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一

意
味
と
歴
史

　
　
　

― 

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
歴
史
哲
学 

―

円　

谷　

裕　

二

は
じ
め
に

　

歴
史
は
進
歩
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
歴
史
に
は
目
指
す
べ
き
目
標
な
り
目
的
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
歴
史
の
未
来
を
楽
観
的

に
見
よ
う
が
悲
観
的
に
見
よ
う
が
い
ず
れ
に
し
て
も
、
従
来
の
歴
史
哲
学
は
概
し
て
言
え
ば
、
歴
史
が
部
分
的
に
は
偶
然
に
翻
弄
さ

れ
て
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
大
筋
と
し
て
は
或
る
一
定
の
方
向
に
進
ん
で
い
く
も
の
だ
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
た
。
あ
る
い
は

「
歴
史
は
繰
り
返
す
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
自
然
の
円
環
説
に
基
づ
く
歴
史
の
循
環
と
い
う
見
方
も
あ

ろ
う
。

　

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
、
従
来
の
目
的
論
的
歴
史
観
を
厳
し
く
批
判
す
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
歴
史
を
無
目
的
だ
と
か

偶
然
の
出
来
事
の
単
な
る
継
起
と
は
見
な
さ
ず
に
「
歴
史
は
意
味
を
も
つ
」
と
主
張
す
る
。
本
稿
で
は
、
彼
の
歴
史
哲
学
の
鍵
概
念

で
あ
る
「
歴
史
の
意
味
」
な
い
し
「
歴
史
の
論
理
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
問
い
を
導
き
の
糸
と
し
な
が
ら
彼
の
歴
史

哲
学
を
考
察
し
て
み
た
い
。

　

彼
は
み
ず
か
ら
の
歴
史
哲
学
を
構
想
す
る
に
あ
た
っ
て
当
時
の
言
語
論
、
と
く
に
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
論
を
手
が
か
り
に
し
て
い
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二

る
。
彼
の
歴
史
哲
学
は
、『
知
覚
の
現
象
学
』（
一
九
四
五
年
）
で
の
、
身
体
主
体
と
知
覚
世
界
の
相
互
内
属
に
つ
い
て
の
現
象
学
的

基
礎
分
析
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
言
語
や
心
理
や
社
会
や
歴
史
な
ど
の
具
体
的
領
域
に
応
用
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
象
学
と

人
間
諸
科
学
を
媒
介
す
る
と
い
う
構
想
の
も
と
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
と
く
に
言
語
論
と
の
関
連
を
強
く
意
識
し
な
が
ら

歴
史
現
象
を
「
歴
史
の
意
味
」
や
「
歴
史
の
構
造
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
。

　

彼
の
歴
史
哲
学
の
著
作
と
し
て
は
、『
知
覚
の
現
象
学
』
第
三
部
第
三
章
「
自
由
」
の
ほ
か
に
、
例
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
や
ヘ
ー

ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
関
す
る
諸
論
稿
を
収
め
た
『
意
味
と
無
意
味
』（
一
九
四
八
年
）、『
知
覚
の
現
象
学
』
を
実
践
的
な
歴
史
世
界

へ
と
拡
大
し
た
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
テ
ロ
ル
』（
一
九
四
七
年
）、
一
九
四
九
年
か
ら
一
九
五
二
年
に
か
け
て
の
一
連
の
ソ
ル
ボ
ン

ヌ
講
義
、さ
ら
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
お
よ
び
そ
れ
を
擁
護
し
た
自
分
の
立
場
を
批
判
的
に
展
開
す
る
『
弁
証
法
の
冒
険
』（
一
九
五
五

年
）、
あ
る
い
は
『
シ
ー
ニ
ュ
』（
一
九
六
〇
年
）
所
収
の
い
く
つ
か
の
論
文
な
ど
が
あ
る
。

第
一
節
　
従
来
の
歴
史
観
へ
の
批
判

　

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
『
意
識
と
言
語
の
獲
得
』
に
お
い
て
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
論
を
人
間
諸
科
学
の
基
礎
づ
け
と
し
て
一
般
化

す
る
一
環
と
し
て
歴
史
哲
学
の
採
る
べ
き
道
を
提
示
し
て
い
る（
１
）。
そ
れ
は
次
の
二
つ
の
極
端
な
歴
史
理
解
を
批
判
し
つ
つ
、
そ
れ

ら
の
い
わ
ば
「
あ
い
だ
の
道
」（CA

85

）
を
採
る
歴
史
哲
学
で
あ
る
。

　
　

a.　

歴
史
は
相
互
に
独
立
な
出
来
事
や
さ
ま
ざ
ま
な
偶
然
の
寄
せ
集
め
で
あ
る
（
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
鼻
）。

　
　

b.　

歴
史
は
神
の
摂
理
で
あ
り
、
内
的
な
も
の
の
顕
現
で
あ
り
、
理
解
可
能
な
一
つ
の
展
開
で
あ
る
。（CA

85-86

）

　

前
者
は
、
歴
史
の
う
ち
に
い
か
な
る
「
意
味
」
を
も
認
め
ず
に
、
歴
史
を
、
偶
然
的
で
無
意
味
な
出
来
事
の
単
な
る
集
合
な
い
し
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意味と歴史　

三

時
間
的
継
起
と
見
な
す
立
場
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
歴
史
は
、
理
解
可
能
な
意
味
的
な
い
し
文
化
的
な
現
象
で
は
な
く
、
無
意
味

な
事
実
と
し
て
、
客
観
的
記
述
の
対
象
か
、
あ
る
い
は
、
自
然
現
象
と
同
様
に
因
果
的
説
明
に
よ
っ
て
接
近
可
能
な
客
観
と
見
な
し

う
る
で
あ
ろ
う
。

　

近
現
代
の
自
然
科
学
は
、
自
然
現
象
の
う
ち
に
、
理
解
さ
れ
る
べ
き
何
ら
か
の
意
味
や
目
的
を
認
め
る
こ
と
な
し
に
、
た
だ
物
質

の
機
械
的
な
因
果
連
鎖
だ
け
を
読
み
取
る
と
い
う
基
本
姿
勢
の
も
と
で
自
然
を
「
説
明
」
す
る
。
自
然
科
学
主
義
の
立
場
に
立
つ
こ

と
に
よ
っ
て
、
歴
史
現
象
を
自
然
現
象
に
還
元
す
る
と
い
う
実
証
主
義
的
な
歴
史
観
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

他
方
、後
者
の
歴
史
観
は
、歴
史
現
象
を
神
的
力
と
か
絶
対
精
神
や
人
間
の
意
図
や
意
識
に
基
づ
く
制
作
物
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ

て
歴
史
を
理
性
的
に
認
識
可
能
な
も
の
と
考
え
る
。
つ
ま
り
歴
史
は
神
や
人
間
の
志
向
性
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
意
味
を
も
っ
て
お

り
、
そ
れ
ゆ
え
歴
史
は
そ
の
意
味
が
目
的
論
的
に
把
握
さ
れ
う
る
こ
と
に
も
な
る
。

　

