を
求
め
、
自
己
定
立
を
哲
学
の
出
発
点
と
す
る

　
　
　
　
リ
ク
：
ル
に
お
け
る
反
省
哲
学
と
解
釈
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
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八
八

点
で
は
、
リ
ク
ー
ル
は
反
省
哲
学
と
訣
別
し
た
も
の
の
、
自
己
理
解
と
い
う
形
式
で
認
識
と
倫
理
の
問
題
を
扱
お
う
と
す
る
点
に
お
い
て

反
省
哲
学
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
。
そ
し
て
リ
ク
ー
ル
は
シ
ー
ニ
ェ
の
解
釈
と
い
う
道
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
身
体
・
欲
望
と
い
っ
た

感
性
的
次
元
、
さ
ら
に
は
神
話
・
象
徴
・
物
語
と
い
っ
た
文
化
的
次
元
に
ま
で
自
己
理
解
の
輪
を
広
げ
て
い
っ
た
。
反
省
哲
学
の
現
代
に

お
け
る
思
想
的
意
義
と
そ
の
可
能
性
を
問
題
に
し
ょ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
な
に
よ
り
も
り
ク
ー
ル
の
解
釈
学
を
そ
の
視
野
に
収
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

リ
ク
ー
ル
の
引
用
文
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（
1
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ミ
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§
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ヂ
ィ
プ
ロ
ム

（
2
）
　
リ
ク
ー
ル
は
ラ
シ
ュ
リ
エ
と
ラ
ニ
ョ
ー
の
反
省
的
方
法
に
関
す
る
卒
業
論
文
を
レ
オ
ン
・
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ク
の
指
導
の
も
と
で
作
成
し
た
。

（
3
）
　
ト
い
四
島
魯
Φ
び
臼
ミ
ミ
題
§
＼
ミ
亀
卜
§
隷
ミ
龍
き
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四
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”
男
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毎
回
お
ω
。
。
●
以
下
の
ラ
シ
ュ
リ
エ
の
著
作
に
関
す
る
頁
づ

　
け
は
す
べ
て
こ
の
全
集
版
に
基
づ
く
。

（
4
）
　
ρ
］
≦
9
。
＆
三
〇
び
G
ミ
嵩
9
鳴
遣
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ミ
さ
黛
魁
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§
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（
5
）
　
ラ
シ
ュ
リ
エ
は
三
つ
の
論
文
、
す
な
わ
ち
「
帰
納
法
の
基
礎
に
つ
い
て
」
「
心
理
学
と
形
而
上
学
」
「
パ
ス
カ
ル
の
賭
に
関
す
る
覚
書
き
」
を
あ

　
わ
せ
て
一
九
二
〇
年
に
一
冊
本
と
し
て
出
版
し
た
。
こ
の
こ
と
は
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ク
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
各
論
文
で
展
開
さ
れ
た
思
索
を

　
一
つ
の
ド
ク
ト
リ
ン
と
し
ょ
う
と
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ピ
・
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ω
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①
ω
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6
）
　
ナ
ベ
ー
ル
の
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国
学
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デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
か
ら
出
発
し
、
カ
ン
ト
を
批
判
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つ
フ
ィ
ヒ
テ
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継
承
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い
る
点
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つ
い
て
は
、
ノ
ー
ラ

　
ソ
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論
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快
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る
。
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巳
帥
P
卜
鳴
廿
、
＆
鳶
ミ
鳴
譜
b
軌
ミ
隣
§
恥
貯
鳩
ミ
ご
野
宴
ミ
望
潮
恥
、
§
蕊
〉
ざ
書
篭
（
N
c
Q
c
Q
N
一
」
㎏
軌
O
）
”
Ω
o
讐
6
糞
，

　
男
①
踵
P
づ
鳥
”
い
①
ω
℃
お
ω
ω
O
。
。
ユ
Φ
い
．
》
．
℃
．
局
■
い
．
○
》
お
Q
Q
ρ
ウ
δ
ム
ω
・

（
7
）
　
リ
ク
！
ル
研
究
に
お
け
る
ナ
ベ
ー
ル
の
思
想
の
位
置
づ
け
を
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
大
多
数
の
リ
ク
ー
ル
研
究
者
は
ナ
ベ
ー
ル
と
リ
ク

