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は
じ
め
に

1983

年
に
出
版
さ
れ
た
雑
誌
『
ア
レ
ア
』
第
4
号
に
掲
載
さ
れ
た

論
文
「
無
為
の
共
同
体
」
以
来
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ジ
ャ
ン
＝

リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
は
共
同
体
論
の
論
客
と
し
て
多
く
の
注
目
を
集

め
て
き
た
。
お
そ
ら
く
は
、1968

年
的
な
「
わ
れ
わ
れ
」
か
ら
の
断

絶（
1
）、
ソ
ビ
エ
ト
崩
壊
の
予
兆
と
そ
れ
に
伴
う
「
共
産
主
義
」
な
る

も
の
に
対
す
る
い
や
増
す
不
信
、
し
か
し
尚
も
決
し
て
乗
り
越
え
ら
れ

た
わ
け
で
は
な
い
「
自
由
主
義
」
や
「
個
人
主
義
」
な
る
も
の
の
空
疎

さ
、
加
え
て
、
い
ま
だ
深
い
傷
跡
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
「
民
族
」
な
る

も
の
の
暴
力
性
、
こ
う
し
た
時
代
の
雰
囲
気
と
と
も
に
彼
の
言
説
は
迎

え
入
れ
ら
れ
た
。

か
つ
て
あ
っ
た
は
ず
の
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
「
失
わ
れ
た
共
同

体
」
も
私
た
ち
が
そ
れ
を
目
指
し
て
自
ら
を
投
企
す
る
よ
う
な
作
品
と

し
て
の
共
同
体
を
も
退
け
る
彼
の
言
説
は
、
こ
う
し
た
時
代
に
お
い
て

共
同
体
を
思
考
す
る
た
め
の
不
可
避
の
前
提
を
明
確
化
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
「
無
為
の
共
同
体
」
と
は
何
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
問
い
は
、
そ
の
名
が
あ
る
意
味
で
は
名
指
す
こ
と
そ
れ

自
体
の
不
可
能
性
を
告
げ
る
名
で
あ
る
が
故
に
、
私
た
ち
の
把
握
を
す

る
り
と
逃
れ
去
っ
て
行
く
。

当
該
論
文
を
き
っ
か
け
と
す
る
ブ
ラ
ン
シ
ョ
と
の
論
争
関
係
や
英
米

圏
の
政
治
哲
学
に
お
け
る
所
謂
「
共
同
体
主
義
」
と
の
関
係
な
ど
、
彼

の
共
同
体
論
は
様
々
な
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、
そ
の
全

貌
は
未
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
私
見
で
は
、
同
時
期
の
彼
自
身

の
諸
論
考
と
の
連
関
が
十
分
に
検
討
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
こ
と
に
そ
の

原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。先
行
研
究
に
お
い
て
は
、い
わ
ば
ナ
ン
シ
ー

哲
学
に
内
在
的
に
そ
の
共
同
体
論
を
検
討
す
る
と
い
っ
た
視
点
が
欠
け

て
い
る
の
で
あ
る（
2
）。

こ
の
よ
う
な
解
釈
の
立
場
に
立
つ
と
き
、
私
た
ち
は
あ
か
ら
さ
ま
に

「
共
同
体
」
と
い
う
主
題
が
問
題
と
さ
れ
て
は
い
な
い
他
の
論
考
、
取

小　

田　

麟
太
郎

共
同
体
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
、
物

―
―
ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
に
お
け
る
抵
抗
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
―
―
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り
分
け1980

年
代
か
ら
90
年
代
に
か
け
て
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ

る
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
や
「
物
」
に
関
す
る
議
論
ま
で
を
も
、
そ
の

共
同
体
論
と
の
連
関
に
お
い
て
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て

以
下
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
事
実
、
そ
れ
ら
は
「
抵
抗
」
と
い
う

点
に
お
い
て
密
接
に
連
関
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
の
目
論
見
は
以
下
で
あ
る
。1980

年
代
、
90
年
代
の
ナ
ン
シ
ー

の
議
論
の
内
に
「
抵
抗
」
と
い
う
一
貫
し
た
問
題
意
識
を
読
み
取
る
こ

と
。
そ
れ
を
通
じ
て
、「
共
同
体
」、「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」、「
物
」
と
い
っ

た
主
要
な
モ
チ
ー
フ
相
互
の
連
関
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
加
え
て
、

ナ
ン
シ
ー
解
釈
の
枠
を
超
え
て
、
抵
抗
と
い
う
政
治
的
実
践
に
お
け
る

重
要
な
示
唆
を
彼
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
学
び
取
る
こ
と
。

私
た
ち
は
ま
ず
、
1
．『
無
為
の
共
同
体
』（1986

）
所
収
の
同
名
の

論
文
「
無
為
の
共
同
体
」
に
お
け
る
議
論
を
検
討
し
、
そ
こ
で
「
無
為

の
共
同
体
」
が
「
抵
抗
」
と
い
う
観
点
か
ら
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
、
そ
れ
が
書
く
こ
と
と
い
う
政
治
的
実
践
の
問
い
と
結
び
つ
く
も
の

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る（
3
）。
次
い
で
、
2
．
同
じ
く
『
無
為
の
共

同
体
』
所
収
の
論
文
「「
文
学
的
共
産
主
義
」」
に
お
い
て
、
そ
う
し
た

書
く
こ
と
を
巡
る
問
い
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
こ
で

「
書
き
込
み
」
と
し
て
の
抵
抗
と
「
書
き
込
み
」
に
先
立
つ
抵
抗
と
い

う
二
重
の
抵
抗
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
、

3
．『
有
限
な
思
考
』（1990

）
所
収
の
論
文
「
外
記
」
に
お
け
る
エ
ク

リ
チ
ュ
ー
ル
を
巡
る
議
論
の
内
に
、
そ
う
し
た
書
く
こ
と
を
巡
る
問
い

の
更
な
る
深
化
を
見
て
と
る
。
最
後
に
、
4
．
論
文
「
外
記
」
と
表
裏

の
関
係
に
あ
る
論
文
「
諸
物
の
核
心
」（
同
じ
く
『
有
限
な
思
考
』
所
収
）

に
着
目
し
、
論
文
「
諸
物
の
核
心
」
や
『
自
由
の
経
験
』（1988

）
に

お
い
て
論
じ
ら
れ
る
「
物
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
書
く
こ
と
と
の
関
係

に
お
い
て
有
す
る
緊
張
を
明
ら
か
に
す
る
。
以
て
、
論
文
「
無
為
の
共

同
体
」
に
お
い
て
要
請
さ
れ
た
、
書
く
こ
と
と
い
う
政
治
的
実
践
の
有

す
る
可
能
性
と
不
可
能
性
を
明
確
化
す
る
。

1
．
内
在
に
対
す
る
抵
抗
と
し
て
の
共
同
体

ナ
ン
シ
ー
は
「
共
同
体
」
を
巡
る
言
説
の
多
く
が
、
そ
れ
が
「
共
産

主
義
」
で
あ
れ
、「
失
わ
れ
た
共
同
体
」
で
あ
れ
、「
民
族
」
に
関
す
る

も
の
で
あ
れ
、
内
在
主
義
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
に
捕
ら
わ
れ
た
ま
ま
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら

れ
て
い
る
。

人
間
に
対
す
る
人
間
の
内
在
、
あ
る
い
は
ま
た
、
絶
対
的
に
、
優

れ
て
内
在
的
な
存
在
と
し
て
見
做
さ
れ
た
人
間

4

4

こ
そ
が
、
共
同
体

の
思
考
の
躓
き
の
石
と
な
っ
て
い
る
。
人
間
た
ち
の

4

4

4

4

4

共
同
体
で
あ

る
べ
き
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
た
共
同
体
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
、
そ
れ
に
固
有
な
本
質
、
つ
ま
り
は
そ
れ
自
身
人
間
の
本

