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序
本
論
の
目
的
は
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
表
現
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
に
つ
い
て
彼
が

論
じ
た
も
の
を
中
心
に
考
察
を
進
め
て
い
く
。

幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
に
触
れ
て
い
る
も
の
と
し
て

『

知
覚
の
現
象
学』

の
数
ペ
ー
ジ
、
死
後
刊
行
さ
れ
た
遺
稿
集

『

世
界
の
散
文』

中
の

｢

表
現

と
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン｣

、
そ
し
て
聴
講
し
た
学
生
の
ノ
ー
ト
か
ら
編
ま
れ
た
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
録
の
一
つ

｢

児
童
児
心
理
学
の
方
法｣

等
が
存
在

す
る
も
の
の
、
そ
の
分
量
は
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
セ
ザ
ン
ヌ
と
そ
の
作
品
は
、
表
現
の
問
題
を
解
く
鍵
と
し
て

『

知
覚

の
現
象
学』

序
文
末
尾
の
一
節

｢

現
象
学
は
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
作
品
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
作
品
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
作
品
、
あ
る
い
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
作
品

と
同
じ
よ
う
に
不
断
の
辛
苦
で
あ
る

同
じ
種
類
の
注
意
と
驚
異
と
同
じ
よ
う
な
意
識
の
厳
密
さ
を
も
っ
て
、
世
界
や
歴
史
の
意
味
を
そ
の
生

ま
れ
出
よ
う
と
す
る
状
態
に
よ
っ
て
捉
え
よ
う
と
す
る
同
じ
意
志
に
よ
っ
て

(

１)｣

と
い
う
言
葉
を
は
じ
め
、『

意
味
と
無
意
味』

に
収
め
ら
れ
た
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ポ
ン
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け
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児
の
デ
ッ
サ
ン
と
表
現
の
意
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｢

セ
ザ
ン
ヌ
の
疑
惑｣

、『

シ
ー
ニ
ュ』

に
収
め
ら
れ
た

｢

間
接
的
言
語
と
沈
黙
の
声｣

そ
し
て
メ
ル
ロ�

ポ
ン
テ
ィ
生
前
最
後
に
出
版
さ
れ
た

『
眼
と
精
神』

に
お
い
て
繰
り
返
し
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
様
々
な
物
や
道
具
に
囲
ま
れ
つ
つ
家
や
街
の
中
に
住
む
我
々
は
、
こ
れ
ら
の
物
す

べ
て
が
、
そ
こ
に
当
然
の
よ
う
に
存
在
し
、
ま
た
こ
れ
か
ら
も
存
在
し
続
け
る
と
疑
わ
な
い
で
い
る
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し

た
習
慣
的
態
度
に
貫
か
れ
た
人
間
の
世
界
を
支
え
て
い
る

｢

非
人
間
的
な
自
然
と
い
う
根
底

(

２)｣

を
描
き
出
そ
う
と
す
る
セ
ザ
ン
ヌ
を
通
じ
て
、
メ

ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
実
際
に
見
え
て
い
る
世
界
を
支
え
る
別
の

｢

見
え
る
世
界｣

を
論
じ
、
さ
ら
に
は

｢

見
え
る
も
の｣

と

｢

見
え
な
い
も
の｣

の
交
叉
す
る
後
期
知
覚
論
な
い
し
存
在
論
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
う
し
た
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
の
表
現
論
に
お
い
て
、
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
は
必
ず
し
も
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
幼
児

の
デ
ッ
サ
ン
を
遠
近
法
的
な
手
法
を
獲
得
す
る
途
上
の
或
る
段
階
に
お
け
る
未
成
熟
さ
や
失
敗
と
し
て
捉
え
て
は
な
ら
ず
、
た
と
え
幼
児
の
デ
ッ

サ
ン
が
遠
近
法
を
無
視
し
た
無
秩
序
な
も
の
に
見
え
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
遠
近
法
的
秩
序
が
取
り
逃
が
し
て
し
ま
う
触
覚
・
聴
覚
ま
で
を
も

含
む
身
体
的
経
験
や
時
間
の
厚
み
、
そ
し
て
何
よ
り
も

｢

も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と｣

そ
の
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
る
と
き
、

幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
は
無
意
味
な
も
の
と
し
て
破
棄
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
幾
何
学
図
形
や
一
般
的
な
成
人
の
描
い
た
絵
画
に
比
し
て
も
芸
術
家

の
作
品
に

(

同
等
と
ま
で
は
言
え
な
い
が)

近
い
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
し
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
に
お
け

る
何
が
し
か
の
欠
如
が
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
の
芸
術
作
品
た
る
こ
と
を
許
さ
な
い
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
あ
る
何
が
し
か
の
欠
落
を
考
察
す
る
こ
と
で
、

メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
の
考
え
る
表
現
成
立
の
た
め
の
可
能
性
や
条
件
そ
し
て
表
現
の
意
味
そ
の
も
の
が
垣
間
見
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

た
だ
し
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
論
と
は
い
え
、
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
幼
児
の
成
長
過
程
と
絵
の
発
達
の
関
係
と
い
う
点
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い

な
い

(

３)

。
例
え
ば
殴
り
書
き
か
ら
具
体
的
な
形
象
の
出
現
、
頭
部
か
ら
直
接
手
足
が
出
て
い
る
人
物
画

(

頭
足
人)

の
出
現
と
消
滅
等
、
幼
児
の
年

齢
と
絵
の
変
化
も
含
め
た
子
ど
も
の
精
神
発
達
と
絵
の
関
係
と
い
う
も
の
が
議
論
の
中
心
に
な
る
こ
と
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
側
面
が
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
五
、
六
ヶ
月
の
幼
児
に
お
け
る

｢

鏡
像｣

の
経
験
に
よ
っ

て
、
或
る
像
や
或
る
絵
が
単
な
る
紙
と
そ
の
上
に
置
か
れ
た
イ
ン
ク
の
シ
ミ
か
ら
な
る
物
質
で
は
な
く
、
単
な
る
記
号
的
意
味
以
上
の
独
自
な
意
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味
を
持
つ
に
至
る
過
程
が
論
じ
ら
れ
る

(

４)

。

鏡
の
中
に
映
っ
て
い
る
父
親
に
笑
い
か
け
る
五
、
六
ヶ
月
の
幼
児
は
、
父
親
に
話
し
か
け
ら
れ
る
と
非
常
に
驚
い
て
振
り
返
っ
て
し
ま
う
。
な

ぜ
な
ら
自
分
が
笑
い
か
け
た
鏡
の
中
の
父
親
か
ら
で
は
な
く
別
の
方
向

(

実
物
の
い
る
方
向)

か
ら
声
が
し
た
か
ら
で
あ
る
。
父
親
の
鏡
像
と
実

際
に
声
が
す
る
方
向
に
い
る
父
親
と
の
関
係
へ
の
興
味
は
そ
の
後
も
数
週
間
続
く
。
幼
児
に
と
っ
て
鏡
の
中
の
父
親
の
像
は

｢

単
な
る
像｣

以
上

の
も
の
な
の
で
あ
る
。
確
か
に
声
が
す
る
方
向
に
実
物
の
父
親
が
い
る
。
だ
が
幼
児
に
と
っ
て
は
同
時
に
鏡
の
中
に
は
父
親
の

｢

分
身｣

あ
る
い

は

｢

幽
霊｣

が
い
る
の
で
あ
り

(

５)

、
こ
の
像
は
単
な
る
光
の
反
射
と
い
う
だ
け
の
も
の
に
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
い