こ
の
歴
史
観
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
終
末
論
的
歴
史
観
と
か
、
そ
の

世
俗
化
と
し
て
の
目
的
論
的
歴
史
観
、
す
な
わ
ち
、
歴
史
の
全
過
程
を
あ
ら
か
じ
め
定
立
さ
れ
た
究
極
目
的
の
実
現
の
た
め
の
必
然

的
手
段
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
の
う
ち
か
ら
一
切
の
偶
然
性
を
排
除
し
、
一
見
偶
然
的
に
見
え
る
出
来
事
を
目
的
合

理
的
に
整
序
可
能
な
も
の
と
見
な
す
歴
史
観
で
あ
る
。
神
学
的
で
あ
れ
哲
学
的
で
あ
れ
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
両
者
は
、
最
終
目

的
を
目
ざ
す
必
然
的
で
機
械
的
な
過
程
と
し
て
歴
史
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
場
合
に
、
最
終
目
的
へ
の

到
達
に
よ
っ
て
歴
史
の
歩
み
は
完
結
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
歴
史
は
そ
こ
で
停
止
す
る
と
い
う
有
限
な
歴
史
観
に
陥
る
で
あ
ろ

う
。
あ
る
い
は
こ
れ
ほ
ど
極
端
な
目
的
論
で
は
な
い
に
し
て
も
、
歴
史
の
う
ち
に
何
ら
か
の
不
定
の
目
的
な
い
し
目
指
す
べ
き
理
想

を
仮
設
し
て
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
歴
史
は
じ
ょ
じ
ょ
に
進
歩
し
て
ゆ
く
の
だ
と
い
う
楽
観
的
な
進
歩
史
観
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

あ
る
い
は
ま
た
、
目
指
す
べ
き
目
的
を
未
来
に
設
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
過
去
を
振
り
返
る
現
在
の
時
点
を
歴
史
の
頂

点
な
い
し
到
達
点
と
位
置
づ
け
て
、
過
去
の
全
過
程
を
現
在
に
至
る
ま
で
の
単
な
る
原
因
と
か
手
段
に
貶
め
て
し
ま
う
よ
う
な
歴
史
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四

観
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
観
に
つ
い
て
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

ボ
シ
ュ
エ
（『
世
界
史
叙
説
』）
と
ヘ
ー
ゲ
ル
（『
歴
史
哲
学
』）
の
歴
史
理
解
に
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
精
神
が
世
界
を
導
き
、

歴
史
的
理
性
が
「
諸
個
人
の
背
後
に
」
働
い
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
歴
史
的
運
命
を
認
め
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
実
の

と
こ
ろ
、
こ
れ
は
回
顧
的
合
理
化

3

3

3

3

3

3

（
ベ
ル
グ
ソ
ン
、
ア
ロ
ン
）
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
理
念
が
歴
史
の
原
因
と
し
て
働
く
理
念

に
見
え
る
の
は
事
後
的
に
振
り
返
っ
て
の
こ
と

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

で
あ
り
、
ま
た
理
念
の
現
実
化
の
諸
条
件
が
仮
定
か
ら
し
て
す
で
に
与
え
ら
れ

て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。（CA

86

）（
２
）

　
「
回
顧
的
合
理
化
」
が
歴
史
哲
学
と
し
て
問
題
な
の
は
、現
在
を
規
定
す
る
原
因
を
事
後
的
な
仕
方
で

3

3

3

3

3

3

3

過
去
に
求
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
歴
史
の
展
開
を
多
方
面
に
「
動
機
づ
け
た
」
は
ず
の
過
去
の
出
来
事
の
偶
然
性
の
意
義

3

3

3

3

3

3

を
ま
っ
た
く
度
外
視
し
て
し
ま
う
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
に
お
け
る
偶
然
的
な
も
の
の
果
た
す
役
割
や
、
偶
然
に
晒
さ
れ
な
が
ら
も
そ
れ
を
合
理
的
な
仕
方
で
捉
え

直
そ
う
と
す
る
人
間
の
歴
史
的
生
と
い
う
こ
れ
ま
た
偶
然
的
な
営
み
が
歴
史
理
解
か
ら
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史

を
説
明
可
能
な
必
然
的
運
動
と
見
な
し
て
し
ま
う
。

　

と
こ
ろ
が
「
人
間
と
は
偶
然
の
場
で
あ
り
」（H

A
304

）、歴
史
は
偶
然
性
に
満
ち
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、例
え
ば
、ダ
・

ビ
ン
チ
の
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
を
、
あ
ら
か
じ
め
措
定
さ
れ
た
彼
の
性
的
経
歴
か
ら
因
果
的
に
説
明
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
彼
の
う
ち

に
前
も
っ
て
存
在
す
る
と
想
定
さ
れ
た
「
神
的
力
」
や
天
才
性
に
依
拠
し
て
説
明
す
る
の
は
、
じ
つ
は
あ
と
に
な
っ
て
は
じ
め
て
到

来
し
た
に
す
ぎ
な
い
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
の
「
絵
画
的
意
味

3

3

3

3

3

」
を
さ
い
し
ょ
に
前
提
し
て
し
ま
う
「
回
顧
的
錯
覚
」（H

A
304

）
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、「
偶
然
が
織
り
な
す
生
が
自
己
自
身
を
振
り
返
り
自
己
を
捉
え
直
し
自
己
を
表
現
す
る
と
い
う
、
す
ぐ

れ
て
人
間
的
な
契
機
を
見
落
と
す
こ
と
に
な
る
」（H

A
304-305

）。
人
間
と
は
、
目
的
論
的
歴
史
の
単
な
る
手
段
で
は
な
く
、
傷
つ
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意味と歴史　

五

き
や
す
い
身
体
を
も
ち
、
す
で
に
語
り
継
が
れ
た
言
語
や
「
千
鳥
足
の
歴
史
」（H
A

305

）
の
中
に
置
か
れ
な
が
ら
も
み
ず
か
ら
を

理
解
し
た
り
意
味
づ
け
た
り
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

　

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
が
み
ず
か
ら
の
歴
史
哲
学
に
お
い
て
採
ろ
う
と
す
る
道
と
は
、
上
記
の
二
つ
の
歴
史
観
の
「
あ
い
だ
の
道
」

で
あ
る
。「
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
見
た
も
の
は
ま
さ
し
く
偶
然
と
秩
序
の
絡
み
合
い
で
あ
り
、
理
性
的
な
も
の
に
よ
る
偶
然
的
な
も
の

の
捉
え
直
し
」
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
こ
の
言
語
論
を
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
歴
史
全
体
に
も
適
用
し
よ
う
と
す
る
。

彼
が
「
歴
史
の
論
理
」（CA

86

）
を
「
偶
然
と
秩
序
の
絡
み
合
い
」
と
見
る
の
は
、
一
方
で
は
、
偶
然
的
出
来
事
の
単
な
る
羅
列
と

し
て
の
歴
史
観
と
、
他
方
で
は
、
一
切
の
偶
然
的
出
来
事
を
目
的
実
現
の
た
め
の
手
段
と
化
し
て
偶
然
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
合
理