　
ー
ル
と
の
関
係
に
言
及
さ
え
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
り
ク
ー
ル
が
自
分
の
数
少
な
い
師
と
し
て
マ
ル
セ
ル
や
フ
ッ
サ
ー
ル
と
並
ん
で
、
ナ
ベ
ー
ル
を

　
あ
げ
て
い
る
点
を
鑑
み
る
だ
け
で
も
、
不
当
な
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
℃
●
衷
。
8
雌
び
《
M
W
謬
一
門
①
（
雪
国
げ
触
一
Φ
一
章
餌
門
O
①
一
Φ
け
一
①
9
づ
ぐ
『
妙
7
一
》

　
貯
、
§
嵩
寿
ミ
ミ
Q
S
適
ミ
ミ
貸
、
融
き
℃
碧
冨
”
し
d
＄
琴
ず
①
ω
謬
。
噛
H
㊤
刈
9
や
α
刈
・
も
ち
ろ
ん
ナ
ベ
ー
ル
の
リ
ク
ー
ル
へ
の
影
響
に
つ
い
て
論
じ
て

　
い
る
研
究
者
も
少
な
く
な
い
。
た
だ
し
そ
の
場
合
で
も
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ー
や
ジ
ェ
ル
ボ
リ
ー
ノ
の
よ
う
に
ナ
ベ
ー
ル
の
思
想
の
影
響
を
リ
ク
ー
ル
が

　
解
釈
学
を
展
開
す
る
一
局
面
に
限
定
す
る
の
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
勺
．
い
■
切
。
霞
σ
q
Φ
o
一
ρ
野
～
§
的
軌
§
o
＼
闘
詩
§
ミ
、
切
ミ
、
§
§
§
畿
♪
日
ず
Φ

　
出
①
ぴ
q
鑑
Φ
”
］
≦
二
二
貯
餌
。
。
2
二
7
0
酔
目
O
刈
α
…
U
■
旨
Φ
宅
9
言
P
↓
》
鳴
8
肉
篭
O
三
韓
貸
魯
ミ
§
鳴
ミ
“
ミ
帖
ら
や
U
O
壇
山
鳥
。
ゴ
嘗
囚
ご
≦
㊤
＞
o
鋤
α
O
ヨ
8
頃
信
び
凱
の
ぽ
2
ω
層

　
お
O
P
そ
れ
に
対
し
て
ヴ
ァ
ン
・
レ
イ
ヴ
ェ
ン
や
コ
ラ
ソ
は
リ
ク
ー
ル
の
思
索
に
お
け
る
ナ
ベ
ー
ル
の
重
要
性
を
正
確
に
見
抜
い
て
い
る
。
ヴ
ァ

　
　
　
リ
ク
ー
ル
に
お
け
る
反
省
哲
学
と
解
釈
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九



　
　
　
哲
学
胃
耕
癩
九
　
第
五
甲
臼
六
十
－
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇

　
ソ
・
レ
イ
ヴ
ェ
ン
は
ナ
ベ
ー
ル
の
根
源
的
肯
定
の
思
想
は
リ
ク
ー
ル
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
と
し
て
い
る
。
β
護
．
＜
鋤
⇒
い
Φ
o
郎
≦
Φ
7
↓
壽
鳴

　
9
へ
も
N
§
o
、
ミ
§
ミ
臨
戦
〉
ヨ
ω
欝
巳
叡
慮
”
口
。
畠
。
満
ち
。
。
γ
ま
た
コ
ラ
ソ
は
ナ
ベ
ー
ル
の
思
想
の
継
承
と
い
う
観
点
か
ら
リ
ク
ー
ル
の
思
想
解

　
明
を
試
み
て
い
る
。
勺
．
O
o
謡
7
《
い
”
ご
曾
…
3
ぴ
q
Φ
匹
①
H
⑦
雪
Z
9
σ
①
簿
》
冒
点
画
識
餅
甘
臣
雲
凶
。
簿
　
一
⑩
Q
。
o
。
…
《
鵠
曾
国
訴
Φ
⊆
飢
ρ
¢
①
魯
℃
露
δ
－