｢

第
二
の
実
在｣

と
し
て

｢

準
実

在
性

(

６)｣

を
帯
び
る
こ
と
に
な
る

(

７)

。

発
達
段
階
を
区
切
る
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
し
て
の
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
の
役
割
も
否
定
で
き
な
い
が
、
本
論
で
は
メ
ル
ロ�

ポ
ン
テ
ィ
が
幼
児
の
デ
ッ

サ
ン
に
よ
っ
て
表
現
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、
ま
た
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
に
つ
い
て
の
考
察
が
、
主
に
セ
ザ
ン
ヌ
や
ク
レ
ー
を
論
じ
る
こ
と
で

示
さ
れ
る
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
の
表
現
論
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
と
意
味
を
持
つ
の
か
を
中
心
に
考
察
す
る
。

一
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
言
語
活
動
も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
表
現
活
動
は
身
体
性
と
密
接
に
連
動
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
の
表
現

と
身
体
の
密
接
な
つ
な
が
り
と
は
、
単
に
表
現
者
の
内
的
思
惟
や
作
品
コ
ン
セ
プ
ト
を
詩
や
小
説
、
画
布
上
に
連
続
す
る
線
や
絵
の
具
の
重
な
り
、

あ
る
い
は
音
符
へ
の
置
換
お
よ
び
演
奏
行
為
と
し
て
翻
訳
・
再
現
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
概
念
的
意
味
の
操
作

を
超
え
て
、
身
体
に
お
け
る

｢

所
作
的
意
味

(

８)｣

、｢

情
動
的
意
味

(

９)｣

が

｢

表
現｣
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
世
界
に
お
け
る

(

私
の
身
体
の)

と
る
位
置
と
そ
の
と
り
方
、
他
者
へ
と
向
か
う
身
体
の
あ
る
部
位
の
運
動

(

顔
の
筋
肉
や
声
帯
の
振
動)

も
含
め
た

｢

所
作｣

、
そ
し
て
世
界
に

わ
れ
わ
れ
を
開
き
つ
つ
向
か
わ
せ
る
運
動
能
力
と
し
て
の

｢

運
動
志
向
性｣

が
そ
こ
に
は
働
い
て
い
る
。

線と表現
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故
に
、
仮
に
絵
画
・
デ
ッ
サ
ン
と
い
う
場
面
に
限
定
し
て
み
て
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
描
く
と
い
う
こ
と
に
は
身
体
の
刻
印

が
必
然
的
に
刻
ま
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る｢

表
現｣

と
は
そ
の
よ
う
な
身
体
の
刻
印
あ
る
い
は
痕
跡
を
必
要
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
世
界
と
の
関
係
と
し
て
の
身
体
性
の
露
骨
な
発
露
を
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
の
中
に
見
出
す
。

し
か
し
、｢
画
家
は
そ
の
身
体
を
世
界
に
貸
し
与
え
る
こ
と
で
世
界
を
絵
に
変
え
る

(�)｣

と
語
る
と
き
に
彼
の
念
頭
に
あ
る
の
は
セ
ザ
ン
ヌ
や
ク

レ
ー
ら
の
絵
画
で
あ
り
、
彼
ら
と
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
と
の
間
に
は
や
は
り
明
確
な
違
い
が
あ
る

(�)

。
だ
が
両
者
の
相
違
を
超
え
て
、
彼
ら
の
描
く
も

の
を
身
体
性
に
貫
か
れ
た
表
現
と
し
て
成
立
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

『

知
覚
の
現
象
学』

で
は
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
と
と
も
に
次
の
よ
う
な
幾
何
学
的
作
図
の
例
が
触
れ
ら
れ
て
い
る

(�)

。
或
る
三
角
形
の
一
辺
を
延
長

し
、
そ
の
反
対
側
に
頂
点
を
通
過
す
る
平
行
な
線
を
引
く
と
き
、
こ
の
頂
点
を
通
る
直
線
と
こ
の
頂
点
の
作
る
角
は
二
直
角
に
等
し
く
、
ま
た
同

時
に
三
角
形
の
角
の
総
和
に
等
し
い

(�)
。

こ
の
よ
う
な
作
図
の
意
味
す
る
も
の
が

｢
単
に
図
形
の
生
成
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ひ
と
つ
の
理
念
上
の
生
成

(�)｣

で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
作

図
の
結
果
が
す
で
に
証
明
済
み
で
確
実
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、｢

三
角
形
の
本
質
に
属
す
る
諸
関
係｣

こ
そ
が
こ
こ
で
示
さ
れ
た
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
幾
何
学
的
作
図
は
幼
児
の
描
い
た
よ
う
な

｢

紙
の
上
に
事
実
的
に
存
在
し
て
い
る
無
規
定
な
図
形
が

暗
示
す
る
諸
関
係

(�)｣

の
よ
う
な
も
の
と
は
絶
対
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
幾
何
学
図
形
が
純
粋
思
惟
に
よ
る
理
念
的
生
成

物
で
あ
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、｢

幼
児
の
デ
ッ
サ
ン

(�)｣
と
は
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
紙
の
上
に
ペ
ン
・
鉛
筆
の
跡
と
し
て
事
実
的
に
存
在
す

る
偶
然
的
な
線
の
混
沌
と
し
た
集
合
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
考
え
る
。

幾
何
学
的
図
形
と
の
比
較
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
は

｢
い
い
加
減
に
自
分
の
デ
ッ
サ
ン
に
付
け
加
え
て
そ
の
つ
ど
意
味
を

覆
す

(

こ
れ
は

『

家
だ
、
い
や
、
船
だ
、
い
や
人
物
だ』

と
い
っ
た
具
合
に)
よ
う
な
、
私
の
手
の
ま
ま
の
偶
然
に
生
ま
れ
た
線
の
集
ま
り

(�)｣

で

あ
り
、
ま
た
、
例
え
ば
子
ど
も
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
も
の
が
こ
と
さ
ら
大
き
く
描
か
れ
る
場
合
の
よ
う
に
、
幼
児
と
世
界
と
の
何
ら
か
の
関
係

を
暗
示
す
る

｢

無
規
定
的
な
図
形｣

が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
一
つ
の
デ
ッ
サ
ン
が
別
の
形
状
の
デ
ッ
サ
ン
を
誘
発
し
、
そ
し
て
そ
れ
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ら
の
デ
ッ
サ
ン
が
夢
想
状
態
に
お
け
る
自
動
運
動
の
ご
と
く

｢

継
起
的
に
互
い
に
追
い
あ
う

(�)｣

運
動
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

で
は
、
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
と
は
、
幾
何
学
的
作
図
に
対
し
て
対
照
的
な
も
の
、
単
な
る
無
規
定
的
な
偶
然
性
の
集
ま
り
、
も
し
く
は
幾
何
学
的
作

図
の
理
念
的
性
質
を
強
調
す
る
た
め
の
も
の
で
し
か
な
い
と
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
問
い
に
対
す
る
答
え
は
否
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
幾
何
学
図
形
が
純
粋
思
惟
に
よ
る
理
念
的
生
成
物
で
あ
る
と
い
う
仮
定
は
破
棄