化
的
歴
史
観
と
の
双
方
を
同
時
に
克
服
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

歴
史
の
秩
序
と
合
理
性
の
原
理

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

は
、
偶
然
性
を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
そ
れ
を
転
じ
て
利
用
す
る
の
で
あ
り
、
ソ
シ
ュ
ー
ル

な
ら
ば
偶
然
を
体
系
に
変
え
る
と
で
も
言
う
で
あ
ろ
う
。
歴
史
の
原
理
は
、
純
粋
な
出
来
事
を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
そ
れ
を

要
請
し
包
み
込
む
。（
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
方
と
は
反
対
に
）
歴
史
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
考
え
方
の
独
創
性
を
な
す
の

は
お
そ
ら
く
こ
の
種
の
観
念
で
あ
る
。・
・
・
歴
史
の
論
理

3

3

3

3

3

と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
状
況
に
応
じ
て
対
処
で
き
る
諸
体
系
の
み

が
存
続
す
る
よ
う
な
排
除
の
過
程
で
あ
る
。
歴
史
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
代
わ
り
に
振
る
舞
い
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
甘
受
す
る
だ
け

の
隠
れ
た
神
で
は
な
い
。
人
間
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
言
語
を
つ
く
る
よ
う
に
自
分
た
ち
の
歴
史
を
つ
く
る
の
だ
。（CA

86

）

　

た
だ
し
、
こ
の
引
用
で
留
意
す
べ
き
は
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
の
時
期
に
は
、『
意
味
と
無
意
味
』
と
同
様
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を

好
意
的
に
見
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
歴
史
を
「
人
間
た
ち
」
の
共
同
実
践
に
よ
っ
て
「
つ
く
ら
れ
る
」
も
の
と
見
る
見
方
が
打
ち
出

さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
後
述
す
る
よ
う
に
、『
弁
証
法
の
冒
険
』
で
強
調
さ
れ
る
よ
う
な
、
人
間
的
実
践
に
抵
抗
し
そ
れ
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六

を
超
越
す
る
「
歴
史
の
厚
み
」
と
か
「
下
部
構
造
の
惰
性
」
を
十
分
に
踏
ま
え
た
歴
史
論
と
は
異
な
り
、
歴
史
を
意
識
的
に
つ
く
ろ

う
と
す
る
人
間
の
実
践
的
活
動
に
期
待
を
寄
せ
る
傾
向
が
強
い
。

　

そ
れ
で
は
、
歴
史
を
、
単
な
る
偶
然
の
羅
列
で
も
な
け
れ
ば
、
あ
ら
か
じ
め
措
定
さ
れ
た
目
的
に
向
か
う
運
動
で
も
な
く
、
そ
う

か
と
い
っ
て
、「
人
間
た
ち
」
の
共
同
実
践
が
歴
史
を
構
成
す
る
の
で
も
な
い
よ
う
な
、「
歴
史
は
意
味
を
も
つ
」
と
い
う
歴
史
の
在

り
方
と
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
の
考
察
の
た
め
に
次
節
で
は
『
弁
証
法
の
冒
険
』
に
お
け
る
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
の
歴
史
哲
学
を
吟
味
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
二
節
　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
歴
史
哲
学

　
「
悟
性
の
危
機
」
と
題
さ
れ
る
『
弁
証
法
の
冒
険
』
の
第
一
章
に
お
い
て
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の

歴
史
論
を
俎
上
に
載
せ
な
が
ら
み
ず
か
ら
の
歴
史
哲
学
に
つ
い
て
積
極
的
に
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
彼
は
、
対
照
的
な
二
つ
の
歴

史
観
を
提
示
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
「
あ
い
だ
の
道
」
を
ゆ
く
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
賛
意
を
表
し
て
い
る
。

　

二
つ
の
う
ち
の
一
方
は
、「
客
観
的
歴
史
」、「
一
回
限
り
の
諸
事
実
の
継
起
と
し
て
の
歴
史
」（A

D
33

）、
な
い
し
「
諸
文
明
相
互

を
比
較
不
可
能
な
個
体
と
見
な
し
て
た
だ
一
列
に
並
べ
る
よ
う
な
、無
関
心
で
不
可
知
論
的
な
歴
史
」（A

D
32-33

）
で
あ
り
、他
方
は
、

「
裁
く
歴
史
」、「
過
去
の
う
ち
に
た
だ
現
在
の
気
が
か
り
や
問
題
の
反
映
だ
け
し
か
見
な
い
と
い
う
危
険
を
冒
し
て
も
、［
過
去
を
］

裁
き
、
位
置
づ
け
、
組
織
す
る
歴
史
」、
な
い
し
「
過
去
を
自
分
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
封
じ
込
め
た
つ
も
り
に
な
り
、
過
去
に
つ
い
て

わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
こ
と
へ
と
過
去
を
還
元
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
哲
学
の
尊
大
さ
」（A

D
33

）
で
あ
る
。

　

前
者
は
、
過
去
の
或
る
時
代
を
、
他
の
時
代
や
現
在
や
あ
る
い
は
歴
史
家
と
は
い
か
な
る
関
連
も
な
い
ま
っ
た
く
独
立
な
個
体
な

い
し
過
去
自
体
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
に
対
し
て
客
観
的
な
い
し
傍
観
者
的
な
態
度
を
と
る
歴
史
観
で
あ
り
、
後
者
は
、

過
去
と
は
現
在
の
単
な
る
投
影
に
す
ぎ
な
い
も
の
だ
と
考
え
て
過
去
を
現
在
へ
一
方
的
に
還
元
し
て
し
ま
う
歴
史
観
だ
と
言
え
よ
う
。
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意味と歴史　

七

　

こ
れ
ら
両
極
の
歴
史
観
に
対
し
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
過
去
と
現
在
、
過
去
と
歴
史
家
の
あ
い
だ
に
一
方
的
な
関
係
で
は
な
く
相

互
依
存
関
係
な
い
し
「
共
存
」
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
へ
の
接
近
可
能
性
を
認
め
る
。「
理
解
す
る
こ
と
は
歴
史
の
な
か
で

の
共
存coexistence

に
な
る
。
こ
の
共
存
は
、
た
ん
に
わ
れ
わ
れ
と
同
時
代
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
は
ま
た
プ
ラ
ト
ン
や
わ
れ
わ

れ
の
背
後
に
あ
る
も
の
や
わ
れ
わ
れ
の
前
方
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
に
ま
で
及
ぶ
」（SH

67

）。
つ
ま
り
ヴ
ェ
ー

バ
ー
は
「
過
去
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
か
か
わ
り
方
」
と
し
て
「
過
去
は
わ
れ
わ
れ
の
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
過
去
の
も
の
で

あ
る
」（A

D
33

）
と
い
う
事
態
を
基
本
に
据
え
る
。
こ
の
事
態
は
、
過
去
と
わ
れ
わ
れ
を
交
流
の
な
い
相
互
に
独
立
な
存
在
と
見