　
ω
o
や
蕊
の
み
艶
㊦
×
ぞ
。
》
冒
卜
題
触
｝
N
無
§
ぎ
巷
ぎ
物
置
§
ミ
ミ
ぴ
§
香
ミ
ミ
“
醤
§
勘
ミ
ミ
”
勺
Ω
）
『
卿
。
。
”
O
鶏
ひ
お
⑩
歴
た
だ
し
ヴ
ァ
ン
．
レ
イ
ヴ
ェ
ン

　
も
コ
ラ
ソ
も
反
省
哲
学
が
リ
ク
ー
ル
の
解
釈
学
に
占
め
て
い
る
位
置
を
体
系
的
見
地
か
ら
十
分
に
掘
り
下
げ
て
捉
え
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

（
8
）
　
回
■
密
σ
㊤
計
《
び
餌
娼
翫
δ
ω
o
℃
課
①
は
恥
ω
首
く
。
》
貯
偽
醤
哲
多
。
博
“
ミ
馬
喬
黛
醤
鷲
鰍
融
”
屠
H
×
サ
℃
勢
ユ
ω
”
い
母
。
霧
㊦
噸
お
帆
メ
お
・
O
苧
δ
．

（
9
）
窯
p
。
貯
。
匹
Φ
国
冨
ぎ
量
器
帖
偽
ミ
§
＼
§
職
§
§
§
§
甘
特
遷
簿
§
鷺
鳴
、
し
・
ミ
恥
＄
ミ
暮
ミ
切
ミ
§
、
、
蜜
ミ
帖
§
ミ
§
、
ミ
笥
」
【
尉

　
臼
嚇
ミ
、
塁
職
鳴
ミ
ミ
醤
恥
織
鴨
切
号
喬
い
軸
噂
く
囮
昌
高
×
噂
σ
α
．
↓
卿
ω
ω
Φ
欝
”
9
0
0
湿
①
〈
①
”
G
Q
冨
鱒
冒
旧
お
Q
o
b
こ
層
℃
．
戯
o
Q
伊

（
0
エ
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

　
ナ
ベ
ー
ル
の
根
源
的
肯
定
の
思
想
の
理
解
に
関
し
て
は
、

（
1
5
）

　
ω
q
？
ω
8
）
。
存
在
論
が
入
麺
学
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
が
り
ク
ー
ル
の
思
索
の
大
き
な
特
色
の
一
つ
で
あ
る
。
最
近
の
著
作
に
お
い
て
も
、
リ
ク
ー

　
ル
は
自
分
の
哲
学
と
人
闘
学
と
の
関
係
を
強
調
し
て
い
る
（
潤
跡
　
口
Φ
σ
O
梓
　
笛
一
一
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

（
6
支
）
　
即
象
0
8
餌
さ
勺
み
鍵
o
ρ
肉
隷
｝
嵩
鳴
ミ
砺
篭
ミ
鳶
袋
醤
目
移
暮
尽
ミ
♪
や
霧
8
宕
ρ
ぴ
①
洋
”
7
㎝
・

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

（
1
7
）
　
い
鼠
鋤
げ
無
掌
晦
隷
§
偽
ミ
吻
層
ミ
飛
ミ
ミ
偽
鳳
ミ
ミ
ミ
曽
唱
冒
輔
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

（
1
8
）
　
9
2
9
び
。
昼
鳴
隷
ミ
偽
ミ
始
博
ミ
へ
、
舳
§
笥
肉
、
ミ
ミ
鳶
”
戸
刈
ω
●

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

（
1
9
）
　
9
匿
鋤
げ
。
属
鷲
簡
隷
ミ
“
ミ
物
辱
◎
黛
、
帖
§
馬
肉
、
ミ
ミ
ミ
矧
や
“
Q
Q
．

窯
餌
貯
①
α
①
し
d
冒
伽
ジ
帖
ミ
猟
℃
や
◎
㎝
O
ω
噌

辱
Z
四
ぴ
Φ
嵩
》
《
い
9
℃
三
囲
。
ω
o
O
謀
Φ
み
⇔
o
溢
〈
①
》
鳩
お
・
O
①
∴
●
　
　
　
　
、

ト
壌
島
ひ
げ
Φ
溝
噂
尊
帖
猟

℃
・
菊
8
8
鑑
び
《
勺
び
侮
コ
。
ヨ
ゆ
降
。
ざ
ぴ
q
δ
暮
7
段
ヨ
ひ
冨
①
暮
一
ρ
償
①
》
冒
↓
》
”
や
ω
⑩
一
認
．

