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謎
め
い
て
い
て
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
が
、
な
ぜ
か
魅
了
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
が
あ
る
。
否
、
謎
で
あ
る
か
ら
こ
 
 

そ
我
々
を
魅
惑
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
思
想
だ
け
で
な
く
、
a
d
O
r
n
i
e
r
e
n
な
ど
と
い
う
言
葉
が
出
来
て
し
ま
う
程
に
文
体
の
面
か
ら
 
 

も
難
解
と
言
わ
れ
て
い
る
T
h
・
W
・
ア
ド
ル
ノ
の
著
作
は
、
正
に
そ
の
様
な
も
の
の
一
例
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
ア
ド
ル
ノ
の
 
 

著
作
の
中
で
も
特
に
 

そ
れ
以
前
の
著
作
と
の
思
想
的
連
関
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
か
な
り
纏
め
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
、
未
完
ゆ
え
の
断
片
的
性
格
に
よ
っ
て
、
 
 

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
同
様
の
独
特
の
難
し
さ
と
魅
力
を
兼
ね
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
『
美
学
理
論
』
の
ど
こ
を
 
 

と
っ
て
も
そ
の
様
な
こ
と
が
言
え
る
の
だ
が
、
と
り
わ
け
繰
り
返
し
そ
こ
に
捕
ら
わ
れ
て
し
ま
う
い
く
つ
か
の
文
章
の
中
に
、
次
の
よ
う
 
 

な
一
節
が
あ
る
。
 
 

拳
術
は
、
そ
れ
自
身
の
た
め
に
制
作
行
為
の
偽
り
を
暴
き
、
労
働
の
呪
縛
を
超
え
た
実
践
の
立
場
を
選
択
す
る
。
し
か
し
、
幸
福
の
 
 

約
束
（
P
r
O
m
e
S
S
e
d
u
b
O
n
h
e
u
r
）
と
い
う
言
葉
は
、
従
来
の
実
践
が
幸
福
に
な
る
こ
と
を
遮
っ
て
い
る
、
と
い
う
以
上
の
こ
と
を
意
 
 

味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
幸
福
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
実
践
を
超
え
た
所
に
あ
る
、
と
。
実
践
と
幸
福
の
間
に
横
た
わ
る
深
淵
の
 
 

探
さ
を
測
る
の
は
、
聾
術
作
品
に
お
け
る
否
定
の
力
な
の
だ
。
（
中
略
）
幸
福
の
た
め
に
幸
福
は
断
念
さ
れ
る
。
そ
の
様
に
し
て
幸
福
 
 
 

序
 

h
 
T
・
W
・
ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
「
幸
福
の
約
束
」
 
 



聾
術
は
制
作
を
超
え
て
実
践
へ
向
か
い
、
そ
の
実
践
を
超
え
た
所
に
幸
福
が
あ
る
。
幸
福
は
、
聾
術
に
お
い
て
は
否
定
さ
れ
、
断
念
さ
 
 

れ
て
、
蟄
術
の
中
で
生
き
延
び
て
い
く
。
こ
こ
で
ア
ド
ル
ノ
は
、
聾
術
と
幸
福
の
関
係
に
つ
い
て
、
実
に
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
で
錯
綜
と
し
 
 

た
論
理
を
展
開
し
て
い
る
の
だ
。
で
は
ア
ド
ル
ノ
は
、
こ
の
様
な
論
理
の
中
に
一
体
何
を
言
い
表
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
が
 
 

（
2
）
 
 

「
語
り
え
な
い
こ
と
を
語
る
こ
と
」
、
そ
し
て
そ
の
逆
説
を
「
解
体
す
る
」
こ
と
を
自
ら
の
課
題
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
彼
が
こ
の
様
 
 

な
論
理
の
中
に
特
別
な
意
図
を
込
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
こ
の
様
な
聾
術
と
幸
福
を
め
ぐ
る
逆
説
 
 

的
な
関
係
性
の
中
に
、
ア
ド
ル
ノ
が
何
を
語
ろ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
「
幸
福
の
約
束
（
P
r
O
m
e
S
S
2
d
u
b
O
n
h
2
u
r
）
」
と
い
う
言
葉
に
注
 
 

目
し
つ
つ
、
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
 
 
 

第
一
節
 
「
幸
福
の
約
束
」
の
系
譜
 
－
 
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
、
ニ
ー
チ
ェ
 
 

先
の
引
用
に
も
特
徴
的
に
語
ら
れ
て
い
た
「
幸
福
の
約
束
」
と
い
う
言
葉
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
言
葉
で
は
な
い
。
こ
れ
は
 
 

そ
も
そ
も
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
『
恋
愛
論
』
 
（
一
八
二
二
）
の
中
に
出
て
く
る
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
の
第
十
七
節
の
注
釈
の
中
で
、
ス
タ
ン
 
 

ダ
ー
ル
は
次
の
様
に
言
っ
て
い
る
。
 
 

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
『
恋
愛
論
』
は
、
彼
の
手
に
よ
る
堅
苦
し
い
美
学
の
書
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
心
優
し
い
が
ゆ
え
に
馬
鹿
げ
た
こ
と
 
 
 

美
は
幸
福
の
約
束
ニ
a
b
⊇
挙
N
∽
わ
∑
u
b
O
h
e
u
r
）
に
他
な
ら
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
人
の
幸
福
は
一
八
二
二
年
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
幸
福
と
は
 
 

（
3
）
 
 

違
っ
て
い
た
。
 
 

（
1
）
 
 