な
す
の
で
も
な
け
れ
ば
、
一
方
が
他
方
を
支
配
す
る
と
い
う
関
係
で
も
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
彼
の
立
場
は
、
過
去
の
独
自
性
か
そ

れ
と
も
現
在
を
基
準
に
し
た
過
去
の
裁
断
か
と
い
う
二
者
択
一
に
陥
る
こ
と
な
く
、
過
去
と
わ
れ
わ
れ
と
の
「
共
存
」・
相
互
依
存

を
前
提
に
し
た
歴
史
観
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
共
存
」
に
よ
っ
て
「
歴
史
の
了
解
」
が
可
能
に
な
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
み
ず
か

ら
の
う
ち
に
「
わ
れ
わ
れ
の
生
に
意
味
を
与
え
る
よ
う
な
根
源
的
選
択
の
能
力
」
あ
る
い
は
「
世
界
に
対
し
て
意
識
的
に
態
度
を

と
っ
て
世
界
に
或
る
意
味
を
与
え
る
能
力
」
を
確
認
す
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
能
力
こ
そ
が
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
に
開
か
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
こ
の
能
力
こ
そ
が
「
文
化
的
な
も
の
の
す
べ
て
の
科
学
の
超
越
論
的
条
件
」（A

D
35

）

で
あ
る
。

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
過
去
自
身
に
つ
い
て
の
証
言
を
過
去
と
現
在
と
の
対
話
に
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
客
観
的
歴
史
と
裁
く
歴
史

と
を
調
停
す
る
。
こ
の
調
停
を
可
能
に
す
る
も
の
は
過
去
と
現
在
の
あ
い
だ
の
「
共
存
」
で
あ
り
、
現
在
が
過
去
を
捉
え
直
す
と
と

も
に
現
在
を
過
去
の
う
ち
に
見
届
け
る
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
歴
史
哲
学
に
促
さ
れ
つ
つ
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
「
歴
史

の
了
解
」、「
深
い
客
観
性
」、「
形
而
上
学
的
事
実
と
し
て
の
歴
史
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

歴
史
の
了
解

3

3

3

3

3

と
は
、
恣
意
的
に
選
ん
だ
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
体
系
を
持
ち
込
む
こ
と
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
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八

も
の
で
あ
る
過
去
を
有
し
、
他
者
の
自
由
か
ら
な
る
多
く
の
作
品
を
わ
れ
わ
れ
の
自
由
の
な
か
で
捉
え
直
し
、
わ
れ
わ
れ
の
選

択
を
通
し
て
他
者
の
選
択
を
照
ら
し
出
す
と
と
も
に
他
者
の
選
択
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
の
選
択
を
照
ら
し
出
し
、
相
互
の
選
択

を
修
正
し
あ
い
、
か
く
し
て
真
理
の
な
か
に
入
る
、
と
い
う
よ
う
な
可
能
性
を
想
定
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
す
べ
て
の
歴
史

に
と
っ
て
の
同
一
の
源
泉
か
ら
汲
み
出
そ
う
と
す
る
こ
の
要
求
以
上
に
、
大
い
な
る
敬
意
と
深
い
客
観
性

3

3

3

3

3

に
値
す
る
も
の
は
な

い
。
歴
史
は
外
な
る
神
で
も
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
帰
結
を
記
録
す
れ
ば
よ
い
と
い
っ
た
隠
れ
た
理
性
で
も
な
い
。
歴

史
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
で
あ
る
こ
の
同
一
の
生
が
わ
れ
わ
れ
の
内
で
も
外
で
も
、
あ
る
い
は
現
在
で
も
過
去
で
も
営
ま
れ
て

い
て
、
世
界
は
さ
ま
ざ
ま
な
入
り
口
を
も
つ
体
系
で
あ
り
、
あ
る
い
は
こ
う
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
わ
れ
わ
れ
は
同
類
で

あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
れ
ら
の
形
而
上
学
的
事
実

3

3

3

3

3

3

3

で
あ
る
。（A

D
36

）

第
三
節
　
歴
史
の
不
条
理
性
と
偶
然
性

　

し
か
し
な
が
ら
、単
な
る
「
共
存
」
と
か
相
互
依
存
に
基
づ
く
歴
史
の
了
解
を
語
る
だ
け
で
は
、歴
史
哲
学
に
つ
い
て
の
お
お
ざ
っ

ぱ
な
見
通
し
を
立
て
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
場
合
に
は
、
歴
史
に
お
け
る
偶
然
性
の
問
題

3

3

3

3

3

3

と
か
、

歴
史
の
了
解
が
全
面
的
に
可
能
な
の
か
そ
れ
と
も
限
界
を
も
つ
の
か
、
そ
し
て
も
し
限
界
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
限

界
な
の
か
等
々
の
問
題
が
等
閑
に
付
さ
れ
た
ま
ま
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
以
下
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
諸
問
題
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
が
み
ず
か
ら
の
歴
史
哲
学
の
内
実

を
ど
の
よ
う
に
掘
り
下
げ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
論
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

過
去
と
現
在
の
「
共
存
」
に
基
づ
く
歴
史
の
了
解
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
が
伴
う
が
、
そ
の
困
難
の
理
由
は
、
歴
史
そ
の
も
の
の

不
条
理
性
や
非
合
理
性
に
存
す
る
。
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
歴
史
の
不
条
理
性
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
歴
史
哲
学
の
う
ち
に
見
届
け
よ

う
と
し
て
い
る
。
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意味と歴史　

九

　

第
一
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
歴
史
哲
学
と
は
け
っ
し
て
「
歴
史
物
語
」（A
D

46

）
に
終
始
す
る
も
の
で
は
な
い
。
歴
史
哲

学
が
歴
史
物
語
に
堕
す
る
の
は
、
知
識
と
現
実
、
理
論
と
実
践
、
認
識
と
闘
争
、
真
理
と
決
意
を
二
元
的
に
分
断
し
て
そ
れ
ら
両
項

に
二
者
択
一
を
迫
る
か
ら
で
あ
る
。
現
実
か
ら
遊
離
し
た
知
識
、
実
践
を
踏
ま
え
な
い
理
論
、
闘
争
を
知
ら
な
い
純
粋
な
認
識
、
決

意
と
は
無
関
係
な
真
理
な
ど
を
歴
史
理
解
の
基
本
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
が
物
語
と
し
て
語
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
歴

史
の
哲
学
と
は
「
知
識
と
現
実
と
の
循
環
を
切
断
す
る
こ
と
で
は
な
く
、む
し
ろ
こ
の
循
環
そ
の
も
の
の
省
察
で
あ
る
」（A

D
46-47

）。

　

第
二
に
、
歴
史
と
は
あ
く
ま
で
も
人
間
の
実
践
に
関
わ
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
歴
史
に
お
け
る
実
践
と
は
、
存
在
と
当
為
の
分
離

で
も
「
価
値
と
実
効
性
、
心
情cœ

ur

と
責
任
の
対
置
」
で
も
な
い
。
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
は
義
務
の
た
め
の
義
務
と
い
う
義
務
論