　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

ト
Z
替
興
r
馬
、
駄
ミ
§
音
廿
。
舳
ミ
§
ミ
韓
ミ
喝
§
”
寓
σ
貯
8
畠
①
野
島
。
8
煽
び
憎
ρ
・
は
ω
”
〉
償
瓢
①
ン
一
Φ
0
ひ
。
●
な
お
『
倫
理
学
要
綱
』
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ー
ラ
ン
の
論
述
を
参
考
に
し
た
。
勺
．
乞
曽
巴
冒
℃
愚
・
織
、
‘
》
ω
“
ム
G
。
冒

リ
ク
ー
ル
も
人
聞
の
経
験
を
離
れ
て
「
存
在
篇
そ
の
も
の
を
問
う
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
と
ナ
ベ
ー
ル
に
な
ら
っ
て
主
張
し
て
い
る
（
躍
く



（
2
0
）
　
リ
ク
ー
ル
は
シ
ー
ニ
ュ
に
よ
る
自
己
理
解
と
根
源
的
肯
定
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
結
び
つ
け
て
説
明
し
て
い
る
。
「
反
省
的
方
法
の
大
志
は
、

　
純
粋
な
行
為
を
、
そ
れ
が
意
味
付
与
し
て
い
る
シ
ー
ニ
ュ
を
介
し
て
取
り
戻
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
た
ん
な
る
記
述
を
目
指
し
て
い

　
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
い
っ
た
ん
根
源
的
肯
定
を
喪
失
し
た
意
識
が
、
再
び
根
源
的
肯
定
を
虜
己
化
す
る
こ
と
を
霞
指
す
の
で
あ
る
」
。
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
男
ざ
8
¢
が
℃
み
h
8
ρ
肉
隷
ミ
鳴
ミ
勉
辱
。
袋
、
ミ
嵩
偽
肉
、
ミ
崎
黛
♪
℃
9
触
ト
Z
岱
び
興
ρ
や
誌
．

（
2
1
）
　
6
’
竃
6
＜
p
μ
い
8
自
芝
①
罰
§
．
禽
馬
こ
戸
ω
ら
Q
・

（
2
2
）
　
た
と
え
ば
リ
ク
ー
ル
は
有
限
性
を
「
悪
」
に
還
元
す
る
問
題
な
ど
に
関
し
、
ナ
ベ
ー
ル
に
対
し
て
挑
判
的
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
℃
．
沁
8
8
薮
讐

　
《
．
、
い
．
図
ω
ω
繊
ω
霞
冨
］
≦
鶏
、
、
山
①
匂
8
羅
2
9
ぴ
①
詳
》
冒
肉
憩
識
隔
舘
旧
お
零
・

（
2
3
）
　
ナ
ベ
ー
ル
と
リ
ク
ー
ル
の
「
意
志
的
行
為
の
根
源
早
し
に
質
的
な
違
い
が
あ
る
こ
と
を
増
永
洋
三
は
反
省
哲
学
の
立
場
か
ら
適
確
に
指
摘
し
て

　
い
る
。
増
永
洋
三
『
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
哲
学
』
（
創
文
社
、
一
九
八
四
年
）
、
一
二
五
i
二
三
四
頁
。

（
2
4
）
緊
蒙
§
章
含
、
9
g
Φ
①
二
①
ω
茜
器
駒
。
の
ざ
コ
鴇
＄
羅
詳
げ
9
》
冒
O
図
も
●
b
。
二
山
㌶

（
2
5
）
　
穏
Z
鋤
び
興
ひ
肉
隷
§
鳴
ミ
物
層
。
ミ
、
帖
§
恥
肉
き
避
黛
♪
や
⑩
Q
◎
・

（
2
6
）
　
い
宕
p
ひ
げ
。
昼
凶
日
山
橘
㌣
譜
b
軌
恥
3
℃
国
ユ
ω
”
》
昏
冨
5
お
8
”
＝
ξ
①
図
同
H
《
島
忠
昌
ξ
ω
5
口
①
伽
q
蕃
ヨ
。
蒔
誹
9
0
q
Φ
①
け
ず
賃
ヨ
9
三
二
ρ
器
山
。