さ
れ
る
べ
き
仮
定
で
あ
り
、
幾
何
学
図
形
の
作
図
は

｢

純
粋
思
惟
の
行
為｣

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
う
し
た
三
角
形
の
作
図
は
、｢

三
角
形
の

形
状
、
空
間
上
で
の
三
角
形
の
位
置
、『

の
上
に』

『

を
通
っ
て』
『

頂
点』

『

延
長
す
る』

と
い
っ
た
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
る
諸
関
係

(�)｣

に
必
然
的

に
依
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
三
角
形
の
作
図
は

｢『

上』
『

下』
『

右』
『

左』

と
い
っ
た
関
係
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
る｣

こ
と
に
よ
っ
て

こ
そ
私
の
知
覚
野
の
内
に
置
か
れ
る
の
で
あ
り
、
純
粋
な
理
念
的
生
成
物
だ
と
考
え
ら
れ
る
幾
何
学
的
図
形
で
あ
っ
て
も
、
す
で
に
こ
の
私
の
身

体
と
世
界
の
関
係
の
中
に
、｢

私
の
全
般
的
な
世
界
把
握
の
中
に
含
み
こ
ま
れ
た
も
の

(�)｣

な
の
で
あ
る
。

二

『

知
覚
の
現
象
学』

に
お
い
て
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
は
幾
何
学
図
形
の
理
念
性
を
強
調
す
る
対
照
例
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
を
ま
っ
た
く
考
慮
に
値
し
な
い
も
の
と
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
幾
何
学
的
作
図
と
幼

児
の
デ
ッ
サ
ン
と
い
っ
た
一
見
す
る
と
ま
っ
た
く
対
照
的
な
二
つ
の
ケ
ー
ス
を
並
べ
る
こ
と
で
、
幾
何
学
図
形
の
理
念
性
は
結
局
の
と
こ
ろ
純
粋

思
惟
の
領
域
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
純
粋
思
惟
の
行
為
と
捉
え
ら
れ
る
幾
何
学
的
作
図
も
ま
た
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン

と
同
様
に
そ
の
根
源
に
お
い
て

｢

潜
在
的
に
は
自
分
の
身
体
を
も
っ
て

(�)｣
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。｢

も
し

『

角』

や

『

方
向』

と
い
う
言
葉
が
私
に
と
っ
て
或
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
私
が
或
る
一
点
に
位
置
を
占
め
て
い
て
、
そ
こ
か
ら

他
の
一
点
へ
と
向
か
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
空
間
的
位
置
の
体
系
が
私
に
と
っ
て
可
能
な
運
動
の
一
領
野
で
あ
る
限
り
に
お
い
て｣

で
あ
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り
、
幾
何
学
者
の
作
図
と
い
う

｢

行
為｣

そ
れ
自
身
、｢

単
な
る
精
神
の
作
業

(�)｣

で
は
な
く
、
空
間
内
に
位
置
し
て
い
る
こ
の
私
の
身
体
、
そ
し

て
そ
の

｢

身
体
の
運
動
性

(�)｣
を
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
が

｢

幾
何
学
の
主
体
は
動
的
な
主
体
で
あ
る｣

と
い
う
と
き
、

そ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
世
界
に
向
き
合
い
、
そ
し
て
世
界
に
対
し
て
何
ら
か
の
態
度
を
採
択
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
運
動
性
を
伴
っ
た

身
体
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
運
動
性
は
単
な
る
空
間
内
の
位
置
の
移
動
と
い
う
意
味
で
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ

｢

空
間
を
生
み
出
す

運
動

(�)｣
で
あ
り
、
所
与
と
し
て
の
空
間
内
に
お
い
て
運
動
性
を
発
揮
す
る
身
体
が
、
意
識
に
と
っ
て
の

｢

道
具

(�)｣

、
あ
る
い
は
道
具
で
す
ら
も
な

く
様
々
な
対
象
の
中
の
ひ
と
つ
で
し
か
な
い
よ
う
な

(�)
｢

空
間
内
の
運
動｣

と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
身
体
が

｢

空
間
を
生
み
出
す
運

動｣

を
可
能
に
す
る
の
は

｢

そ
の
運
動
が
そ
れ
自
身
一
つ
の
独
自
の
志
向
性
、
認
識
と
は
異
な
っ
た
、
対
象
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
関
係
の
仕
方｣

で
あ
る
場
合
の
み
で
あ
り
、｢

或
る

『
こ
こ』

か
ら
あ
る

『

こ
こ』

へ

(�)｣
の
軌
道
の
う
え
で
こ
そ

｢

空
間
を
生
み
出
す
運
動｣

、
す
な
わ
ち
、
身
体

が
意
識
の
道
具
あ
る
い
は
諸
対
象
中
の
一
対
象
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
身
体
の
運
動
志
向
性
が
私
と
空
間
の
関
係
を
改
変
し
、
時
に
は
切
り
開

き
、
そ
こ
に
運
動
性
に
貫
か
れ
た
新
た
な
身
体
的
空
間

そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

｢

空
間
内
の
運
動｣

も
可
能
に
な
る
よ
う
な
始
原
的
な
空

間

を
立
ち
上
げ
る
運
動
が
展
開
し
う
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
紙
の
上
に
三
角
形
を
書
く
と
い
う
行
為
自
体
、
ま
ず
ど
こ
に
筆
先
を
置
く
か
、

そ
し
て
次
に
ど
の
方
向
に
、
ど
れ
ぐ
ら
い
の
長
さ
に
、
ど
の
角
度
で
ペ
ン
を
走
ら
せ
る
の
か
、
そ
の
白
紙
の
ス
ペ
ー
ス
は
有
限
で
あ
る
と
し
て
も

選
択
肢
の
数
は
無
限
で
あ
る
。
し
か
し
無
数
に
可
能
性
と
し
て
存
在
し
得
た
三
角
形
の
中
か
ら
一
つ
の
三
角
形
が
像
を
結
ん
だ
の
は
、
た
と
え
そ

れ
が
偶
然
的
で
あ
っ
て
も
、
私
が
身
体
で
記
述
す
る
と
い
う
や
り
方
で
世
界
へ
の
或
る
関
係
の
仕
方
を
選
択
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
身
体
こ
そ

｢

単
に
幾
何
学
的
な
綜
合
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
表
現
作
業
の
、
文
化
世
界
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
人
為
的
獲
得
物
の
可
能

性
の
条
件

(�)｣

な
の
で
あ
る
。

｢

空
間
を
生
み
出
す
運
動｣

を
可
能
に
し
、
ま
た

｢

あ
ら
ゆ
る
表
現
作
業｣

の

｢
可
能
性
の
条
件｣

で
あ
る
身
体
を
提
示
す
る
た
め
に
、
メ
ル

ロ�

ポ
ン
テ
ィ
は
幾
何
学
図
形
に
対
し
て
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
を
一
時
的
に
対
置
し
た
わ
け
だ
が
、
で
は
、
幾
何
学
図
形
そ
し
て
後
で
触
れ
る
セ
ザ
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ン
ヌ
や
ク
レ
ー
ら
の
絵
画
作
品
と
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
を
す
べ
て
同
列
に
語
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
メ
ル
ロ�

ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る

表
現
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
。

三

『

世
界
の
散
文』
所
収
の

｢

表
現
と
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン｣

で
は
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
の
も
つ

｢

野
性
的
表
現

(�)｣

が
な
ぜ
人
を
惹
き
付
け
る
の
か
と

い
う
問
い
が
最
初
に
提
示
さ
れ
る
。

メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
の

｢

野
性
的
表
現｣

を
、｢

美
術
館
の
美
術

(�)｣

、｢『

客
観
的』

な
美
術

(�)｣

へ
の
単
な
る
抵
抗
と
し
て
理

解
す
る
安
易
な
二
項
対
立
関
係
で
は
捉
え
な
い
。
む
し
ろ
こ
の

｢

野
性
的
表
現｣

は

｢『

客
観
的
な』

美
術
や
文
学
を
も
支
え
て
い
る
創
造
的
な

表
現
力
を
再
び
思
い
起
こ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
美
術
や
古
典
文
学
を
生
き
生
き
と
蘇
ら
せ
る
よ
う
な
性
質
の
出
来
事｣