の
立
場
か
ら
心
情Gesinnung
の
道
徳
性
の
み
を
強
調
し
、
行
為
の
結
果
に
対
す
る
責
任
を
等
閑
に
付
す
る
傾
向
が
強
い
が
、
し

か
し
な
が
ら
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
肝
腎
な
こ
と
は
、
心
情
倫
理
と
責
任
倫
理
を
た
ん
に
対
立
さ
せ
て
お
く
こ
と
で
は
な
く
、「
い

か
に
し
て
こ
の
二
者
択
一
を
乗
り
越
え
る
べ
き
か
を
示
す
こ
と
」（A

D
44

）
で
あ
る
（Cf.H

T
Ⅹ
Ⅹ
Ⅹ
Ⅵ

）。

　

第
三
に
、
歴
史
哲
学
に
お
い
て
は
、
事
実
的
状
況
か
ら
離
れ
た
審
級
と
し
て
悟
性
や
理
性
を
措
定
す
る
こ
と
な
ど
は
で
き
る
も
の

で
は
な
い
し
、
ま
た
「
歴
史
の
論
理
」
と
は
、「
理
性
的
な
も
の
が
現
実
的
で
あ
り
、
現
実
的
な
も
の
は
理
性
的
で
あ
る
」
と
い
う

ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
存
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
歴
史
的
現
実
が
「
最
終
的
に
理
性
的
で
あ
る
の
か
ど
う
か
に

つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
確
信
が
も
て
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
状
況
の
な
か
で
は
、「
真
理
と
自
由
を
選
択
す
る
人

が
、
他
の
選
択
を
す
る
人
々
に
対
し
て
彼
ら
の
不
条
理
性

3

3

3

3

を
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
彼
ら
を
〈
乗
り
越
え

た
〉
な
ど
と
思
い
込
む
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
」（A

D
42

）。

　

第
四
に
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
自
由
主
義
は
、
政
治
上
の
天
国
を
要
請
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、

民
主
主
義
の
形
式
上
の
世
界
を
絶
対
的
だ
と
も
見
な
さ
な
い
。
彼
は
、
す
べ
て
の
政
治
は
暴
力
で
あ
り
、
民
主
政
治
も
そ
れ
な
り

の
仕
方
で
は
暴
力
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
」（A

D
42

）。
彼
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
自
由
主
義
と
対
照
的
な
カ
ン
ト
の
自
由
主
義
を
、
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一
〇

道
徳
へ
の
政
治
の
還
元
に
基
づ
く
「
民
主
主
義
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
的
幻
想
」
と
か
「
民
主
主
義
的
楽
観
主
義
」（A

M
124

）
と
し

て
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
を
擁
護
し
て
い
た
み
ず
か
ら
の
政
治
哲
学
へ
の
自
己
批
判
を
込
め
て
次
の
よ
う
に
も
語
っ

て
い
る
。

　

何
を
し
よ
う
が
真
理
で
あ
り
、
ま
た
証
明
も
検
証
も
必
要
の
な
い
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
歴
史
の
哲
学
で
は
な
か
っ
た

し
、
そ
れ
は
偽
装
し
た
カ
ン
ト

3

3

3

3

3

3

3

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
絶
対
的
行
動
と
し
て
の
革
命
の
う
ち
に
わ
れ
わ
れ
が
最
終
的
に
見
出
し
た

の
も
ま
た
カ
ン
ト
で
あ
る
。（A

D
339

）

　

第
五
に
、
歴
史
に
お
け
る
偶
然
性
の
問
題
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　

理
解
可
能
な
歴
史
の
総
体
が
偶
然
性
と
の
接
触
を
遮
断
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
歴
史
が
自
己
を
把
握
し
、
自
己
を
支
配
し
、

自
己
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
自
己
自
身
を
振
り
返
る
運
動
も
ま
た
、
な
ん
ら
保
証
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
歴
史
は
、
弁
証

法
的
諸
事
実
や
わ
ず
か
に
示
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
伴
っ
て
い
て
、
理
路
整
然
と
し
た
推
論
で
は
な
い
の
だ
。

（A
D

40

）

　

第
六
に
、
歴
史
に
お
け
る
非
合
理
性
と
合
理
性
の
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
た
し
か
に
非
合
理
的
な
も
の
は
合
理
的
な
も
の
に

よ
っ
て
包
摂
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
包
摂
が
か
な
ら
ず
し
も
合
理
的
な
も
の
を
生
み
出
す
わ
け
で
は
な
く
、

歴
史
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
予
想
外
の
事
実
が
生
じ
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
誤
謬
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
て
も

「
歴
史
は
、誤
謬
の
代
わ
り
に
真
実
を
代
置
す
る
能
力
は
な
い
」。
歴
史
に
は
「
一
つ
の
歴
史
的
解
決
」
と
か
「
歴
史
の
一
つ
の
目
標
」
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意味と歴史　

一
一

（A
D

37

）
な
ど
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
り
、
偶
然
性
や
非
合
理
性
や
不
条
理
性
は
、
歴
史
の
欠
陥
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
歴
史

の
原
動
力
で
あ
り
「
歴
史
の
論
理
」
の
可
能
性
の
条
件
だ
と
言
え
る
。
歴
史
と
は
、
単
一
の
目
的
に
収
斂
す
る
の
で
は
な
く
、
進
行

方
向
も
一
義
的
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
「
厚
み
」
や
「
下
部
構
造
の
惰
性
」
や
「
経
済
的
で
か
つ
自
然
的
で
さ

え
あ
る
諸
条
件
の
抵
抗
」（A

D
98

）
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
歴
史
哲
学
の
構
想
に
際
し
て
は
重
要
で
あ
る
。

　

社
会
的
な
も
の
の
厚
み

3

3

3

3

3

3

3

3

3

に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
決
定
に
は
思
い
が
け
な
い
結
果
が
付
き
ま
と
う
が
、
他
方
そ
れ
ら
の
驚
く

べ
き
結
果
に
対
し
て
人
間
は
問
題
を
ず
ら
す
よ
う
な
創
意
に
よ
っ
て
対
応
す
る
の
で
、
希
望
の
な
い
状
況
な
ど
は
あ
り
え
な
い

の
だ
が
、
し
か
し
ま
た
逸
脱
を
終
わ
ら
せ
た
り
創
意
の
力
を
失
わ
せ
た
り
歴
史
を
枯
ら
し
た
り
す
る
よ
う
な
選
択
も
不
可
能
な

の
で
あ
る
。（A

D
37

）

　
「
社
会
的
な
も
の
の
厚
み
」
は
い
か
な
る
人
間
的
実
践
や
洞
察
に
よ
っ
て
も
見
透
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
歴
史

に
は
つ
ね
に
予
想
外
の
結
果
が
随
伴
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
を
た
と
え
合
理
化
で
き
た
と
し
て
も
さ
ら
な
る
偶
然
が
待
ち