質
の
成
就
で
あ
る
よ
う
な
本
質
を
全
面
的
に
実
現
す
る
、
あ
る
い

は
実
現
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
だ
。

（C
D

, 15
[7-8]

）

何
ら
か
の
人
間
の
本
質
を
前
提
と
し
、
そ
の
本
質
を
成
就
す
る
も
の

と
し
て
人
間
た
ち
の
共
同
体
を
思
い
描
く
よ
う
な
思
考
。
人
間
を
生
産

者
と
し
て
定
義
す
る
共
産
主
義
で
あ
れ
、「
共
同
体
が
緊
密
で
調
和
の

と
れ
た
堅
固
な
絆
で
織
り
な
さ
れ
、
そ
の
制
度
、
儀
式
、
象
徴
の
内
で
、



29 共同体、エクリチュール、物

そ
れ
に
固
有
な
統
一
、
そ
の
親
密
さ
、
そ
の
内
在
的
自
律
の
表
象
、
更

に
は
そ
の
生
き
た
捧
げ
物
を
、
そ
れ
自
身
に
対
し
て
与
え
て
い
た
よ
う

な
失
わ
れ
た
時
代
」（C

D
, 30

[19]

）と
し
て
思
い
描
か
れ
る
よ
う
な「
自

然
的
家
族
、
ア
テ
ネ
都
市
国
家
、
ロ
ー
マ
共
和
制
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教

共
同
体
、
同
業
組
合
、
自
由
都
市
、
あ
る
い
は
兄
弟
会
」（C

D
, 29-

30
[19]

）
で
あ
れ
、「「
ア
ー
リ
ア
人
」
共
同
体
」（C

D
, 36

[24]

）
で

あ
れ
、
い
ず
れ
も
が
、
こ
の
よ
う
に
共
同
体
の
理
念
と
そ
の
構
成
員
た

ち
の
本
質
と
を
内
在
的
に
同
一
の
も
の
と
し
て
表
象
す
る
よ
う
な
思
考

に
捕
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
「
内
在
、
合
一
的
融
合
が
隠
し
持
っ
て
い
る
の

は
、
死
の
真
理
に
倣
っ
た
共
同
体
の
自
殺
の
論
理
に
他
な
ら
な
い
」

（C
D

, 36
[24]

）
の
だ
と
指
摘
さ
れ
る
。

ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
論
理
は
、
他
者
の
、
血
と
大
地
の
合
一
の
外

部
な
る
下
等
人
間
の
絶
滅
の
論
理
だ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
同
時

に
、
潜
在
的
に
は
、「
ア
ー
リ
ア
人
」
共
同
体
に
お
い
て
、
純
粋

4

4

な4

内
在
の
諸
基
準
を
満
た
さ
な
い
全
て
の
者
の
犠
牲
の
論
理
で
も

あ
り
、
そ
の
た
め
、
そ
う
し
た
諸
規
準
は
明
ら
か
に
決
定
不
可
能

な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
過
程
を
も
っ
と
も
ら
し
く
敷
衍
し
た

な
ら
ば
ド
イ
ツ
国
民
そ
れ
自
身
の
自
殺
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
得
た

だ
ろ
う
。（C

D
, 36

[24]

）

人
間
の
本
質
が
措
定
さ
れ
、
そ
の
本
質
の
成
就
と
し
て
思
い
描
か
れ

た
共
同
体
は
、
自
ら
を
成
就
す
る
過
程
で
本
質
外
の
も
の
を
犠
牲
に
す

る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
純
粋
な
内
在
、
つ
ま
り
は
純
粋
に
本
質
的

で
あ
る
こ
と
が
人
間
に
と
っ
て
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
そ
う
し
た
共
同

体
の
成
就
は
、
そ
の
構
成
員
が
構
成
員
自
身
を
殺
害
す
る
こ
と
、
最
終

的
に
は
万
人
の
自
殺
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
で

あ
る
。

そ
う
で
あ
る
以
上
、私
た
ち
は
「
共
同
体
と
は
何
か
」
あ
る
い
は
「
い

か
な
る
共
同
体
の
理
念
を
掲
げ
る
べ
き
か
」
と
い
っ
た
問
い
そ
れ
自
体

を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
批
判
し
、
別
様
な
仕
方
で
共
同
体
を
思
考
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。「
お
そ
ら
く
語
や
概
念
を
探
し
求
め
て
は
な
ら
ず
、
共

同
体
の
思
考
の
内
に
、
私
た
ち
に
対
し
て
言
説
と
共
同
体
の
別
な
実
践

4

4

を
強
い
る
で
あ
ろ
う
、
理
論
的
過
剰
（
よ
り
正
確
に
は
、
理
論
的
な
も

の
に
対
す
る
過
剰
）
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
」（C

D
, 

66
[47]

）、
そ
し
て
「
そ
こ
に
は
、
明
ら
か
に
、
言
説
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
の
倫
理
、
政
治
が
関
わ
っ
て
い
る
」（C

D
, 66

[47]

）
と
さ
れ
る
。

共
同
体
の
本
質
を
措
定
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
で
い
て
「
共
同
体
の
言

説
」（C

D
, 66

[47]

）
で
あ
る
よ
う
な
言
説
の
可
能
性
が
問
題
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ナ
ン
シ
ー
は
共
同
体
を
巡
る
従
来
の
言

説
に
認
め
ら
れ
る
内
在
主
義
を
批
判
し
つ
つ
、
如
何
に
し
て
別
様
に
共

同
体
に
つ
い
て
書
く
べ
き
か
と
い
う
問
い
、 

ナ
ン
シ
ー
自
身
が
暫
定
的

に
「
文
学
的
共
産
主
義

4

4

4

4

4

4

4

﹇
＝
共
同
主
義

4

4

4

4com
m

unism
e

﹈
の
問
い
」（C

D
, 

67
[48]

）（
4
）と
呼
ぶ
問
い
に
向
か
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
問
い
は
明
ら
か
に
そ
れ
に
固
有
の
ア
ポ
リ
ア
を

有
し
て
い
る
。
言
説
が
あ
く
ま
で
も
「
語
や
概
念
」
を
用
い
る
も
の
で

あ
り
、
そ
う
し
た
「
語
や
概
念
」
が
本
質
の
措
定
と
通
ず
る
も
の
で
あ

り
な
が
ら
、
本
質
措
定
的
な
ら
ざ
る
「
共
同
体
」
を
巡
る
言
説
を
行
わ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
共
同
体
の
新
た
な
言
説
は
言
説
を
超
過
す
る
も
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の
と
関
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ナ
ン
シ
ー

は
逆
説
的
に
も
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

今
や
、
バ
タ
イ
ユ
と
と
も
に
、
バ
タ
イ
ユ
に
（
そ
し
て
他
の
幾
人

か
に
）
よ
っ
て
、
こ
の
問
い
に
接
近
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
、
バ
タ
イ
ユ
の
注
釈
が
問
題
な
の
で
も
、
誰