を
生
起
さ

せ
る
力
を
秘
め
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

｢

野
性
的
表
現｣

に
み
ら
れ
る
よ
う
な

｢

非
規
範
的
な
表
現
様
式

(�)｣
は
古
典
的
な
美
術
を
否
定
し
去
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
非
規
範
性

ゆ
え
に
排
除
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
子
ど
も
の
デ
ッ
サ
ン
は
両
者
間
の
交
流
、
対
話
的
関
係
に
お
い
て
古
典
的
な
美
術
や
文
学
を｢

も
っ

と
も
成
功
し
た
獲
得
物

(�)｣

ま
た
は

｢

一
個
の
歴
史
的
創
造
物

(�)｣
と
し
て
生
き
返
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
絵
画
に
お
け

る

｢

客
観
性｣

と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

重
要
な
意
味
を
持
つ
作
品
と
は
或
る
文
化
圏
に
お
け
る

｢

一
般
的
な
意
味
す
る
力

(�)｣
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
ま
た

｢

万
人
の
う
ち
に
、
ま
た
事

物
の
う
ち
に
す
で
に
現
存
し
て
い
る
意
味

(�)｣
に
訴
え
か
け
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
作
品
観
、
す
な
わ
ち
優
れ
た
作
品
と
は
意
味
の

一
般
性
に
支
え
ら
れ
た

｢『

客
観
的』

な
文
学
や
美
術

(�)｣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
作
品
観
の
う
ち
に
潜
む
も
の
こ
そ

｢

客
観
主
義
の
錯
覚

(�)｣

だ
と
メ
ル
ロ�

ポ
ン
テ
ィ
は
言
う
。
そ
の
場
合
の

｢

描
く｣

と
い
う
行
為
は
、
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
物
や
景
色
を
画
布
の
上
に

｢

転
写｣

し
、
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そ
の

｢

等
価
物｣

と
し
て
の
図
像
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
り
、｢

原
理
的
に
は
、
そ
の
光
景
の
す
べ
て
の
要
素
が
、
曖
昧
さ
な
し
に
、
そ
し
て
ま

た
相
互
に
侵
食
し
あ
う
こ
と
な
し
に
記
号
的
に
表
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と

(�)｣

で
し
か
な
い
。

し
か
し

｢

言
葉
は
、
思
惟
の
単
な
る
衣
服
と
し
て
は
考
え
ら
れ
ず
、
表
現
も
ま
た
、
す
で
に
そ
れ
自
体
が
明
晰
と
な
っ
て
い
る
或
る
意
味
作
用

の
、
記
号
の
恣
意
的
な
体
系
へ
の
翻
訳
と
は
考
え
ら
れ
な
い

(�)｣

の
で
あ
り
、
画
布
上
の
図
像
と
対
象
と
な
る
事
物
や
風
景
の
間
に
、
意
味
す
る
／

意
味
さ
れ
る
と
い
う
透
明
な
対
応
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
対
応
関
係
に
お
い
て
は
、
光
景
の
す
べ
て
の
要
素
の

｢

曖
昧
さ｣

、

そ
し
て
要
素
が
互
い
に

｢
侵
食
し
あ
う｣

様
子
は
、
記
号
に
置
換
さ
れ
翻
訳
さ
れ
え
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
一
種
の
ノ
イ
ズ
と
し
て
切
り
捨
て
ら

れ
て
し
ま
う
。

で
は
、
対
象
を
画
布
上
へ
の
再
構
成
と
し
て
で
は
な
い
仕
方
で
、
光
景
の
す
べ
て
の
要
素
の

｢

曖
昧
さ｣

や
、
そ
れ
ら
が
互
い
に

｢

侵
食
し
あ

う｣

様
子
を
表
現
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
な
の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
も
し
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
に
お

い
て
成
功
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
な
の
か
。

四
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
ま
ず
、
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
を

｢

平
面
遠
近
法
に
達
す
る
最
終
段
階
と
の
連
関
で
の
み
定
義
す
る

(�)｣

と
い
う
視
点
を
斥
け

る
。
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
を
不
注
意
や
統
合
の
不
能
の
事
態
あ
る
い
は
遠
近
法
の
失
敗
例
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
必
要
な

の
は
、
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
の

｢

原
初
的
な
表
現
様
式
を
そ
れ
自
体
と
し
て
、
そ
し
て
積
極
的
達
成
と
し
て
理
解
す
る
こ
と

(�)｣

な
の
で
あ
る
。

幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
を
失
敗
し
た
遠
近
法
と
み
な
す
見
方
は
、
正
確
な
遠
近
法
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
デ
ッ
サ
ン
が
真
の
解
答
と
し
て
す
で
に
存
在

し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
前
提
に
立
つ
な
ら
ば
、
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
と
は
真
の
デ
ッ
サ
ン
を
捉
え
損
な
っ
て
い
る
だ
け

の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し

｢

平
面
遠
近
法｣

は
、
互
い
に
関
連
す
る
水
平
線
、
垂
直
線
と
の
あ
い
だ
の
数
値
的
な
関
係
に
よ
っ
て

｢

わ
れ
わ
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れ
が
そ
の
光
景
を
紙
の
上
に
投
射
し
よ
う
と
決
意
し
た
場
合
に
の
み

(�)｣

可
能
と
な
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
意
味
で
は

｢

平
面
遠
近
法｣

も
ま
た
文
化

的
構
築
物
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
の
う
ち
の
一
つ
の
態
度
決
定
で
し
か
な
い
。

こ
の
よ
う
な

｢

平
面
遠
近
法
が
デ
ッ
サ
ン
に
押
し
つ
け
る
強
制

(�)｣

に
未
だ
屈
せ
ざ
る
も
の
の
一
つ
が
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
な
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
平
面
遠
近
法
に
お
い
て
正
立
方
体
は
正
面
が
正
方
形
に
よ
っ
て
、
そ
れ
と
辺
を
共
に
す
る
他
の
面
が
菱
形
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
。
し
か
し
幼
児

の
デ
ッ
サ
ン
に
お
い
て
は
六
つ
の

｢『

ば
ら
ば
ら
の』

正
方
形

(�)｣

が
描
か
れ
、
幼
児
の
風
景
画
や
人
物
画
に
お
い
て
は
並
木
道
や
人
の
顔
の

｢『

客

観
的
な』

輪
郭

(�)｣
が
描
か
れ
な
い
自
由
さ
が
画
面
を
支
配
す
る
。

幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、
立
方
体
各
面
の
並
列
的
描
写
、
輪
郭
線
の
消
失
と
い
っ
た
空
間
性
に
お
け
る
非
―
遠
近
法
的
性
格
だ

け
で
は
な
く
、
そ
の
時
間
的
性
格
に
お
い
て
も

｢

客
観
主
義｣

的
に
見
れ
ば
特
異
な
点
を
有
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
彼
ら
が
描
く

｢

絵
物
語｣

に

お
い
て
、
一
つ
の
場
面
の
中
に
継
起
す
る
場
面
が
渾
然
と
前
後
の
順
序
無
く
描
か
れ
た
り
、
登
場
人
物
の
振
る
舞
い
が
そ
の
継
起
的
な
時
間
軸
に