　
一
、
》
げ
ω
o
ぎ
》

（
2
7
）
　
『
過
ち
や
す
き
人
間
』
に
リ
ク
ー
ル
解
釈
学
の
基
盤
が
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
、
リ
ク
ー
ル
の
思
索
の
展
開
の
中
で
の
、
『
過

　
ち
や
す
き
人
間
』
の
役
割
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
『
過
ち
や
す
き
人
間
』
が
り
ク
ー
ル
の
思
索
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を

　
占
め
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
ヴ
ァ
ン
・
レ
イ
ヴ
ェ
ン
、
ロ
ウ
、
フ
ィ
リ
ベ
ー
ル
な
ど
が
指
摘
し
て
き
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ヴ
ァ
ン
・
レ
イ
ヴ
ェ
ン

　
の
薯
作
を
参
照
の
こ
と
。
β
寓
・
＜
雪
い
。
①
償
≦
o
野
9
・
亀
、
‘
b
．
。
。
α
．

（
2
8
）
　
リ
ク
ー
ル
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
を
そ
れ
ほ
ど
詳
し
く
論
じ
て
は
い
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
高
く
彼
の
思
想
を
評
価
し
て
い
る
。
「
私
は
ス
ピ
ノ

　
ザ
に
関
し
て
論
じ
た
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
私
の
思
索
と
教
育
が
ス
ピ
ノ
ザ
と
離
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」
（
ω
o
一
ω
8
）
。

（
2
9
）
　
リ
ク
：
ル
の
現
在
に
至
る
ま
で
の
哲
学
の
道
程
は
、
ス
テ
ィ
ヴ
ェ
ソ
ス
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
三
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す

　
な
わ
ち
「
意
志
の
哲
学
」
の
よ
う
に
人
間
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
世
界
を
記
述
し
た
「
第
一
期
の
リ
ク
1
ル
」
、
哲
学
的
解
釈
学
の
有
効
性
と
正
当
性

　
　
　
リ
ク
ー
ル
に
お
け
る
反
省
哲
学
と
解
釈
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
六
十
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

　
を
確
立
す
る
こ
と
を
欝
指
し
た
「
第
二
期
の
リ
ク
！
ル
」
、
『
他
者
と
し
て
の
自
己
自
身
』
の
よ
う
に
倫
理
的
・
政
治
的
人
間
を
改
め
て
主
題
と
す
る

　
よ
う
に
な
っ
た
「
第
三
の
時
期
の
リ
ク
：
ル
」
で
あ
る
。
こ
の
区
分
は
リ
ク
！
ル
の
思
索
の
歩
み
を
理
解
す
る
視
座
と
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
。

　
b
u
’
ω
8
〈
①
霧
”
卜
、
』
》
辱
鳶
ミ
蹄
器
区
員
魁
霧
二
塁
ミ
リ
讐
U
o
a
冨
。
簿
”
囚
窪
≦
g
＞
o
巴
㊦
ヨ
ご
℃
魯
一
坤
ω
冨
誘
’
一
8
一
●

（
3
0
）
　
伝
統
の
問
題
は
『
時
間
と
物
語
隔
で
は
未
来
・
過
去
・
現
在
を
論
じ
る
包
括
的
な
議
論
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Philosophie　reflexive　et　hermeneuti