の
も
の
で
あ
れ
注
釈
が
問
題
な
の
で
も
な
い
。
と
い
う
の
も
、
共

同
体
は
恐
ら
く
、
未
だ
か
つ
て
思
考
さ
れ
た
こ
と
が
無
い
か
ら
だ
。

そ
し
て
ま
た
、
私
が
た
っ
た
一
人
で
共
同
体
の
新
た
な
言
説
を
作

り
上
げ
る
な
ど
と
主
張
す
る
訳
で
も
な
い
。
と
い
う
の
も
、
言
説

が
問
題
な
の
で
も
、
孤
立
が
問
題
な
の
で
も
な
い
か
ら
だ
。
し
か

し
、
私
は
、
極
限
に
お
い
て
、
一
つ
の
経
験
を
示
さ
ん
と
し
て
い

る
。
恐
ら
く
は
、
私
た
ち
が
行
う
経
験
で
は
な
く
、
私
た
ち
を
存

4

4

4

4

4

在
さ
せ
る
経
験
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。（C
D

, 67
[48]
）（
5
）

「
文
学
的
共
産
主
義
の
問
い
」
に
お
い
て
は
、
決
し
て
単
に
言
説
だ

け
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
、
言
説
と
言
説
を
超
過
す
る

も
の
と
の
緊
張
を
含
ん
だ
極
限
的
な
「
経
験
」
を
こ
そ
ナ
ン
シ
ー
は
問

う
て
い
る
の
で
あ
る（
6
）。

こ
う
し
た
問
い
に
お
い
て
共
同
体
と
は
も
は
や
何
ら
か
の
本
質
を
成

就
す
べ
き
「
作
品
」
で
は
な
く
、「
ブ
ラ
ン
シ
ョ
が
無
為
［
＝
脱
作
品

désœ
uvrem

ent

］
と
呼
ん
だ
も
の
の
内
に
必
然
的
に
生
起
す
る
」（C

D
, 

78
[57]

）
も
の
、「
作
品
の
手
前
、
あ
る
い
は
彼
方
で
、
作
品
か
ら
退

引
す
る
も
の
、
生
産
と
も
、
完
成
と
も
も
は
や
関
り
を
持
た
な
い
も
の
、

中
断
、
断
片
化
、
宙
吊
り
に
遭
遇
す
る
も
の
」（C

D
, 78-79

[57]

）
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
ナ
ン
シ
ー
は
更
に
、「
共
同
体
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
、

抵
抗
そ
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
内
在
に
対
す
る
抵
抗
だ
」（C

D
, 

88
[64]

）（
7
）と
述
べ
て
い
る
。
人
間
の
本
質
の
措
定
と
そ
の
完
成
と

し
て
の
共
同
体
に
抵
抗
す
る
こ
と
。
逆
説
的
に
も
そ
う
し
た
「
経
験
」

に
「
無
為
の
共
同
体
」
と
呼
ぶ
べ
き
「
未
聞
の
も
の
」（C

D
, 68

[48]

）

が
看
取
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
定
義
づ
け

る
こ
と
が
出
来
な
い
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
言
説
と
そ
れ
を
越
え
る

も
の
と
の
関
り
に
お
い
て
、
そ
れ
を
「
経
験
」
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
ナ
ン
シ
ー
は
そ
う
し
た
「
経
験
」
に
「
政
治
的
な
も
の
」

と
い
う
問
題
を
も
見
て
と
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
政
治
的
な
も
の
」
と
は
、
自
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
無

為
へ
と
向
け
て
秩
序
付
け
ら
れ
た
共
同
体
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た

無
為
へ
と
運
命
づ
け
ら
れ
た
共
同
体
の
こ
と
を
言
わ
ん
と
し
て
い

る
。
意
識
的
に
自
ら
の
分
有
の
経
験
を
行
う
共
同
体
で
あ
る
。「
政

治
的
な
も
の
」
の
そ
う
し
た
意
味
作
用
に
到
達
す
る
こ
と
は
、
人

が
「
政
治
的
意
志
」
と
呼
ぶ
も
の
に
、
い
ず
れ
に
せ
よ
単
に
そ
れ

だ
け
に
は
、
依
存
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
共
同
体
の
内
に
す
で
に

巻
き
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
つ
ま
り
は
、
ど
ん
な
仕
方

で
あ
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
共
同
体
を
経
験
す
る
こ

と
を
含
意
し
て
い
る
。
そ
れ
は
書
く
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い

る
の
だ
。
書
く
こ
と
を
、
私
た
ち
の
共
―
に
―
あ
る
こ
と
の
特
異

な
輪
郭
線
が
露
呈
さ
れ
る
が
ま
ま
に
な
る
こ
と
を
止
め
て
は
な
ら

な
い
。（C

D
, 100

[74]

）（
8
）
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「
無
為
の
共
同
体
」
は
書
く
こ
と
と
い
う
「
政
治
的
な
も
の
」
の
実

践
に
お
い
て
「
経
験
」
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
か
な
る

仕
方
で
書
く
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
ナ
ン
シ
ー
の
共
同
体
論
は
こ
の
よ
う

に
共
同
体
を
巡
る
従
来
の
言
説
に
認
め
ら
れ
る
内
在
主
義
を
批
判
し
つ

つ
、
そ
れ
に
抵
抗
す
る
よ
う
な
書
く
こ
と
と
い
う
政
治
的
実
践
の
問
い

へ
と
向
か
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。「
無
為
の
共
同
体
」
以
降
の
テ
ク
ス

ト
に
お
い
て
、「
共
同
体
」
と
い
う
語
が
直
接
的
に
主
題
化
さ
れ
る
こ

と
は
少
な
く
な
る
が
、
そ
れ
は
共
同
体
論
の
放
棄
を
意
味
す
る
も
の
で

は
決
し
て
な
い
。
寧
ろ
「
無
為
の
共
同
体
」
と
い
う
「
経
験
」
の
定
義

不
可
能
性
に
則
し
た
問
い
の
深
化
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
た

ち
は
「
無
為
の
共
同
体
」
以
降
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
中
心
的
な
も
の

と
な
る
書
く
こ
と
を
巡
る
議
論
の
内
に
共
同
体
論
か
ら
の
転
向
で
は
な

く
、
そ
の
深
化
を
こ
そ
見
て
と
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

2
．
書
く
こ
と
の
問
い
、「
文
学
的
共
産
主
義
」

論
文
「「
文
学
的
共
産
主
義
」」
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
書
く
こ
と
の

問
い
が
更
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
前
節
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
「
文
学

的
共
産
主
義
の
問
い
」
と
呼
ば
れ
る
問
い
が
、
共
同
体
を
巡
る
言
説
の

内
在
主
義
に
抵
抗
し
つ
つ
、
ど
の
よ
う
に
新
た
な
言
説
を
行
う
べ
き
か

と
い
う
問
い
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
言
説
は

不
可
避
的
に
言
説
を
超
過
す
る
も
の
と
関
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
論
文

「「
文
学
的
共
産
主
義
」」
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
言
説
が
次
の
よ
う
に

特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

「
文
学
的
共
産
主
義
」
と
は
、
少
な
く
と
も
次
の
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
共
同
体
が
、（
語
の
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
）
そ
れ
を

完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
対
す
る
無
限
の
抵
抗
の

内
で
、
抑
え
が
た
い
政
治
的
要
請
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
の
政
治

的
要
請
が
、
今
度
は
、「
文
学
」
の
何
ら
か
を
、
私
た
ち
の
無
限

の
抵
抗
の
書
き
込
み
を
要
請
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（C
D

, 198
[153]

）

私
た
ち
は
こ
こ
に
、
内
在
主
義
に
対
す
る
抵
抗
の
二
重
性
を
見
て
と

ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
書
き
込
み
」
に
先
立
つ
「
共

同
体
」
そ
れ
自
体
の
抵
抗
、
そ
し
て
そ
う
し
た
抵
抗
に
よ
っ
て
政
治
的

に
要
請
さ
れ
る
「
書
き
込
み
」
と
し
て
の
抵
抗
で
あ
る
。「
書
き
込
み
」

に
先
立
つ
「
共
同
体
」
そ
れ
自
体
が
内
在
主
義
に
抵
抗
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、「
書
き
込
み
」
と
し
て
の
抵
抗
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