お
け
る
順
序
を
無
視
し
た
形
で
一
つ
の
場
面
に
一
挙
に
描
き
こ
ま
れ
る
と
い
う
の
は
そ
の
顕
著
な
例
で
あ
る

(�)

。
確
か
に
こ
う
し
た
表
現
は

｢

時
間

を
一
連
の
並
列
的
な
時
点
で
考
え
て
い
る

『

合
理
的』

な
成
人
の
眼

(�)｣
に
お
い
て
は
甚
だ
非
合
理
的
な
も
の
と
映
る
で
あ
ろ
う
が
、
メ
ル
ロ�

ポ

ン
テ
ィ
が
言
う
よ
う
に

｢

わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
時
間

(�)｣
と
い
う
も
の
が

｢

現
在
が
ま
だ
過
去
に
触
れ
、
過
去
を
手
中
に
保
持
し
、
過
去
と
奇

妙
な
具
合
に
共
存
し
て
い
る

(�)｣
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
幼
児
の
描
く

｢

絵
物
語｣

の
中
の
時
間
は
そ
こ
で
起
き
る
出
来
事
に
対
し
て
外
在

的
に
過
去
か
ら
現
在
、
未
来
へ
と
継
起
的
に
流
れ
去
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
出
来
事
、
光
景
、
そ
し
て
登
場
人
物

と
き
に
は
人

間
以
外
の
生
物
や
存
在
者
も
そ
こ
に
含
ま
れ
る

が
混
在
し
、
と
も
に
対
話
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

｢

時
間
の
厚
み｣

が
そ
こ
に
描
か
れ
て

い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
客
観
性
と
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
に
関
し
て
、
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
に
お
け
る
一
九
五
一
―
五
二
年
度
の
講
義
録

『

児

童
心
理
学
の
方
法�������������������������������』
に
お
い
て
成
人
の
デ
ッ
サ
ン
と
比
較
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

成
人
の
デ
ッ
サ
ン
は
も
の
に
対
す
る
一
つ
の
視
点

(

定
点)

に
従
っ
て
い
る
た
め
に
客
観
的
で
は
あ
る
が
、
も
の
の
実
在
性

(�������������
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�����)
を
我
々
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

(�)

の
に
対
し
て
、
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
は
成
人
の
デ
ッ
サ
ン
よ
り
も
主
観
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、｢

も
の

の
現
実
の
あ
ら
わ
れ

(���������������������������)｣
を
わ
れ
わ
れ
に
示
そ
う
と
す
る

(�)

も
の
で
あ
る
。
確
か
に
客
観
性
と
い
う
点
か
ら

見
れ
ば
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
は
、
も
の
の
大
小
、
遠
近
と
い
っ
た
数
量
的
関
係
の
み
な
ら
ず
時
制
も
混
沌
と
し
た
非
合
理
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
デ
ッ
サ
ン
と
は
、
も
は
や
記
号
に
還
元
さ
れ
た
対
象
が
画
布
上
に
そ
の
数
的
関
係
に
よ
っ
て
再
構

成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、｢

わ
れ
わ
れ
の
視
線
や
、
潜
在
的
に
は
わ
れ
わ
れ
の
触
覚
や
わ
れ
わ
れ
の
耳
、
そ
れ
に
偶
然
性
や
運
命
や
自
由
に
つ

い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
感
情
を
も
ふ
る
わ
せ
る
か
ぎ
り
で
の
、
こ
の
対
象
や
こ
の
光
景
と
の
わ
れ
わ
れ
の
接
触
の
痕
跡

(�)｣

な
の
で
あ
る
。
幼
児
の
デ
ッ

サ
ン
と
い
う
例
を
通
じ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
デ
ッ
サ
ン
と
い
う
も
の
が
眼
に
見
え
る
も
の
に
限
定
さ
れ
る
視
覚
的
情
報
を
記
号
化
・
数
値
化

し
、
画
面
上
へ
投
射
し
再
構
成
す
る
営
為
に
と
ど
ま
ら
ず
、
触
覚
や
聴
覚
と
い
っ
た
も
の
を
含
む
身
体
的
経
験
と
し
て
の
世
界
と
の
接
触
そ
の
も

の
を
記
号
や
数
値
に
還
元
し
得
な
い
も
の
と
し
て
画
布
上
に
刻
み
込
む
営
為
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
デ
ッ
サ
ン
と
は
、
そ
れ
自
体
が

｢

対
象
と

の
全
体
的
か
つ
包
括
的
な
関
係

(�)｣
な
の
で
あ
る
。

五
遠
近
法
的
手
法
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
数
値
化
に
基
づ
く
必
然
性
か
ら
逸
脱
し
た
偶
然
的
表
現
し
か
み
い
だ
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
幼
児
の
デ
ッ

サ
ン
に
描
か
れ
て
い
る
の
は

｢

わ
れ
わ
れ
の
世
界
と
の
関
係

(�)｣
、
す
な
わ
ち

｢

わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
時
間｣

の
な
か
で
曖
昧
さ
と
と
も
に
光

景
の
う
ち
に
あ
る
要
素
が
侵
食
し
あ
う
世
界
と
わ
れ
わ
れ
と
の
関
係
で
あ
る
。

し
か
し
後
に

『

眼
と
精
神』

で
触
れ
ら
れ
る
セ
ザ
ン
ヌ
や
ク
レ
ー
の
絵
画
と
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
が
と
も
に

｢

芸
術
作
品｣

と
し
て
同
等
な
も
の

と
見
做
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
こ
に
は
明
確
な
違
い
が
あ
る
。
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
の
も
つ

｢

野
性
的
表
現｣

が

｢

客
観
主
義
的
錯
覚｣

か
ら
絵

画
を
開
放
す
る
力
を
持
つ
こ
と
が
事
実
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は

｢

未
分
化
な
経
験
の
残
滓

(�)｣
で
し
か
な
く
、
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
幼
児
の
デ
ッ
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サ
ン
に
つ
い
て

｢

擬
似
デ
ッ
サ
ン
に
す
ぎ
な
い
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン

(�)｣

と
い
う
言
い
方
で
そ
の
限
界
を
示
唆
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
は
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
擬
似
デ
ッ
サ
ン
で
あ
る
と
い
う
そ
れ
だ
け
の
も
の

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
に
お
け
る
表
現
と
、
芸
術
家
に
お
け
る
表
現
を
分
け
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
何
な
の
で
あ
ろ
う

か
。

｢

手
の
ま
ま
の
偶
然｣

、｢

相
継
起
す
る
線｣

、
客
観
的
な
輪
郭
線
に
縛
ら
れ
な
い
自
由
さ
、
並
列
的
な
時
間
継
起
に
と
ら
わ
れ
な
い

｢

時
間
の
厚

み｣

が
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
と
し
て
も
、｢

出
来
上
が
っ
た
身
体
世
界
を
利
用
す
る
だ
け
で
は
満
足
せ
ず
、
そ
こ
に
体
系
的
表
現
原
理
を
持
っ

た
世
界
を
付
け
加
え
る
こ
と

(�)｣
の
有
無
こ
そ
が
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
と
芸
術
家
の
絵
画
を
分
け
る
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
身
体
の
運
動
可
能
性
を

駆
使
す
る
こ
と
だ
け
で
は
不
十
分
な
の
で
あ
る
。
画
家
が

｢

生
き
た
歴
史

(�)｣

つ
ま
り

｢

画
家
が
引
き
受
け
た
伝
統
と
画
家
が
創
設
す
る
伝
統
と
を

結
び
付
け
る
と
き
に
こ
の
画
家
の
う
ち
に
住
み
着
く
歴
史
性

(�)｣
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
、
表
現
を
芸
術
家
に
固
有
の
表
現
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