構
え
て
お
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
歴
史
に
は
人
間
の
い
か
な
る
「
創
意
」
に
よ
っ
て
も
制
御
で
き
な
い
側
面
が
残
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
こ
の
よ
う
な
「
歴
史
の
厚
み
」
を
忘
却
し
て
、
人
間
の
革
命
的
実
践
に
よ
っ
て
歴
史
の
変
革
を
主
張
し
た
の
が
「
若
き
マ
ル
ク

ス
」
や
『
歴
史
と
階
級
意
識
』（
一
九
二
三
年
）
の
ル
カ
ー
チ
で
あ
っ
た
。（A

D
97-98

）（
３
）

第
四
節
　
歴
史
の
意
味
と
そ
の
了
解

　

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
歴
史
に
は
目
的
が
な
く
、
ま
た
歴
史
は
、
一
定
の
方
向=

意
味sens

に
進
む
の
で
は
な
く
、
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一
二

偶
然
性
に
晒
さ
れ
そ
れ
に
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
方
向=

意
味
に
開
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
「
歴
史
は
意
味
を
も
つ
」。
彼
は
歴
史
哲
学
を
た
え
ず
言
語
論
と
類
比
的
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
言
語
学
の
影
響

か
ら
彼
が
得
た
こ
と
は
、通
時
的
に

3

3

3

3

見
ら
れ
た
言
語
体
系（
ラ
ン
グ
）に
は
一
義
的
な
論
理
で
は
な
い
に
し
て
も「
よ
ろ
め
く
論
理
」「
千

鳥
足
の
論
理
」
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（
４
）。
そ
し
て
言
語
構
造
と
類
比
的
に
、
歴
史
の
構
造
に
も
偶
然
性
に
晒
さ
れ
た

「
歴
史
の
論
理logique de l'histoire

」（CA
86

）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
歴
史
の
意
味
」
と
か
「
歴
史
の
論
理
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

彼
に
と
っ
て
歴
史
の
意
味
と
は
、
第
一
に
、
個
人
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
共
同
体
に
よ
っ
て
定
立
可
能
な
実
践
的
目
的
で
は
な
い
。

と
い
う
の
も
歴
史
の
意
味
は
人
間
が
意
図
的
な
い
し
意
識
的
に
作
り
出
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
そ
れ
は
、

例
え
ば
マ
ル
ク
ス
主
義
の
史
的
唯
物
論
に
お
け
る
よ
う
に
、「
階
級
闘
争
の
原
理
」
と
い
う
「
範
型pattern

」（
５
）

と
か
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
歴
史
の
全
過
程
に
当
て
は
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
可
能
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
。
第
三
に
、
既
述
の
よ
う
に
、
歴
史
の

意
味
は
、
現
在
と
い
う
到
達
点
を
基
準
に
し
て
過
去
の
全
体
を
都
合
よ
く
振
り
返
る
よ
う
な
「
回
顧
的
合
理
化
」
に
よ
っ
て
統
一
的

に
把
握
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。

　

歴
史
の
意
味
と
は
、
経
済
制
度
と
い
う
下
部
構
造
に
よ
っ
て
上
部
構
造
が
一
方
的
に
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
経
済
や
法
律
や

宗
教
や
科
学
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
諸
制
度
が
無
意
図
的
に
相
互
に
他
を
表
現
し
合
い
な
が
ら
、
そ
れ
ら
諸
制
度
相
互
の
親
縁
関
係
が

次
第
に
明
白
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
の
ず
か
ら
生
成
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
彼
は「
一
枚
の
絵
の
も
つ
絵
画
的
意
味
」

（A
D

29

）
や
「
語
ら
れ
た
言
語langage

の
意
味
」（A

D
30

）
に
た
と
え
て
い
る
。

　

絵
画
的
意
味
と
は
、
画
家
の
も
ろ
も
ろ
の
所
作
を
［
あ
ら
か
じ
め
］
導
く
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
こ
れ
ら
の
所
作
か
ら
［
お

01_（縦）円谷裕二.indd   12 2014/03/05   11:08:32



意味と歴史　

一
三

の
ず
と
］
生
じ
て
く
る
の
で
あ
り
、
ま
た
所
作
と
と
も
に
進
展
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
さ
ら
に
・
・
・
語
ら
れ
た

言
語
の
意
味
と
は
、
概
念
の
形
を
と
っ
て
、
語
り
手
の
精
神
の
な
か
や
言
語
体
系langue

の
何
ら
か
の
理
想
的
モ
デ
ル
の
な

か
に
移
し
置
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
ほ
と
ん
ど
気
づ
か
れ
る
こ
と
な
く
収
斂
し
あ
う
一
連
の
言
葉

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3parole

の
作
用

3

3

3

の
虚
焦
点

3

3

3

3

で
あ
る
。（A

D
30

）

　

歴
史
は
意
味
を
も
つ

3

3

3

3

3

3

3

3

の
だ
が
、
し
か
し
歴
史
は
理
念
の
純
粋
な
発
展
で
は
な
い
。
歴
史
は
偶
然
と
の
接
触
に
お
い
て
歴
史
の

意
味
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
人
間
の
創
意initiative

が
散
乱
し
た
所
与
を
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
組

織
［
例
え
ば
法
律
、
宗
教
、
経
済
な
ど
の
諸
制
度
］
を
築
き
上
げ
る
場
合
に
お
い
て
で
あ
る
。（A

D
28

）（
６
）

　

歴
史
の
意
味
の
こ
の
よ
う
な
生
成
の
在
り
方
を
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
「
歴
史
の
構
想
力
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
歴
史
の
構
想

力
と
は
、
け
っ
し
て
歴
史
を
つ
く
る
人
間
の
構
想
力

3

3

3

3

3

3

を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
人
間
の
意
図
的
な
い
し
意
識
的
な
実
践

活
動
の
無
言
の
下
部
構
造
を
な
し
て
い
る
歴
史
自
身
が
意
味
を
湧
出
す
る
さ
い
に
作
動
す
る
構
想
力
の
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
彼
が
こ

の
よ
う
な
構
想
力
を
語
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
歴
史
と
は
或
る
一
定
の
構
成
的
な
い
し
一
義
的
な
概
念
に
従
っ
て
そ
の
意
味
が

形
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
の
意
味
は
、
人
間
の
意
図
や
目
的
や
概
念
に
基
づ
い
て
構
想
さ
れ
る
の
で
も
な
け

れ
ば
、
神
の
摂
理
や
絶
対
精
神
の
自
己
目
的
に
基
づ
い
て
構
想
さ
れ
る
の
で
も
な
い
。
歴
史
の
意
味
は
意
図
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
ど
こ
ろ
か
、
同
時
に
そ
れ
は
偶
然
性

3

3

3

と
の
不
可
分
な
関
係
に
晒
さ
れ
て
い
る（
７
）。

　

い
つ
の
日
か
［
意
味
と
し
て
］
統
一
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
［
歴
史
の
］
諸
要
素
を
あ
ち
こ
ち
に
ま
き
散
ら
し
て
お
く
の
は
、