そ
う
し
た
「
書
き
込
み
」
に
先
立
つ
抵
抗
に
関
し
て
は
、
更
に
次
の
よ

う
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

文
学
的
共
産
主
義
は
、
あ
る
一
つ
の

4

4

4

4

4

政
治
も
、
あ
る
一
つ
の

4

4

4

4

4

エ
ク

リ
チ
ュ
ー
ル
も
定
義
す
る
こ
と
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は

反
対
に
、
政
治
的
な
も
の
で
あ
れ
、
倫
理
的
な
も
の
で
あ
れ
、
哲

学
的
な
も
の
で
あ
れ
、
定
義
と
計
画
に
抵
抗
す
る
も
の
へ
と
送
り

返
す
か
ら
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
「
政
治
」、
あ
ら
ゆ

る
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
に
満
足
す
る
と
い
う
訳
で
も
な
い
。
そ

れ
は
、
私
た
ち
が
発
明
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
私
た
ち

に
先
行
す
る
、共
同
体
の
奥
底
で
私
た
ち
に
先
行
す
る
、こ
の
「
文

学
的
共
産
主
義
的
」
抵
抗
へ
と
向
け
た
決
意
を
示
し
て
い
る
の
だ
。
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（C
D

, 198
[153]

）

「
文
学
的
共
産
主
義
」
が
あ
る
特
定
の
「
政
治
」
や
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
」
の
あ
り
方
を
定
義
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
共
同
体
の
奥
底
で
私

た
ち
に
先
行
す
る
」
抵
抗
へ
と
向
け
た
決
意
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
い

う
点
が
指
摘
さ
れ
つ
つ
、
そ
う
し
た
抵
抗
も
ま
た
「「
文
学
的
共
産
主

義
的
」
抵
抗
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
抵
抗
に
よ
っ

て
要
請
さ
れ
る
「
書
き
込
み
」
と
し
て
の
抵
抗
を
「
文
学
的
共
産
主
義

的
」
と
形
容
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、「
書
き
込
み
」
に

先
立
つ
抵
抗
を
も
そ
う
し
た
形
容
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
は
果
た
し

て
正
当
で
あ
ろ
う
か
。
ナ
ン
シ
ー
は
そ
う
し
た
抵
抗
の
境
地
を
「
私
た

ち
を
召
喚
す
る
呼
び
か
け
」（C

D
, 178

[137]

）
や
「
い
か
な
る
主
体

の
声
で
も
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
声
」（C

D
, 196

[152]

）
な
ど
と
も
形

容
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
「
呼
び
か
け
」
や
「
声
」
と
い
っ
た
言

語
的
な
モ
デ
ル
を
用
い
て
、「
書
き
込
み
」
に
先
立
つ
抵
抗
を
理
解
し

よ
う
と
す
る
こ
と
は
倒
錯
で
あ
ろ
う（
9
）。論
文「「
文
学
的
共
産
主
義
」」

に
お
い
て
は
、「
書
き
込
み
」
と
し
て
の
抵
抗
と
そ
う
し
た
「
書
き
込
み
」

を
要
請
す
る
「
書
き
込
み
」
に
先
立
つ
抵
抗
の
ど
ち
ら
も
が
「
文
学
的

共
産
主
義
」
と
い
う
形
容
の
下
で
理
解
さ
れ
て
い
る
た
め
、
二
つ
の
抵

抗
の
質
的
差
異
が
曖
昧
な
も
の
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
論
文
「「
文
学
的
共
産
主
義
」」
に
お
い
て
は
、
多
く
の
箇
所

で
そ
の
言
葉
が
括
弧
に
括
ら
れ
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
そ
こ
で
理
解

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
も
の
は
、
私
た
ち
が
意
の
ま
ま
に
で
き

る
よ
う
な
「
共
同
体
」
の
理
念
に
も
、「
文
学
」
の
理
念
に
も
、
結
局

の
と
こ
ろ
、
ま
っ
た
く
一
致
す
る
こ
と
が
な
い
」（C

D
, 196-

197
[152]

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ナ
ン
シ
ー
自
身
そ
う
し
た

形
容
の
不
十
分
さ
を
自
覚
し
つ
つ
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

後
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
「
文
学
的
共
産
主
義
」
と
い
う
語
は
姿
を

消
す
の
だ
が
、
私
た
ち
は
尚
も
引
き
続
き
論
じ
ら
れ
て
い
る
書
く
こ
と

を
巡
る
問
い
の
内
に
問
い
の
更
な
る
自
覚
的
な
深
ま
り
を
見
て
と
ら
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

3
．
書
く
こ
と
と
し
て
の
抵
抗
、「
外
記
」

論
文
「
外
記
」
に
お
い
て
も
、
論
文
「
無
為
の
共
同
体
」
と
同
じ
く

バ
タ
イ
ユ
が
参
照
さ
れ
つ
つ
書
く
こ
と
の
問
い
が
更
に
展
開
さ
れ
て
い

る
。
論
文
「
無
為
の
共
同
体
」
に
お
い
て
と
同
じ
く
、
ナ
ン
シ
ー
は
単

に
バ
タ
イ
ユ
を
注
釈
す
る
よ
う
な
態
度
を
警
戒
し
つ
つ
も
、
バ
タ
イ
ユ

そ
の
人
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
か
ら
言
説
を
超
過
す
る
も
の
と
関
わ
る
よ

う
な
言
説
の
あ
り
方
を
抽
出
せ
ん
と
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

「
内
記
﹇
＝
書
き
込
みinscription

﹈」
で
あ
る
と
同
時
に
「
外
記
﹇
＝

書
き
出
しexcription

﹈」
で
も
あ
る
よ
う
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
だ
と
さ

れ
る
。
ナ
ン
シ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
意
味
を
外
記
す
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
問

題
に
な
っ
て
い
る
も
の
、
物
そ
の
も
の

4

4

4

4

4

、
バ
タ
イ
ユ
の
「
生
」
あ

る
い
は
「
叫
び
」、
結
局
の
と
こ
ろ
テ
ク
ス
ト
の
中
で
「
問
わ
れ

て
い
る
」
あ
ら
ゆ
る
物
の
実
存
（
そ
こ
に
は
、
最
も
特
異
な
も
の
、

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
そ
れ
自
身
の
実
存
も
含
ま
れ
る
）
は
テ
ク
ス
ト

の
外
に
あ
り
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
外
で
生
起
す
る
と
い
う
こ
と

を
示
す
の
だ
。（PF, 61

[67]

）
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テ
ク
ス
ト
の
外
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
外
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
も

の
が
生
じ
る
よ
う
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
作
用
を
、
ナ
ン
シ
ー
は
一
般

的
に
書
く
こ
と
を
意
味
す
る
「
内
記
」
と
い
う
語
に
対
置
し
て
「
外
記
」

と
呼
ん
で
い
る
。
と
は
い
え
、「
今
日
は
晴
れ
て
い
る
」
と
い
う
言
葉

が
「
今
日
は
晴
れ
て
い
る
」
と
い
う
具
体
的
な
現
実
を
指
示
し
得
る
よ

う
に
、
書
く
こ
と
と
は
一
般
的
に
言
っ
て
テ
ク
ス
ト
の
外
部
を
指
示
す

る
こ
と
で
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
作

用
は
あ
く
ま
で
「
内
記
」
に
属
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ナ
ン
シ
ー
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
外
部
」
は
意
味
作
用
が
送
り
返
す
で
あ

ろ
う
指
示
対
象
の
外
部
（
例
え
ば
、「
私
の
生
」
と
い
う
語
に
よ
っ

て
意
味
さ
れ
る
バ
タ
イ
ユ
の
「
現
実
の
」
生
）
で
は
な
い
。
指
示

対
象
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
呈
示
さ
れ
る
の
は
意
味
作
用
に

よ
っ
て
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
（
全
く
も
っ
て
テ
ク
ス
ト

の
内
に
外
記
さ
れ
た

4

4

4

4

4

4

4

）「
外
部
」
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
々
の
実

存
が
実
存
す
る
と
こ
ろ
の
意
味
の
無
限
の
退
引
で
あ
る
。（PF, 

61
[67]