｢

生
き
た
歴
史｣

を
引
き
受
け
た
芸
術
家
に
よ
っ
て
採
り
上
げ
な
お
さ
れ
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
表
現
は

｢

世
界
に
開
か
れ
て
詩
に
な
る
よ
う
な
、

ひ
そ
か
な
反
響

(�)｣
を
引
き
起
こ
す
表
現
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
客
観
主
義
的
な
デ
ッ
サ
ン
が
常
に
捉
え
損
ね
て
い
る

｢

わ
れ
わ
れ
と
世
界
の
接
触｣

、｢

世
界
と
の
関
係｣

、｢

時
間
の
厚
み｣

を
そ
の

無
規
定
的
な
表
現
に
よ
っ
て
描
き
出
し
、
そ
し
て

｢

平
面
遠
近
法｣

に
よ
る

｢

客
観
的｣

な
デ
ッ
サ
ン
が
世
界
と
わ
れ
わ
れ
と
の
関
係
の
一
例
、

｢

世
界
の
存
在
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
表
現
操
作

(�)｣
の
な
か
の
特
殊
な
一
例
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
示
し
た
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン

が

た
と
え
そ
こ
に
経
験
の
未
成
熟
さ
や
伝
統
の
欠
落
と
い
う
負
い
目
が
あ
る
と
し
て
も

｢

野
生
的
表
現｣

と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
触
れ
て

く
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
表
現
を

｢

表
現｣

た
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
芸
術
作
品
と
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
の
区
別
を
無
効
に
す
る
よ
う
な
何
か
始
原

的
な
次
元
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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六
た
と
え
ば

『
眼
と
精
神』

に
お
い
て
、
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
ク
レ
ー
に
言
及
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。｢

ク
レ
ー
の
言
葉
に
従
え

ば
、
以
後
、
線
は
も
は
や
見
え
る
も
の
を
模
倣
す
る
の
で
は
な
く
、『

見
え
る
よ
う
に
す
る』

の
で
あ
る

(�)｣

。
す
な
わ
ち
、
現
わ
れ
た
線
に
よ
っ
て
、

そ
の
線
を
描
い
た
は
ず
の

｢

私｣

が

｢

見
え
る
も
の｣

を
支
え
る

｢

見
え
な
い
も
の｣

に

そ
れ
は
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
に
よ
っ
て

｢

時
間
の
厚

み｣

、｢

わ
れ
わ
れ
の
世
界
と
の
関
係｣

に
気
づ
か
さ
れ
た
よ
う
に

気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
ク
レ
ー
と
子
ど
も
の
デ
ッ
サ
ン
に
共
通
す
る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
メ
ル
ロ�

ポ

ン
テ
ィ
は
夢
想
に
ふ
け
る
子
ど
も
の
デ
ッ
サ
ン
の
な
か
に
二
つ
の
形
状
が

｢

継
起
し
て
互
い
に
追
い
あ
う｣

と
い
う
特
徴
を
見
出
し
て
い
た
。
す

な
わ
ち
、
互
い
に
追
い
合
う
も
の
は
描
く
主
体
と
線
で
は
な
く
線
と
線
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
線
は
描
く
主
体
に
よ
っ
て
さ
え
所
有
さ

れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
線
の
出
現
は
単
に
何
物
か
を
記
号
的
に
指
示
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
何
も
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
白
紙
の
う
え
に
現
わ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
の
布
置
を
決
定
す
る
裂
け
目
、｢
白
紙
の
無
差
別
の
上
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
平
衡
喪
失

(�)｣

で
あ
る
。
そ
の
裂
け
目
に
よ
っ

て
白
紙
は
、
た
と
え
そ
こ
に
置
か
れ
た
も
の
が
今
に
も
消
え
そ
う
な
鉛
筆
の
跡
で
あ
っ
て
も
、
或
る
意
味
の
布
置
を
担
う
存
在
と
な
る
。
そ
し
て

白
紙
と
線
の
関
係
か
ら
な
る
こ
の
意
味
の
布
置
は
次
の
線
描
を
準
備
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
ど
の
よ
う
な
場
所
に
生
ま
れ
る
か

と
い
う
問
い
に
一
筋
の
導
き
を
与
え
る
。
線
と
白
紙
か
ら
な
る
意
味
の
布
置
は
、
線
の
生
成
の
場
面
を
準
備
し
続
け
る
な
か
で
不
断
に
更
新
さ
れ

て
い
く
。
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
線
が
画
布
の
上
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が

｢

線
が

『

線
と
し
て
進
む』

或
る
仕
方
を
樹
立
し
、

設
定
す
る
こ
と

(�)｣

な
の
で
あ
る
。
線
が

〈

林
檎
の
輪
郭〉

や

〈

畑
と
草
原
と
の
境
界〉

と
し
て
実
際
に
存
在
し
、
あ
と
は
そ
の
上
を
な
ぞ
り
さ
え

す
れ
ば
よ
い
と
い
う
考
え
方
も
あ
っ
た

(�)

が
、
わ
れ
わ
れ
が
描
く
と
い
う
行
為
以
前
に
、
線
自
体
が
対
象
に
事
実
的
に
付
随
し
て
存
在
す
る
と
い
う

考
え
方
は
、
線
に
関
す
る
素
朴
す
ぎ
る
考
え
方
と
し
て
全
て
の
近
代
絵
画
お
そ
ら
く
は
絵
画
全
体
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
と
メ
ル
ロ�
ポ
ン
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テ
ィ
は
考
え
る

(�)
。
線
を
描
く
と
い
う
行
為
は
見
え
る
も
の
の
模
倣
で
は
な
く
、
ま
た
同
時
に
画
布
の
上
に
現
わ
れ
た
線
も
対
象
の
輪
郭
を
客
観
的

に
な
ぞ
り
、
画
布
の
上
に
再
現
し
た
も
の
な
ど
で
は
な
い
。
む
し
ろ
線
と
は

｢

つ
ね
に
記
号
の
布
置
が
わ
れ
わ
れ
を
、
そ
の
布
置
に
先
立
っ
て
は

ど
こ
に
も
あ
り
は
し
な
い
よ
う
な
或
る
意
味
に
導
い
て
い
く

(�)｣

運
動
な
の
で
あ
る
。
目
の
前
の
対
象
が
線
を
導
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
線
の
屈

曲
の
大
き
さ
や
角
度
、
勢
い
の
多
寡
に
対
応
す
る
線
自
身
の

｢

自
己
関
係｣

に
よ
っ
て
後
続
す
る
線
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る

(�)

。

結

論

こ
の
よ
う
な
デ
ッ
サ
ン
の
生
成
の
場
面
に
お
い
て
は
、
も
は
や
画
家
と
い
う

｢

描
く
主
体｣

が

｢

線｣

を

｢

描
く｣

の
だ
と
言
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
線
は

｢

描
く
主
体｣

の
所
有
物
で
は
な
く
、
む
し
ろ
線
が
線
を
呼
び
覚
ま
し
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
線
は
描
く
主
体
で
あ
っ
た
画
家
を
触
発

し
さ
え
す
る
。
そ
こ
で
は
も
は
や
誰
が
描
き
、
誰
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
が

｢

見
え
る
も
の
と
見

え
な
い
も
の
と
が
互
い
に
逆
転
し
、
も
は
や
誰
が
見
、
誰
が
見
ら
れ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
な
る
こ
と