chez

que

P．　Ricceur

Par　Fumiaki　IWATA
charg6　de　cours　titulaire

Universit6　Ky6iku　d’Osaka

Facult6　des　sciences　de　1’6ducation

Philosophie

　　L’hermeneutique　de　Ricceur　se　situe　dans　le　prolongement　de　la　philoso－

phie　r6日目exive．　Son　herm6neutique　est　en　train　de　r6aliser　1e　programme　de

celle－ci　tout　en　la　transformant　radicalement．　Dans　cet　article，　pour　rnieux

saisir　une　id6e　principale　de　son　herm6neutique，　nous　essayons　de　preciser

le　rapport　entre　ces　deux　modes　de　pens6e　en　les　reportant　a　trois　contextes

diff6rents．

　　Nous　examinons，　premibrement，　la　tradition　r6fiexive　pour　laquelle　nous

prenons　la　philosophie　de　」．　Lachelier　comme　un　modele：　nous　y　d6gageons

le　double　rapport－positif　et　n6gatif－avec　1’herm6neutique　chez　R1coeur．

　　Deuxibmement，　nous　soulignons　le　r61e　special　de　J．　Nabert　dans　la　pensee

de　Ricoeur．　Son　idee　d’appropriat1on　de　1’aMrmation　originaire　et　sa　theorie

des　signes　constituent　une　base　essentielle　pour　1’herm6neutique　de　Ricoeur．

Tout　en　constatant　sa　grande　influence　sur　Riceeur，　nous　indiquons　une

diff6rence　subtile　mais　importante　sur　1’initiative　de　1’acte　pour　mettre　en

valeur　des　domaines　nouveaux　ouverts　par　1’hermeneutique．

　　Troisiemement，　nous　analysons　le　texte　de　1’Homme　faillible　pour　elu－

cider　la　structure　de　la　philosophie　r6flexive　de　Ricoeur　lui－m6me，　qui　non

seulement　constitue　une　anthropologie　philosophique　pour　son　herm6neuti－

que，　mais　encore　exige　1’interpretation　des　signes．

　　En　nous　fondant　suT　ces　6tudes，　nous　pouvons　obtenir　une　vision　de　la

conception　de　1’6tre　de　Ricoeur　que　son　hermeneutique　tient　pour　tache
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ultime．　En　conclusion　nous　consid6rons　la　port6e　de　la　reconquete　du

Cogito　a　travers　1’interpr6tation．

　　　　　　　　　La　vie　et

Une　contribution

La

par

mort

Bergsonisme

pαrKiyoshi　TOSHIMA
maitre　de　conf6rences

ノ

Ecole　nationale　sup6rieure

de　technolog呈e　Fukui

　　Dans　son　“Essai　sur　les　donn6es　imm6diates　de　la　conscience”　H．　Bergson

a　choisi　d’abord，　pour　6prouver　sa　methode，　！e　probleme　de　la　liberte．　Par

la　meme　il　se　replace　dans　Ie舳x　de　Ia　vie　i撹6r1eure．　Sa　m6thode，　c’est　de

poser　les　conditions　g6n6ra1es　de　1’observation　directe，　imm6diate，　de　soi　Par

soi．　Cette　observation　interne　est　fauss6e　par　！es　habitudes　que　nous　avons

contract6es．　L’alteration　principale　est　sans　doute　celle　qui　a　cr66　le　pro－

bleme　de　la　libert6，　一un　Pseudo－Probleme，　n6　d’une　confusion　de　la　duree

avec　1’etendue．

　　D’un　autre　c6t6，　1’hgroi’sme　en　“Les　deux　sources　de　la　morale　et　de　la

religion”　est，　lui－meme，　retour　au　mouvement，　et　il　6mane　d’une　emotion
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛

　　　　communicative　comme　toute　emotion－apparent6e　a　Yacte　createur．

Or，　〈il　faut　distingtter　deux　especes　d’6motion＞，　dit　Bergson　en　“Les　deux

sources”．　Deux　especes　d’emotion；　c’est　1’emotion　infra－intellectuelle　d’une

part　et　6motion　supra－intellectuelle　d’autre　part．　Dan　la　premiere，　1’6motion

est　cons6cutive　a　une　id6e　ou　a　une　image　repr6sent6e．　C’est　1’agitation　de　la

sensibilit6　par　une　repr6sentation　issue　d’une　soci6te　qui　ne　vise　qu’a　se　con－

server．　Mais　1’autre　emotion　n’est　pas　d6termin6e　par　une　repr6sentation．

Par　rapport　aux　etats　de　cette　repr6sentation，　ce　n’est　pas　un　effet　mais　une

cause．　C’est　un　sentiment　de　lib6ration　de　la　vie．　Et　＜＜1’ame　ainsi　liber6e
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