）

言
葉
は
一
般
的
に
そ
の
指
示
対
象
を
有
し
て
い
る
と
見
做
さ
れ
る

が
、「
外
記
」
さ
れ
る
の
は
そ
う
し
た
指
示
対
象
に
属
す
る
よ
う
な
外

部
で
は
な
い
。
寧
ろ
、
言
葉
と
そ
の
指
示
対
象
と
の
連
関
で
あ
る
よ
う

な
「
意
味
作
用signification

」
か
ら
更
に
逸
脱
し
て
行
く
よ
う
な
動

的
な
「
意
味sens

」
を
、
ナ
ン
シ
ー
は
こ
こ
で
「
外
記
」
に
よ
っ
て
示

さ
れ
る
よ
う
な
外
部
だ
と
し
て
い
る
の
だ
。
私
た
ち
は
こ
こ
に
、
論
文

「
無
為
の
共
同
体
」
か
ら
一
貫
す
る
内
在
主
義
的
言
説
に
対
す
る
批
判

を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。「
意
味
作
用
」
に
対
す
る
批
判
は
『
哲

学
の
忘
却
』（1986

）
に
お
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
（
取

り
分
け
カ
ン
ト
が
参
照
さ
れ
つ
つ
）次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

概
念
は
思
考
し
、
直
観
は
見
る
、
直
観
が
見
る
も
の
を
概
念
は
思

考
し
、
概
念
が
思
考
す
る
も
の
を
直
観
は
見
る
。
意
味
作
用
と
は

4

4

4

4

4

4

こ
の
よ
う
に
自
己
に
閉
じ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
あ
る
い
は
更
に
言
え
ば
自
己
へ
の

4

4

4

4

閉
じ
籠
り
と
し
て
の
構
造

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
あ
る
い
は
体
系
の
モ
デ
ル
そ
の
も
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
る

4

4

4

。
人
間
主
義
の
意
味
作
用
と
は
、人
間
の
現
実
が
「
人
間
」

と
し
て
示
さ
れ
た
理
念
性
に
直
に
接
し
て
自
ら
を
呈
示
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
意
味
作
用
の
人
間
主
義
と
は
、
人
間
の
理
念
性

が
そ
の
感
性
的
現
実
、
そ
の
諸
作
品
、
そ
し
て
／
あ
る
い
は
そ
の

諸
記
号
の
現
実
に
直
に
接
し
て
自
ら
を
呈
示
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。（O

P, 31-32
[41]

）

現
実
に
ぴ
た
り
と
対
応
す
る
よ
う
に
概
念
を
割
り
振
る
こ
と
、
そ
の

よ
う
に
割
り
振
ら
れ
た
対
応
関
係
の
シ
ス
テ
ム
を
前
提
と
し
て
現
実
を

呈
示
せ
ん
と
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
理
念
化
し
得
な
い
過
剰
を
現
実
に
対

し
て
認
め
な
い
こ
と
で
あ
り
、
例
え
ば
人
間
と
い
う
現
実
と
そ
の
理
念

と
を
内
在
的
に
一
つ
な
が
り
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
し
た
内
在
主
義
的
な
意
味
作
用
の
シ
ス
テ
ム
に
抵
抗
す
る
た
め
に

は
、
そ
の
更
に
外
部
へ
と
向
け
て
言
葉
を
用
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ナ
ン
シ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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書
き
な
が
ら
、
読
み
な
が
ら
、
私
は
物
そ
の
も
の
（「
実
存
」、「
現

実
」）
を
外
記
す
る
。
そ
れ
は
外
記
さ
れ
て
し
か
あ
ら

4

4

ず
、
そ
の

存
在

4

4

は
内
記
の
唯
一
の
賭
け
金
を
な
し
て
い
る
。
諸
々
の
意
味
作

用
を
内
記
し
つ
つ
、
人
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
作
用
か
ら
退
引
す
る
現

前
、
存
在
そ
の
も
の
（
生
、
情
熱
、
物
質
…
）
を
外
記
す
る
。（PF, 

62
[68]

）

言
葉
が
そ
の
指
示
対
象
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
更

に
外
部
を
も
示
さ
ん
と
し
て
言
葉
を
用
い
る
こ
と
、
そ
れ
は
「
意
味
作

用
」
の
体
系
が
不
可
避
的
に
有
す
る
綻
び
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、（
ナ

ン
シ
ー
が
正
に
「
外
記
」
と
い
う
新
語
を
発
明
し
た
よ
う
に
）
新
た
な

語
を
発
明
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
通
常
の
語
を
異
様
な
仕
方
で
用
い
る

こ
と
、
更
に
は
テ
ク
ス
ト
を
そ
う
し
た
仕
方
で
読
む
こ
と
で
あ
ろ
う（
10
）。

そ
う
し
た
「
外
記
」
と
い
う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
あ
り
方
を
、ナ
ン
シ
ー

は
バ
タ
イ
ユ
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
か
ら
引
き
出
し
て
い
る
の
だ
。
論
文

「
外
記
」
に
お
い
て
は
、
言
説
を
超
過
す
る
も
の
と
関
わ
る
よ
う
な
言

説
の
あ
り
方
、
論
文
「
無
為
の
共
同
体
」
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
言

説
の
あ
り
方
が
「
意
味
作
用
」
を
越
え
て
「
意
味
」
を
な
す
よ
う
な
「
外

記
」
と
い
う
あ
り
方
と
し
て
明
確
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち

は
こ
こ
に
、「
書
き
込
み
」
と
し
て
の
抵
抗
と
い
う
側
面
の
深
ま
り
を

見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
「
書
き
込
み
」
と

し
て
の
抵
抗
は
「
書
き
込
み
」
に
先
立
つ
抵
抗
に
よ
っ
て
こ
そ
要
請
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
事
実
、
論
文
「
外
記
」
に
お
い
て
も
、
上
の
引
用

に
お
い
て
も
既
に
見
て
と
れ
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
「
外
記
」
と
し
て

の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
更
に
外
部
な
る
「
物
」
の
側
面
が
問
題
と
さ
れ

て
い
る
。
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

外
記
さ
れ
て
あ
る
の
は
、
諸
物
の
核
心
で
あ
る
。（PF, 63

[69]

）

論
文
「
外
記
」
に
お
い
て
「
諸
物
の
核
心
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
詳

述
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
私
た
ち
は
同
じ
く
『
有
限
な
思
考
』

に
収
め
ら
れ
た
論
文
「
諸
物
の
核
心
」
の
内
に
そ
う
し
た
側
面
に
対
す

る
問
い
の
深
ま
り
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う（
11
）。

4
．
書
く
こ
と
に
先
立
つ
抵
抗
、「
諸
物
の
核
心
」

論
文
「
諸
物
の
核
心
」
に
お
い
て
、
ナ
ン
シ
ー
は
あ
る
特
定
の
言
語

使
用
を
モ
デ
ル
と
す
る
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
使
用
が
「
外
記
」

的
で
あ
り
得
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
言
語
の
限
界
に
お
い
て
立
ち
上

が
る
そ
の
外
部
を
「
物
」
と
し
て
問
題
に
し
て
い
る
。

実
際
、
言
語
は
常
に
そ
の
外
部
で
終
わ
る
。
言
語
の
あ
ら
ゆ
る
使

用
に
お
い
て
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
使
用
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
言
語

の
不
在
、
言
語
の
み
が
示
す
怪
物
が
立
ち
上
が
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
外
記
さ
れ
つ
つ
立
ち
上
が
る
の
だ
。「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」