(�)｣

と
言
い
表
し
た

｢

生
得
的
無

名
性

(�)｣

す
な
わ
ち

｢

肉

(�)｣
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
と
芸
術
家
の
作
品
と
を
区
別
し
た
が
、
し
か
し
彼
の
議
論
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
幼
児
の
デ
ッ
サ

ン
が
芸
術
家
の
作
品
と
同
等
か
否
か
を
問
題
に
す
る
こ
と
で
は
な
け
れ
ば
、
更
に
は
又
、
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
の
野
性
的
表
現
を
反
―
美
術
史
的
な

文
脈
に
お
い
て
殊
更
に
称
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
に
特
別
な
価
値
を
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
も
し
幼
児
と
芸
術

家
が
接
近
す
る
場
面
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
描
く
と
い
う
行
為
が

｢
客
観
主
義
的
錯
覚｣

か
ら
開
放
さ
れ
た
、
世
界
と
の
生
き
生
き
と
し

た
接
触
へ
と
向
か
う
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
芸
術
家
で
あ
ろ
う
と
幼
児
で
あ
ろ
う
と
、
線
を
描
く
と
い
う
行
為
は
、
見
え
る

も
の
を

｢

見
え
る
も
の｣

た
ら
し
め
て
い
る
、
根
源
的
な

｢

見
え
な
い
も
の｣

と
し
て
の

｢

肉｣

に
触
れ
る
契
機
を
与
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
が
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
と
芸
術
家
の
作
品
を
区
別
し
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。『

世
界
の
散
文』

の
記
述
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に
よ
れ
ば
、
両
者
を
隔
て
る
も
の
は
伝
統
と
歴
史
性
を
引
き
受
け
る
こ
と
の
有
無
で
あ
り
、
描
く
主
体
と
描
か
れ
る
対
象
の
区
別
が
無
効
に
な
る

瞬
間
、
自
動
運
動
的
と
も
言
え
る
線
の
運
動
、
線
の
湧
出
が
そ
こ
に
垣
間
見
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
要
素
だ
け
を
以
っ
て
幼
児
の
デ
ッ

サ
ン
を
ク
レ
ー
や
セ
ザ
ン
ヌ
ら
の
作
品
と
伍
す
る
も
の
と
見
做
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
伝
統
や
歴
史
性
の
獲
得
は
、
無
条

件
に
作
品
の
芸
術
性
を
保
証
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ク
レ
ー
の
描
い
た
葉
の
デ
ッ
サ
ン
は
、
そ
の
具
象
性
、
写
実
性
が
あ
ま
り
に
も
厳
密
で
あ

る
た
め
に
一
見
何
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
に

｢

怪
物
的｣

で
す
ら
あ
る
の
だ
と

『

眼
と
精
神』

で
語
ら
れ
る
と
き

(�)

、
伝
統
や
歴

史
性
を
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
を
、
遠
近
法
お
よ
び
絵
画
技
術
の
習
得
と
い
う
単
な
る
技
術
的
な
問
題

そ
れ
が
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と

し
て
も

へ
と
還
元
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
技
術
の
習
得
と
熟
達
は
、
す
べ
て
の
人
間
の
手
に
そ

の
よ
う
な
怪
物
的
な
も
の
が
宿
る
こ
と
を
約
束
す
る
も
の
な
の
か
。
も
し
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
ク
レ
ー
の
デ
ッ
サ
ン
を
怪
物
的
た
ら
し
め
て
い

る
も
の
と
は
一
体
何
な
の
か
。
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
の
表
現
論
に
お
け
る
伝
統
及
び
歴
史
性
と
、
創
造
性
の
関
係
に
つ
い
て
の
問
い
は
依
然
残
さ

れ
て
い
る
。

註

(

１)�������������������������������������������������������
1945����

(1�25)
引
用
に
関
し
て
は
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
訳
出
し
た
が
、
適
宜
み
す
ず
書
房
版
に
よ
る
翻
訳
も
参
照
し
た
。
以
下
、
引
用
に
つ
い
て
は

原
書
ペ
ー
ジ
数
の
後
の
括
弧
内
に
翻
訳
の
ペ
ー
ジ
数
を
付
す
。
ま
た
、
例
え
ば(1�25)
と
表
記
さ
れ
た
場
合
は
、
前
の
数
字
が
翻
訳
に
よ
る
巻
数
を
、

後
の
数
字
が
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。

(

２)�����������������������������������
1966����21�22

(21)

(

３)

こ
の
よ
う
な
側
面
か
ら
の
考
察
と
し
て
は
出
村
洋
二｢

子
ど
も
の
絵
の
構
造
解
釈
に
つ
い
て｣

(

大
垣
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
、1990

年
、���43�50)
、

松
本
健
義

｢

幼
児
の
絵
画
制
作
に
お
け
る
知
覚
・
イ
メ
ー
ジ
・
絵
画｣

(

美
術
教
育
学
、
美
術
科
教
育
学
会
、1985����25�36)
等
を
指
摘
で
き
る
。
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し
か
し
、
そ
れ
ら
は
子
ど
も
の
描
画
行
為
と
発
達
過
程
の
関
連
、
あ
る
い
は
教
育
現
場
に
お
け
る
教
師
の
役
割
と
子
ど
も
の
創
造
性
の
関
連
を
検
証
す

る
こ
と
に
と
ど
ま
る
。
前
者
は
Ｒ
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
を
参
照
し
な
が
ら
、
子
ど
も
の
絵
の
変
化
を
言
語
伝
達
行
動
の
発
達
と
関
連
付
け
な
が
ら
論
じ
て
お

り
、
後
者
は
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
を
参
照
し
つ
つ
、
自
他
の
分
化
お
よ
び
自
己
の
視
像
の
獲
得
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
描
画
行
為
を
論
じ
て
い
る
。

(

４)��.������������������������������������������������������������������������������������
1975���45

(150)

(

５)��������45
(151)

(

６)��������45
(151)

(

７)�����������51
(158)

メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
こ
う
し
た
傾
向
を
幼
児
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
成
人
に
お
い
て
も
或
る
種
の
像
や
写
真
を

足
で
踏
み
つ
け
る
こ
と
に
躊
躇
を
お
ぼ
え
る
例
を
挙
げ
て
、
人
間
存
在
の
全
体
を
包
む
傾
向
性
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
こ
で
の
或
る
種
の
写
真
や
像

と
い
う
も
の
を
、
親
し
い
人
や
知
人
の
顔
写
真
あ
る
い
は
そ
の
者
達
が
写
っ
て
い
る
写
真
に
類
す
る
も
の
と
解
す
る
と
分
か
り
や
す
い
で
あ
ろ
う
が
、

そ
う
で
な
く
て
も
、
そ
こ
に
人
間
の
顔
、
眼
差
し
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
時
、
そ
れ
を
意
図
的
に
踏
み
つ
け
る
こ
と
に
は
、
何
が
し
か
の
躊
躇
と
と
も

に
、
そ
の
躊
躇
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
さ
さ
や
か
な
、
と
き
に
は
重
大
な
決
断
と
選
択
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(

８)�������������������������������������������������������
1945���209

(1�294)
(

９)��������218
(1�307)(

10)����������������������������������������
1964���16

(257)

(

11)������������������������������������������������������������������������������
1989