全
能
の
理
念
で
は
な
く
［
か
と
い
っ
て
、
人
間
個
人
の
天
才
性
で
も
集
団
の
目
的
意
識
で
も
な
く
］、
一
種
の
歴
史
の
構
想
力

3

3

3

3

3

3
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一
四

で
あ
る
。（A

D
29

、
強
調
は
原
著
者
）

　

歴
史
の
意
味
は
あ
と
か
ら
回
顧
的
に
気
づ
か
れ
う
る

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

も
の
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
歴
史
の
意
味
は
け
っ
し
て
神
や
絶
対
精
神

や
人
間
な
ど
が
あ
ら
か
じ
め
意
図
的
に
定
め
る
到
達
目
標
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
歴
史
の
意
味
は
絶
対
精
神
や
人
間
に
よ
っ
て
ま

え
も
っ
て
見
透
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
の
さ
ま
ざ
ま
な
諸
要
素
が
お
の
ず
か
ら
親
和
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
或
る
時

代
の
核
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

歴
史
の
構
想
力
の
も
ろ
も
ろ
の
産
物
［
宗
教
、
法
律
、
経
済
、
科
学
技
術
な
ど
］
相
互
の
親
和
性

3

3

3affinité

が
［
お
の
ず
と
］

顕
在
化
し
て
き
た
と
き
に
、
つ
い
に
歴
史
叙
述
は
［
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
言
う
と
こ
ろ
の
近
代
社
会
の
本
質
で
あ
る
］「
合
理
化
」

と
か
「
資
本
主
義
」
と
い
う
こ
と
を
語
り
始
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
歴
史
は
［
あ
ら
か
じ
め
仮
設
さ
れ
た
］
或
る
モ

デ
ル
に
従
っ
て
働
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
歴
史
と
は
ま
さ
に
意
味
の
到
来

3

3

3

3

3avènem
ent du sens

な
の
で
あ
る
。（A

D
30

）

　

西
洋
の
法
律
、
科
学
、
技
術
、
宗
教
の
う
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
は
透
か
し
模
様
の
よ
う
に
し
て
「
合
理
化
」
と
い
う
意
味
を
認

め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
に
気
づ
く
の
は
あ
く
ま
で
も
事
後
的
にaprès coup

で
し
か
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
要
素

の
そ
れ
ぞ
れ
が
歴
史
の
こ
の
意
味
を
獲
得
す
る
の
は
他
の
諸
要
素
と
の
出
会
い
を
通
し
て
の
み
な
の
で
あ
る
。（A

D
29

）

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、「
今
日
の
資
本
主
義
経
済
は
一
つ
の
桁
外
れ
の
巨
大
な
宇
宙
」（A

D
27

）
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
な
か

で
す
べ
て
の
人
間
は
生
ま
れ
、
そ
の
な
か
で
生
き
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
各
人
に
と
っ
て
こ
の
資
本
主
義
の
宇
宙
は
人
間
の
抵
抗

や
呼
び
か
け
に
は
安
易
に
応
答
し
な
い
よ
う
な
「
下
部
構
造
の
惰
性
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
宇
宙
の
意
味
が
「
合
理
化
」
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意味と歴史　

一
五

や
「
資
本
主
義
」
と
し
て
登
場
し
て
く
る
た
め
に
は
諸
制
度
の
「
親
和
性
」
に
よ
る
お
の
ず
か
ら
な
る
顕
在
化
を
待
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
合
理
性
の
諸
要
素
は
、
一
つ
の
体
系
に
結
晶
化
す
る
以
前
に
も
す
で
に
親
縁
関
係
を
も
っ
て

い
た
」（A

D
30

）
と
語
っ
て
し
ま
う
の
は
「
回
顧
的
錯
覚
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
文
化
の
沈
殿
が
「
あ
と
で
気
づ
き
う
る
よ
う
な
、

意
味
の
創
設Stiftung

の
事
実
」（PM

53note

）
で
あ
る
よ
う
に
、
歴
史
の
意
味
と
は
、
歴
史
の
方
向
性
を
あ
ら
か
じ
め
規
制
す
る

よ
う
な
目
的
や
構
成
的
原
理
の
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
あ
と
か
ら
生
成
し
到
来
し
て
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
歴
史
は
「
意
味
の
到
来
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
歴
史
は
ま
た
「
シ
ン
ボ
ル
体
系
の
場
」（A

D
98

）
と
も
呼
ば
れ
、
自

然
の
よ
う
に
「
認
識
」
さ
れ
る
の
で
は
な
く
「
了
解
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
そ
れ
で
は
、
歴
史
の
意
味
は
ど
の
よ
う
に
し
て
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
歴
史
の
意
味
の
了
解
に
は
ど
の

よ
う
な
限
界
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

歴
史
の
了
解
は
歴
史
の
或
る
一
つ
の
内
面
を
暴
露
し
て
は
く
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
歴
史
の
厚
み
と
偶
然

3

3

3

3

3

3

3

3

を
伴
う
経
験
的
歴
史
の
前
で
は
わ
れ
わ
れ
を
置
き
去
り
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
こ
の
歴
史
を
い
か
な
る

隠
れ
た
理
性
に
も
従
属
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。（A

D
28

）

　

こ
こ
で
は
歴
史
の
了
解
に
つ
い
て
の
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
限
界
意
識
が
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
の
了
解
は
、
経
験
的

歴
史
の
も
つ
「
厚
み
」
と
「
偶
然
」
の
前
で
お
の
れ
の
有
限
性
や
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
性
に
気
づ
か
せ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
歴
史

の
全
体
を
見
透
す
透
明
な
了
解
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
歴
史
の
了
解
を
有
限
た
ら
し
め
る
の
は
「
歴
史

の
厚
み
と
偶
然
」
だ
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の
限
界
を
十
分
に
自
覚
し
な
い
ま
ま
に
、
見
透
し
が
た
い
歴
史
の
奥
行
や
下
部
構

造
に
た
え
き
れ
ず
に
歴
史
の
偶
然
性
と
不
透
明
性
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
し
ば
し
ば
「
隠
れ
た
理
性
」
と
か
「
外
部
の
神
」
を
要
請
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一
六

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
の
了
解
の
限
界
を
逸
脱
し
て
き
た
の
が
従
来
の
歴
史
哲
学
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

歴
史
の
意
味
は
、
行
為
の
目
的
の
よ
う
に
人
間
が
前
も
っ
て
設
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
歴
史
の
意
味
と
歴

史
の
目
的
（
共
産
主
義
社
会
）
と
を
混
同
す
る
と
い
う
誤
り
を
犯
す
と
と
も
に
、
歴
史
の
意
味
と
、
範
型
と
し
て
の
「
階
級
闘
争
」

の
原
理
と
を
同
一
視
し
て
し
ま
っ
た（
８
）。
た
と
え
範
型
に
従
っ
て
過
去
の
歴
史
全
体
を
合
理
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で
も
「
回
顧
的
錯
覚
」
に
す
ぎ
な
い
。
歴
史
の
意
味
は
あ
と
に
な
っ
て
「
到
来
」
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ

は
合
理
的
に
説
明
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
回
顧
的
」
な
仕
方
で
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
歴
史
の
意
味
は
「
到
来
」
す
る
も
の
で

あ
る
が
ゆ
え
に
け
っ
し
て
「
合
理
化
」
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

註　

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
引
用
箇
所
は
以
下
の
略
号
に
よ
っ
て
本
文
中
に
示
す
。
邦
訳
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
参
考
に
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
が
、訳
出
は
す
べ
て
筆
者
の
責
任
に
よ
る
。
引
用
文
中
の
［　

］
内
お
よ
び
傍
点
は
、と
く
に
断
り
の
な
い
か
ぎ
り
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
同
じ
頁
か
ら
の
引
用
が
続
く
場
合
に
は
、
主
と
し
て
最
後
の
引
用
箇
所
に
の
み
頁
数
を
記
し
た
。

A
D

  Les aventures de la dialectique,Gallim
ard,1955

A
M

  A
utour du m

arxism
e dans Sens et non-sens,Gallim

ard,1960
C

A
  L

a conscience et l'acquisition du langage dans P
sychologie et pédagogie de l'enfant, C

ours de Sorbonne 
1949-1952,V

erdier,2001
H

A
  L'hom

m
e et l'adversité dans Signes,Gallim

ard,1960
H

T
  H

um
anism

e et terreur, Gallim
ard, 1947

PM
  La prose du m

onde, Gallim
ard, 1969
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意味と歴史　

一
七

SH
  Les sciences de l'hom

m
e et la phénom

énologie, Centre de D
ocum

entation U
niversitaire, 1953
（
１
）　

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
言
語
論
の
解
釈
に
つ
い
て
は
次
の
拙
論
を
参
照
。「
言
語
・
構
造
・
歴
史
―
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
中
期
の

言
語
哲
学
―
」（『
西
日
本
哲
学
年
報
』
第
二
一
号
、
二
〇
一
三
年
）。

（
２
）　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
つ
い
て
の
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
解
釈
は
、『
歴
史
哲
学
講
義
』
に
対
し
て
は
批
判
的
で
あ
る
が
、『
精
神
現
象
学
』

に
対
し
て
は
好
意
的
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
両
義
的
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
拙
論
の
註
（
９
）
を
参
照
。「
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の

真
理
論
に
お
け
る
表
現
の
問
題
」（
九
州
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
院
『
哲
學
年
報
』
第
六
八
輯
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
３
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
拙
論
の
第
五
章
「
言
語
と
歴
史
」
で
詳
論
し
た
の
で
そ
れ
を
参
照
。「
言
語
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」（
九
州
大
学
大
学
院
人

文
科
学
研
究
院
『
哲
學
年
報
』
第
七
二
輯
、
二
〇
一
三
年
）。

（
４
）　

ラ
ン
グ
の
「
よ
ろ
め
く
論
理
」「
千
鳥
足
の
論
理
」
に
つ
い
て
は
、
本
稿
註
（
１
）
の
拙
論
の
「
第
二
節
、
ラ
ン
グ
の
構
造
転
換
」
を
参
照
。

（
５
）　

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
歴
史
の
意
味
と
歴
史
の
範
型
を
混
同
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
を
一
貫
し
た
論
理
に

よ
っ
て
説
明
す
る
と
い
う
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。Cf.H

.A
rendt,T

he concept of history : ancient and m
odern,in Betw

een Past and 
Future,Penguin Books,2006,pp.76-86.

（
引
田
隆
也
・
齋
藤
純
一
訳
『
過
去
と
未
来
の
間
』、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
一
〇
一
～
一
一
五
頁
）。

（
６
）　
『
知
覚
の
現
象
学
』
に
よ
れ
ば
、
歴
史
の
意
味
と
は
「
あ
ら
ゆ
る
個
人
的
決
意
に
先
立
っ
て
社
会
的
共
存
や
〈
ひ
と
〉l'O

n

の
な
か
で
練
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
未
来
の
具
体
的
企
投

3

3

3

3

3

3

3

3

で
あ
る
。
…
わ
れ
わ
れ
が
歴
史
に
意
味
を
与
え
は
す
る
が
、
そ
れ
は
歴
史
が
わ
れ
わ
れ
に
意
味
を
提
示
す
る
の
で

な
け
れ
ば
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
…
歴
史
の
主
体
は
個
人
で
は
な
い
」（PP513

）。

（
７
）　
『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
い
て
は
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
基
本
的
立
場
と
し
て
世
界
の
存
在
論
的
偶
然
性

3

3

3

3

3

3

3

が
強
調
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
考
え
方

は
彼
の
歴
史
論
に
お
い
て
も
貫
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
例
え
ば
、『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
テ
ロ
ル
』
で
の
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
神
話
に
お
け
る
「
根3

本
的
偶
然

3

3

3

3

」（H
T
Ⅹ
Ⅹ
Ⅹ
Ⅴ

）
を
参
照
。
な
お
『
知
覚
の
現
象
学
』
で
の
存
在
論
的
偶
然
性
に
つ
い
て
は
、次
の
拙
論
を
参
照
。「
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ

に
お
け
る
知
覚
の
弁
証
法
と
偶
然
性
の
問
題
」（
九
州
大
学
哲
学
会
編
『
哲
学
論
文
集
』
第
三
五
輯
、
一
九
九
九
年
）

（
８
）　

ア
ー
レ
ン
ト
は
意
味
と
範
型
の
相
違
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
範
型

3

3

を
『
つ
く
る
』
こ
と
は
で
き
る
が
、
意
味
を
つ
く
る
こ
と
は

3

3

3

3

3

3

3

3

3

で
き
ず

3

3

3

、
意
味
は

3

3

3

、
真
理

3

3

［
や
存
在

3

3

］
と
同
様
に

3

3

3

3

、
た
だ
み
ず
か
ら
を
暴
露
し
開
示
す
る
だ
け
で
あ
る

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

。
マ
ル
ク
ス
は
歴
史
家
の
な
か
で
も
も
っ
と

も
偉
大
な
歴
史
家
で
あ
り
続
け
て
い
る
が
、
し
か
し
彼
は
範
型
を
意
味
と
取
り
違
え
た
最
初
の
歴
史
家
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。・・・
マ
ル
ク
ス
以
来
、

歴
史
家
た
ち
は
過
去
の
錯
綜
し
た
事
実
に
対
し
て
自
分
た
ち
の
望
む
よ
う
な
範
型
を
思
い
の
ま
ま
に
押
し
つ
け
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
外
見
上
は
高

度
に
妥
当
す
る
普
遍
的
『
意
味
』
に
よ
っ
て
事
実
的
で
個
別
的
な
も
の
が
破
壊
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
歴
史
過
程
す
な
わ
ち
事
柄
の
時
間
的
継
起

に
関
す
る
基
本
的
な
事
実
の
構
造
が
掘
り
崩
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」（H

.A
rendt,op.cit.,p.81

、
邦
訳
一
〇
八
頁
）。
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