の
い
か
な
る
思
考
も
、
そ
れ
以
外
の
賭
け
金
を
持
つ
こ
と
は
な

か
っ
た
。
物4

と
い
う
賭
け
金
で
あ
る
。（PF, 208

[245]

）

ナ
ン
シ
ー
は
こ
こ
で
「
物
」
と
い
う
語
に
極
度
の
負
荷
を
か
け
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
言
語
の
外
部
を
名
指
す
言
語
で
あ
る
か
ら
だ
。
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ナ
ン
シ
ー
は
「
物
」
と
い
う
語
を
「
無
」
と
通
い
合
わ
せ
つ
つ
、
そ
の

破
格
な
用
法
に
よ
っ
て
、
言
語
の
外
部
た
る
境
地
を
特
徴
付
け
ん
と
し

て
い
る
の
で
あ
る（
12
）。

私
た
ち
は
先
に
、
論
文
「「
文
学
的
共
産
主
義
」」
に
お
い
て
「
書
き

込
み
」
に
先
立
つ
抵
抗
が
言
語
的
な
モ
デ
ル
で
理
解
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
論
文
「
諸
物
の
核
心
」
に
お
い
て
は
そ
う

し
た
モ
デ
ル
が
明
確
に
退
け
ら
れ
つ
つ
、
言
語
の
外
部
た
る
境
地
が
探

求
さ
れ
て
い
る
。
ナ
ン
シ
ー
は
「
物
」
を
そ
の
雄
弁
さ
に
お
い
て
理
解

せ
ん
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
批
判
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
だ
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
そ
の
人
が
物
を
指
し
示
す
と
き
、
音
に
よ
る
、
あ
る

い
は
意
味
に
よ
る
、
意
味
と
し
て
の
音
に
よ
る
、
音
を
出
す
物
と

し
て
の
意
味
に
よ
る
交
信
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
調
律
さ
れ
、

我
有
化
さ
れ
た
応
答
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
諸
物
の

核
心[

＝
心
臓cœ

ur]

が
鼓
動
す
る
こ
と
も
な
く
、
諸
物
の
何
ら

4

4

か
の

4

4

核
心
が
呼
び
か
け
も
問
い
も
差
し
向
け
な
い
と
し
た
ら
ど
う

だ
ろ
う
か
。
こ
の
核
心
が
私
た
ち
の
あ
ら
ゆ
る
問
い
、
あ
ら
ゆ
る

要
求
を
た
だ
外
記
す
る

4

4

4

4

だ
け
だ
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。（PF, 

211
[248]

）

ナ
ン
シ
ー
は
「
そ
こ
に
は
、
反
対
に
、
諸
物
の
奇
妙
な
固
有
語

4

4

4

﹇idi-
om

e]

が
あ
る
の
だ
ろ
う
」（PF, 211

[248]

）
と
続
け
、
そ
れ
ら
は
「
絶

対
的
に
私
秘
的
で
、
馬
鹿
げ
た
、
意
味
を
な
さ
な
い
言
語
」（PF, 

211
[248]

）
で
あ
る
と
述
べ
る
。
ナ
ン
シ
ー
は
こ
の
よ
う
に
言
語
の
外

部
た
る
物
の
境
地
を
「
発
話
に
お
い
て
ま
で
、
常
に
そ
れ
自
身
不
動
で

あ
る
よ
う
な
、
語
そ
れ
自
身
の
無—

言
」（PF, 198

[232]

）、「
そ
こ
か

ら
は
何
も
、
い
か
な
る
光
も
逃
れ
去
る
こ
と
の
な
い
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
、

絶
対
的
重
力
の
穴
」（PF, 198

[233]

）
と
し
て
、
つ
ま
り
は
言
語
に
抗

う
よ
う
な
不
動
の
境
地
と
し
て
特
徴
付
け
る
の
だ
。

ナ
ン
シ
ー
に
と
っ
て
思
考
す
る
こ
と
と
は
正
に
書
く
こ
と
で
あ
る

が
、
そ
う
し
た
「
言
説
の
活
動
を
始
動
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
の
「
思

考
す
る
こ
と
」
と
は
、
言
説
そ
れ
自
身
を
こ
の
重
力
の
契
機
へ
、
こ
の

「
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
」
へ
と
導
く
こ
と
で
あ
る
」（PF, 199

[233]

）
と

さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
「
外
記
」
と
し
て
の
思
考
は
そ
れ
自
身

に
閉
じ
た
「
意
味
作
用
」
と
い
う
内
在
主
義
的
シ
ス
テ
ム
に
抗
い
つ
つ
、

尚
も
「
物
」
と
の
緊
張
関
係
の
内
に
あ
る
。「
諸
物
の
核
心
」
と
は
「
思

考
が
そ
れ
に
ぶ
つ
か
り
、
跳
ね
返
る
よ
う
な
位
置
﹇position

﹈、
対
位

置
﹇
＝
配
置disposition

﹈、
外
位
置
﹇
＝
曝
露exposition

﹈」（PF, 
197

[231]

）
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る（
13
）。

こ
こ
に
至
っ
て
、
私
た
ち
は
論
文
「「
文
学
的
共
産
主
義
」」
に
お
け

る
抵
抗
の
二
重
性
の
明
確
化
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
即
ち
、

書
く
こ
と
に
先
立
っ
て
書
く
こ
と
に
抵
抗
す
る
よ
う
な
「
物
」
の
不
動

の
抵
抗
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
物
」
へ
と
向
か
っ
て
言
葉
を
用
い
る
こ

と
で
、
通
常
の
「
意
味
作
用
」
を
逸
脱
し
内
在
主
義
に
抵
抗
す
る
よ
う

な
動
的
「
意
味
」
を
な
す
「
外
記
」
と
し
て
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
抵

抗
で
あ
る（
14
）。「
物
」
の
抵
抗
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
抵
抗
は
「
意
味

作
用
」
と
い
う
内
在
主
義
的
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
抵
抗
と
い
う
点
に
お

い
て
共
犯
関
係
に
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
相
互
の
関
係
に
も
依
然
と
し

て
緊
張
が
認
め
ら
れ
る
。「
物
」
は
「
外
記
」
と
し
て
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
に
も
抵
抗
す
る
の
で
あ
る
。
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最
後
に
、
引
き
続
い
て
検
討
す
べ
き
問
い
を
確
認
し
、
本
節
を
終
え

る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
れ
は
「
物
」
な
る
モ
チ
ー
フ
の
正
当
性
を
巡
る

問
い
で
あ
る
。
ナ
ン
シ
ー
は
言
語
の
外
部
を
言
語
的
な
モ
デ
ル
で
理
解

せ
ん
と
す
る
こ
と
か
ら
撤
退
し
つ
つ
、
し
か
し
尚
も
そ
れ
を
「
物
」
と

名
指
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
外
的
境
地
の
実
在
に
関
し
て
、

ナ
ン
シ
ー
は
結
局
の
と
こ
ろ
非
常
に
確
信
的
な
の
だ
。
次
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の

4

4

物
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
何
ら
か
の

4

4

4

4

物
で
あ
る

と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
思
考
そ
の
も
の
の
内
で
あ
ら
ゆ
る
思
考
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

先
立
つ

4

4

4

絶
対
的
な
知
の
内
容
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
由
の
経
験
と

し
て
の
実
存
の
必
然
性
の
経
験
で
あ
る
。（PF, 209

[246]

）

「
物
」
の
実
在
に
関
す
る
絶
対
的
確
信
に
「
自
由
の
経
験
」
の
名
が

充
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
論
文
「
無
為
の
共
同
体
」
に
お
い
て
示

さ
れ
た
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
共
同
体
を
経
験
す
る
こ
と
」

と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
深
化
を
見
て
と
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
ナ
ン

シ
ー
は
正
に
こ
の
「
自
由
の
経
験
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
巡
っ
て
一
冊