に
お
い
て
、����������

は
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
が
絵
画
表
現
に
つ
い
て
論
じ
る
際
、
セ
ザ
ン
ヌ
な
ど
の
歴
史
的
固
有
名
を
持
っ
た
作
家
に
限
定
し
て
論
じ
る
傾
向
が
慣
例
的
な

｢

美
術
史｣

の
文
脈
に
依
存
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
示
唆
し
て
い
る

(��239)
。
ま
た
、����������
は
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
科
学
化
さ
れ
た
美
術
史

は
芸
術
作
品
の
深
み
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
し
、
そ
も
そ
も
、
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
ク
レ
ー
や
ロ
ダ
ン
の
語
っ
た
言
葉
に
つ
い
て
論
じ
て
は
い
る
が
、

個
別
の
作
品
に
つ
い
て
十
分
な
検
討
を
行
っ
て
い
な
い
と
述
べ
て
い
る

(��240)
。

(

12)�������������������������������������������������������
1945���440

(2�265)
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(

13)

(

14)��������440
(2�265)(

15)��������440
(2�265)(

16)

こ
こ
で
の������
と
は
、
素
描
、
石
膏
デ
ッ
サ
ン
、
木
炭
画
、
鉛
筆
画
な
ど
と
い
っ
た
作
品
に
準
ず
る
形
式
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
が
画
布

上
に
一
見
ま
っ
た
く
意
味
を
な
さ
な
い
か
の
よ
う
に
置
か
れ
た
点
や
線
で
あ
っ
て
も
、��������

([

線
で]

描
く)

さ
れ
た
も
の
、｢

線
で
描
か
れ
た

も
の｣

を
意
味
し
て
い
る
。

(

17)��������440
(2�265)(

18)��������440
(2�266)(

19)��������442
(2�268)(

20)��������442
(2�268)(

21)��������443
(2�269)(

22)��������443
(2�269)(

23)��������443
(2�269)(

24)��������443
(2�270)(

25)��������444
(2�270)(

26)�����������444
(2�270)

(

27)��������444
(2�270)(

28)��������445
(2�272)(

29)���������������������������������������
1969���204

(195)
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こ
こ
で

｢

野
性
的
表
現｣

を
も
つ
表
現
形
式
と
し
て
は
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
の
ほ
か
に

｢

未
開
人｣

の
デ
ッ
サ
ン
、
狂
人
の
デ
ッ
サ
ン
な
ど
が
同
時
に
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。

(
30)��������204

(195)

(

31)��������204
(195)

(

32)��������204
(195)

(

33)��������204
(195)

(

34)��������205
(195)

(

35)��������205
(196)

(

36)��������205
(196)

(

37)��������205
(196)

(

38)��������205
(196)

(

39)��������206
(196)

(

40)�������������������������������������������������������
1945���445

(2�272)
(

41)���������������������������������������
1969���206

(197)

(

42)��������206
(197)

(

43)��������206
(198)

(

44)��������208
(198)

(

45)��������208
(198)

(

46)��������208
(198)

(

47)

勿
論
こ
の
よ
う
な
異
図
同
時
法

(

時
間
の
異
な
る
シ
ー
ン
を
一
つ
の
画
面
上
に
描
く
技
法)

的
性
格
は
幼
児
の
デ
ッ
サ
ン
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
例
え
ば
法
隆
寺
玉
虫
厨
子
の

『

捨
身
飼
虎
図』

、
絵
巻
物

『

伴
大
納
言
絵
詞』
中
の
子
ど
も
の
喧
嘩
の
シ
ー
ン
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
描
い
た
シ

ス
テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
天
井
画
の

『

原
罪
と
楽
園
追
放』

等
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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(

48)��������209
(199)

(
49)��������209

(199)

(
50)��������209

(199)

(

51)��������������������������������������������������������������������������������
2001���519

(

52)��������519(

53)���������������������������������������
1969���209

(199)

(

54)��������������������������������������������������������������������������������
2001���520

(

55)���������������������������������������
1969���208

(198)

(

56)��������210
(200)

(

57)��������210
(200)

(

58)��������210
(200)

(

59)�������������������������������
1960���101

(1�95)
些
か
単
純
な
二
分
法
で
は
あ
る
が
、
逆
に

｢
死
ん
だ
歴
史｣

と
は
、
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
作
品
を
単
な
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
奇
妙
な
陳
列
物
に

し
て
し
ま
う
硬
直
し
た
制
度
と
し
て
の

｢

美
術
館｣
で
あ
る
。

(

60)��������101
(95)

(

61)���������������������������������������
1969���209

(199)

(

62)��������209
(200)

(

63)����������������������������������������
1964���74

(291)

(

64)��������76
(292)

(

65)��������74
(291)

(

66)

メ
ル
ロ�

ポ
ン
テ
ィ
は
、
近
代
絵
画
や
絵
画
全
体
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
線
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
考
え
を

｢

対
象
自
身
の
実
証
的
な
属
性
で
あ
り

特
性
と
し
て
の
線｣

と
い
う

｢

散
文
的
な
概
念｣

と
表
現
し
て
い
る
。(������������������������������������ ������������
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������������������������������������������������������������72
(290))

(
67)

メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
が
こ
こ
で
特
定
の
時
代
あ
る
い
は
作
家
・
作
品
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
か
、
も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
具
体
的
に
は
何
を
指
し
て

い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
描
く
と
い
う
行
為
以
前
に
対
象
の
輪
郭
と
し
て
線
が
事
実
的
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
考

え
方
は
、
近
代
絵
画
、
例
え
ば
印
象
派
に
お
い
て
否
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
近
代
絵
画
の
登
場
を
待
た
ず
と
も
、
メ
ル
ロ�

ポ
ン
テ
ィ
が
そ
の
名
を

挙
げ
て
い
る
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
に
お
い
て
、
す
で
に
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
に
と
ど
ま
ら
な
い
も
の
と
し
て
線
は
捉
え
ら
れ
て
い
る(��������72

(290))

。

近
代
以
前
／
以
後
と
い
う
区
別
に
関
係
な
く
、
も
の
を
描
こ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は

そ
う
考
え
る
な
ら
ば
ラ
ス
コ
ー
の
壁
画
を
描
い
た
者
に
と
っ

て
さ
え

線
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

(

68)���������������������������������������
1969���211

(201)

(

69)�������������������������������������������������������������������
1989

に
お
い
て
、����������

は
、
こ
こ

で
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
の
言
う

｢
そ
の
布
置
に
先
立
っ
て
は
ど
こ
に
も
あ
り
は
し
な
い
よ
う
な
或
る
意
味｣

へ
と
導
い
て
い
く
と
い
う
線
の
運
動
は

｢

他
性��������
へ
の
開
き｣

を
準
備
し
つ
づ
け
る
も
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。(��228)
言
語
活
動
の
場
面
、
特
に
対
話
の
場
面
に
お
い
て
、
私
の
発

話
と
他
者
の
発
話
と
が
互
い
に
触
発
し
あ
い
、
私
も

(

対
話
者
と
し
て
の)

他
者
も
未
知
の
方
向
へ
と
運
ば
れ
て
い
く
よ
う
に
、
表
現
は
自
身
に
と
っ

て
の
世
界
と
の
関
係
、
世
界
に
お
け
る
意
味
の
布
置
が
不
断
に
更
新
さ
れ
る
過
程
な
の
で
あ
る
。

(

70)�����������������������������������������������
1964���181

(193)

(

71)��������181
(193)

(

72)��������181
(193)

(

73)�������������������������������������������
1964���76

(292)

(

本
学
大
学
院
人
文
科
学
府
博
士
後
期
課
程)
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