の
書
物
『
自
由
の
経
験
』
を
物
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
問
題
と
さ

れ
て
い
る
の
は
自
由
と
い
う
事
実
、
そ
れ
も
「
こ
の
事
実
の
事
実
性
は

超
歴
史
的
な
知
覚
的
明
証
性
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
歴
史

に
よ
っ
て
自
ら
を
な
し
、
自
ら
を
経
験
に
知
ら
し
め
る
」（EL, 

15
[14]

）
と
さ
れ
る
よ
う
な
事
実
で
あ
る
。「
物
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ

を
敢
え
て
使
用
す
る
こ
と
に
は
、
哲
学
史
の
全
体
を
自
覚
的
に
相
手

取
っ
た
賭
け
金
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
物
そ
の
も
の
」
と

は
哲
学
史
に
お
い
て
決
し
て
珍
し
い
モ
チ
ー
フ
で
は
な
い
。
寧
ろ
、
多

く
の
哲
学
者
が
正
に
「
物
そ
の
も
の
」
へ
と
向
か
っ
て
思
考
を
展
開
し

て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
哲
学
史
上
に
お
け
る
「
物
」
の

特
徴
づ
け
と
の
自
覚
的
な
差
異
化
に
関
し
て
、
私
た
ち
は
尚
も
精
査
す

る
必
要
が
あ
る（
15
）。

お
わ
り
に

共
同
体
を
巡
る
言
説
の
内
在
主
義
を
批
判
し
つ
つ
、
内
在
主
義
と
は

別
の
仕
方
で
書
く
こ
と
と
い
う
政
治
的
実
践
を
巡
る
ナ
ン
シ
ー
の
問
い

は
、「
文
学
的
共
産
主
義
の
問
い
」
を
経
由
し
、「
物
」
へ
と
向
け
て
「
意

味
作
用
」
を
逸
脱
し
「
意
味
」
を
な
す
「
外
記
」
と
い
う
破
格
な
エ
ク

リ
チ
ュ
ー
ル
の
問
い
に
結
実
し
た
。
そ
れ
は
「
意
味
作
用
」
に
抵
抗
し

「
物
」
へ
と
向
か
う
よ
う
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
で
あ
る
と
同
時
に
、「
物
」

の
抵
抗
を
被
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
で
も
あ
る
。

仮
に
、「
物
」
の
抵
抗
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が

存
在
す
る
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
即
ち
、
現
実
の
全
て
を

余
す
こ
と
な
く
指
示
す
る
こ
と
の
で
き
る
言
語
、
神
の
言
語
と
し
て
表

象
し
得
る
よ
う
な
絶
対
的
な
「
意
味
作
用
」
の
内
に
あ
る
言
語
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
言
語
を
未

だ
手
に
し
て
は
い
な
い
。
言
語
、
思
考
を
そ
の
有
限
性
に
お
い
て
認
め

る
の
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
は
絶
え
ず
、
そ
の
外
部
た
る
「
物
」
に
対
し

て
応
答
責
任
を
負
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
通
常
の
「
意
味
作

用
」
を
逸
脱
す
る
よ
う
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
抵
抗
と
し
て
な
さ
れ
る
。

し
か
し
、
い
か
な
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
し
て
の
抵
抗
も
自
ら
が
抵
抗

す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
な
ど
と
詐
称
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
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自
身
が
「
物
」
の
抵
抗
を
被
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
有

限
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
抵
抗
に
不
可
避
的
に
含
ま
れ
る
不
可
能
性
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
私
た
ち
が
抵
抗
の
必
然
性

に
駆
ら
れ
る
と
き
そ
の
不
純
さ
が
抵
抗
を
差
し
控
え
る
理
由
に
は
全
く

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。「
共
同
体
」
を
、

諸
々
の
存
在
者
の
意
味
を
十
全
に
指
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
騙
る
内

在
主
義
的
な
言
説
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
絶
え
ず
そ
の
綻
び
を
指
摘
し
、

「
外
記
」
的
に
抵
抗
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
作
動
さ
せ
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
初
め
て
、
理
念
的
な
も
の
に
収
ま
る
こ
と
の

な
い
剝
き
出
し
の
「
無
為
の
共
同
体
」
が
経
験
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

「
政
治
的
な
も
の
」
と
い
う
主
題
に
関
し
て
は
、
論
文
「
無
為
の
共

同
体
」
に
先
立
つ
「
政
治
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
哲
学
的
研
究
セ
ン

タ
ー
」
で
の
活
動
や
、
そ
れ
以
後
の
論
点
の
変
遷
を
も
辿
る
こ
と
で
、

よ
り
詳
細
に
そ
の
内
実
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
紙
幅
の
関

係
か
ら
本
稿
で
は
捨
象
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
い
く
つ
か
の
重
要
な
論

点
、「
死
」、「
神
話
」
な
ど
に
関
し
て
も
、
今
後
稿
を
改
め
て
検
討
し

直
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。（
16
）

と
は
い
え
、
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
未
だ
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
か
っ
た1980

年
代
か
ら
90
年
代
に
か
け
て
の
抵
抗
の
二
重
性
、

「
共
同
体
」、「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」、「
物
」
と
い
っ
た
主
要
モ
チ
ー
フ

相
互
の
連
関
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
点
を
以
て
一
つ
の
成
果
と
し
、

爾
余
の
点
に
関
し
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

【
凡
例
】

原
文
で
斜
体
に
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
翻
訳
の
際
、
傍
点
に

よ
り
強
調
し
た
。
引
用
文
中
の
﹇　

﹈
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
。
邦
訳

の
有
る
も
の
は
適
宜
参
照
し
、［　

］
内
に
そ
の
頁
数
を
併
記
し
た
。

引
用
文
の
訳
は
全
て
筆
者
に
よ
る
。
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【
註
】

（
1
） 1968

年
の
出
来
事
に
対
す
る
ナ
ン
シ
ー
の
思
想
的
隔
た
り
、
あ
る

い
は
近
接
性
に
関
し
て
は
、
別
途
慎
重
な
検
討
が
必
要
だ
ろ
う
。
と

は
い
え
、『
明
か
し
え
ぬ
共
同
体
』
に
お
い
て
そ
れ
を
積
極
的
な
参
照

項
と
す
る
ブ
ラ
ン
シ
ョ
と
は
異
な
り
、
ナ
ン
シ
ー
は
、
少
な
く
と
も

論
文
「
無
為
の
共
同
体
」
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
の

狂
乱
」
あ
る
い
は
「
祝
祭
」
に
対
す
る
「
曖
昧
な
郷
愁
」
の
回
帰
を

見
て
と
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。C

D
, 54

[37-38]

参
照
。

（
2
） 

ブ
ラ
ン
シ
ョ
と
の
論
争
関
係
に
焦
点
を
絞
っ
た
先
行
研
究
と
し
て
は

H
ill[2018]

、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
と
の
論
争
関
係
に
着
目
し
つ
つ
ナ
ン
シ
ー

の
共
同
体
論
を
検
討
す
る
先
行
研
究
と
し
て
はJam

es[2006], 173-
201, M

orin
[2012], 72-95

、「
共
同
体
主
義
」
と
の
関
係
を
検
討
す
る

先
行
研
究
と
し
て
はD

evisch
[2013], 6-37, H

utchens[2005], 103-
124

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
何
れ
も
、
私
た
ち
が
以
下
で
明

ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
書
く
こ
と
を
巡
る
問
い
の
深
ま
り
と

い
う
方
向
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
十
分
に
見
て

取
っ
て
は
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
、
本
稿
以
下
で
指
摘
さ
れ
る
抵
抗
の

二
重
性
や
『
有
限
な
思
考
』
所
収
の
諸
論
考
と
の
連
関
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
な
い
。

（
3
） 

論
文
「
無
為
の
共
同
体
」
は1986

年
に
単
行
本
に
収
め
ら
れ
る
に

あ
た
っ
て
多
く
の
加
筆
修
正
が
施
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
以

降
の
ナ
ン
シ
ー
の
他
の
テ
ク
ス
ト
と
の
連
関
を
た
ど
る
意
図
か
ら
、

基
本
的
に
は1986

年
版
に
依
拠
し
、
重
要
な
異
同
が
認
め
ら
れ
る
箇

所
に
関
し
て
の
み
注
で
そ
の
旨
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
4
） 1983
年
版
に
こ
の
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
と
は
い
え
、「
文
学
的
共

産
主
義
」
と
い
う
形
容
は
他
の
箇
所
に
既
に
見
て
と
る
こ
と
が
出
来
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る
。C

D
A

, 46
[115]

参
照
。

（
5
） 

こ
の
箇
所
は1986

年
版
で
多
く
の
加
筆
修
正
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
6
） 

以
下
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
諸
点
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た

「
経
験
」
と
は
あ
ら
か
じ
め
そ
の
内
実
が
想
定
さ
れ
た
「
私
た
ち
」
な

る
内
在
主
義
的
主
体
の
行
う
経
験
で
は
な
く
、
寧
ろ
そ
う
し
た
主
体

を
超
過
す
る
も
の
と
の
関
り
に
お
い
て
剥
き
出
し
の
「
私
た
ち
」
と

い
う
共
同
体
が
現
れ
る
と
い
う
特
異
な
経
験
で
あ
る
と
言
え
る
。
引

用
文
の
末
尾
で
示
さ
れ
た
表
現
は
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

（
7
） 1983

年
版
に
こ
の
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
共
同
体
に

抵
抗
の
働
き
を
認
め
る
記
述
は
他
の
箇
所
に
既
に
見
て
と
る
こ
と
が

出
来
る
。C

D
A

, 43
[105]

参
照
。

（
8
） 

こ
の
箇
所
は1986

年
版
で
多
く
の
加
筆
修
正
が
な
さ
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
、「
書
く
こ
と
を
止
め
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
主
張
は

1983

年
版
で
も
既
に
な
さ
れ
て
い
る
。C

D
A

, 48
[120]

参
照
。

（
9
） 

伊
藤[2022]

は
、
論
文
「「
文
学
的
共
産
主
義
」」
に
関
し
て
、「
言

表
行
為
に
関
し
て
練
り
上
げ
ら
れ
た
議
論
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
存
在
の

次
元
へ
と
移
さ
れ
て
い
る
」（
伊
藤[2022], 213

）
と
指
摘
し
て
い
る
。

事
実
、
私
た
ち
が
確
認
し
た
よ
う
に
、
当
該
論
文
で
は
言
語
に
先
立

つ
次
元
に
ま
で
言
語
的
な
モ
デ
ル
が
投
影
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
仮
に
「
言
語
論
」、「
存
在
論
」
と
呼

ぶ
の
で
あ
れ
ば
、そ
こ
で
「
存
在
論
だ
け
が
語
ら
れ
る
」（
伊
藤[2022], 

212

）
と
解
釈
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
論
文
「
無
為
の
共
同
体
」

や
そ
れ
以
後
の
テ
ク
ス
ト
と
の
連
関
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち

が
本
稿
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
確
か
に
具
体
的
な
書
く
こ

と
の
問
い
も
見
て
と
ら
れ
る
。

（
10
） 「
外
記
」
と
い
う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
あ
り
方
に
関
し
て
、
取
り
分

け
「
意
味
作
用
」
と
「
意
味
」
と
の
緊
張
関
係
に
着
目
し
て
検
討
し

た
先
行
研
究
と
し
て
横
田[2020]

を
参
照
。「
外
記
」
と
い
う
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
の
あ
り
方
に
関
し
て
は
、
更
に
ナ
ン
シ
ー
そ
の
人
の
エ
ク

リ
チ
ュ
ー
ル
の
特
徴
か
ら
補
っ
て
解
釈
し
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は

伊
藤[2022], 249-265

を
参
照
。

（
11
） 

以
上
ま
で
の
議
論
か
ら
、「
外
記
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
示

さ
れ
る
外
部
に
二
つ
の
側
面
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
は
、「
意
味
作
用
」
を
動
的
に
逸
脱
す
る
「
意
味
」、
そ
し
て

更
に
そ
の
外
部
た
る
不
動
の
（
こ
の
点
に
関
し
て
は
本
稿
4
節
で
指

摘
さ
れ
る
）「
物
」で
あ
る
。Jam

es[2006], 149-150

やM
orin [2012], 

131-132

が
こ
れ
に
類
似
し
た
解
釈
を
呈
示
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、

両
者
と
も
論
文
「「
文
学
的
共
産
主
義
」」
に
お
け
る
抵
抗
の
二
重
性

を
指
摘
し
て
は
お
ら
ず
、
如
上
の
論
点
を
論
文
「
無
為
の
共
同
体
」

や
論
文
「「
文
学
的
共
産
主
義
」」
に
お
け
る
書
く
こ
と
を
巡
る
問
い

と
の
連
続
性
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
は
い
な
い
。

（
12
） 

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
物
の
思
考
は
「
物
と
名
」
に
つ

い
て
の
あ
ら
ゆ
る
考
察
の
前
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

既
に
、「
物
」
と
い
う
こ
の
名
の
内
に
、命
名
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
が
、従
っ

て
あ
ら
ゆ
る
問
い
が
、
消
え
去
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。
物4

と
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
の
意
味
と
し
て
の
、
意
味
の
無4

（
物4

﹇res

﹈）
を
示
す
語
で
あ
る
」（PF, 207

[244]

）。

（
13
） 

ナ
ン
シ
ー
は
特
に
説
明
な
く
こ
の
三
つ
の
語
を
並
置
し
て
い
る
が
、

「
諸
物
の
核
心
」
が
思
考
に
対
抗
す
る
よ
う
な
外
部
の
座
を
示
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
だ
と
解
釈
し
、
以
上
の
よ
う
な
訳
語
を
充
て
た
。

（
14
） 
論
文
「
外
記
」
に
お
い
て
「
意
味

4

4

と
は
、
こ
こ
で
は
、
運
動
、
進
行

の
こ
と
で
あ
る
」（PF, 60

[66]

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

論
文
「
諸
物
の
核
心
」
は
「
こ
の
不
動
の
核
心
は
鼓
動
す
る
こ
と
さ
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え
な
い
。
そ
れ
は
諸
物
の
核
心
で
あ
る
」（PF, 197

[231]

）
と
い
う

フ
レ
ー
ズ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。「
﹇
思
考
は
］
そ
れ
自
身
を
運
動
性

と
し
て
、
あ
る
い
は
運
動
化
と
し
て
し
か
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
」（PF, 202

[237]

）
の
に
対
し
て
、「
諸
物
の
核
心
は
そ
こ
で

4

4

4

妨
害
し
、

そ
こ
で

4

4

4

無
感
覚
な
ま
ま
に
留
ま
る
」（PF, 202

[237]

）
と
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

（
15
） 

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
拙
論
小
田[2021]

に
お
い
て
既
に
部
分
的

な
検
討
を
試
み
て
い
る
。

（
16
） 

ナ
ン
シ
ー
の
政
治
論
の
変
遷
に
関
し
て
は
柿
並[2014]

、
ま
た
「
政

治
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
哲
学
的
研
究
セ
ン
タ
ー
」
に
関
し
て
は
安

藤[2022]

や
松
葉[2010]
、「
神
話
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
関
し
て

は
市
川[2020]

ほ
か
『
多
様
体
』
第
2
号
所
収
の
諸
論
考
を
参
照
さ

れ
た
い
。