へ
の
欲
求
は
聾
術
の
中
で
生
き
延
び
る
の
だ
。
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を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
」
、
「
二
十
六
才
で
、
他
の
男
性
を
愛
す
る
女
性
を
誠
実
に
愛
す
る
こ
と
」
、
相
手
の
気
持
ち
を
気
に
す
る
ば
か
り
に
 
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
＿
●
 
 

「
自
分
自
身
の
視
線
に
い
く
ば
く
か
の
愛
情
を
示
す
な
ど
と
い
う
こ
と
を
全
く
思
い
つ
か
な
い
こ
と
」
、
要
す
る
に
「
恋
を
経
験
し
た
」
事
 
 

が
あ
る
読
者
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
（
叫
託
㌣
〕
N
†
ご
、
「
恋
愛
の
生
理
学
」
（
叫
ひ
鱒
－
〕
芦
）
の
書
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
プ
ラ
ト
 
 

ン
の
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
同
様
、
恋
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
た
と
え
対
話
篇
で
あ
ろ
う
が
、
小
説
で
も
哲
学
書
で
も
な
 
 

い
散
文
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
美
の
こ
と
に
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
恋
愛
の
あ
ら
ゆ
る
展
開
に
お
い
て
「
美
の
 
 

性
質
」
を
帯
び
る
の
だ
と
し
た
上
で
、
「
こ
の
様
に
し
て
美
を
愛
す
る
こ
と
と
恋
と
は
、
お
互
い
に
生
命
を
与
、
ゑ
口
う
の
だ
」
（
叫
認
㌣
u
ご
 
 

と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

で
は
、
恋
愛
と
美
と
は
ど
の
様
に
関
り
合
う
の
だ
ろ
う
郁
。
ま
ず
最
初
、
恋
の
芽
生
え
に
お
い
て
、
美
は
「
旗
印
」
と
し
て
必
要
な
も
 
 

の
で
あ
る
。
あ
る
相
手
を
見
、
感
嘆
を
含
み
つ
つ
感
覚
的
な
快
楽
を
覚
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
そ
の
相
手
と
様
々
な
形
で
接
触
 
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
深
く
交
わ
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
う
「
希
望
」
が
生
じ
て
く
る
。
そ
の
様
に
希
望
を
与
え
て
く
れ
る
相
手
 
 

に
は
、
様
々
な
形
で
そ
の
「
美
点
（
p
e
r
f
e
c
t
i
O
n
）
」
を
見
つ
け
出
そ
、
ナ
と
す
る
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
恋
す
る
男
性
に
と
っ
て
恋
人
 
 

の
顔
立
ち
は
、
実
際
の
千
倍
に
も
な
っ
て
見
え
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
様
な
単
に
外
見
だ
け
で
は
な
く
、
仕
草
や
話
し
ぶ
り
、
愛
す
べ
き
 
 

相
手
の
良
い
評
判
な
ど
、
様
々
な
点
が
そ
の
相
手
の
「
美
点
」
と
な
り
、
生
き
生
き
と
し
た
感
嘆
と
わ
ず
か
な
希
望
を
決
定
的
な
も
の
に
 
 

し
て
、
第
一
の
 
「
結
晶
作
用
（
c
r
i
s
t
a
】
－
i
s
a
t
i
O
n
）
」
 
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
様
な
第
一
の
「
結
晶
作
用
」
は
、
愛
す
る
も
の
の
内
に
次
々
と
新
し
い
美
を
見
つ
け
出
し
、
相
手
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
欲
望
を
完
 
 

全
で
十
分
に
「
満
足
」
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
様
な
第
一
の
「
結
晶
作
用
」
は
、
期
待
し
て
い
た
は
ず
の
幸
福
が
 
 

得
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
と
同
時
に
、
よ
り
確
実
な
幸
福
の
根
拠
を
求
め
、
「
疑
念
」
と
「
不
幸
」
へ
の
不
安
の
う
ち
に
崩
 
 

れ
去
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
こ
の
時
こ
そ
、
第
二
の
「
結
晶
作
用
」
が
始
ま
る
の
だ
と
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
言
う
。
し
か
し
、
第
二
の
「
結
 
 

晶
作
用
」
が
生
じ
る
時
に
は
、
p
e
r
f
e
c
t
i
O
n
と
い
う
言
葉
に
想
起
さ
れ
る
様
な
、
感
覚
的
な
完
全
性
と
い
う
意
味
で
の
美
は
、
最
早
主
役
の
 
 
 



位
置
を
占
め
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
も
し
相
手
の
心
を
疑
っ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
の
人
の
顔
を
考
え
て
い
る
暇
な
ど
無
い
」
 
 

（
叫
託
㌣
畠
．
）
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
美
と
醜
の
境
界
が
解
体
す
る
。
他
人
の
評
価
や
一
般
的
な
尺
度
に
基
づ
い
た
、
感
覚
的
完
全
性
と
し
 
 

て
の
美
よ
り
も
、
恋
す
る
人
に
と
っ
て
美
し
く
見
え
る
の
は
、
そ
の
人
に
高
い
関
心
を
引
き
起
こ
し
、
「
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
予
測
を
無
に
し
 
 

て
し
ま
う
様
な
魅
力
的
な
現
実
」
 
（
謎
鞋
．
こ
e
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
言
う
「
幸
福
の
約
束
」
は
、
正
に
こ
こ
に
関
る
こ
と
で
あ
る
。
恋
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
美
と
は
他
人
の
尺
度
や
表
 
 

面
的
な
美
し
さ
で
は
な
く
、
恋
す
る
も
の
に
ど
れ
だ
け
の
感
激
を
喚
起
し
、
激
し
い
気
持
ち
を
挺
ら
せ
、
夢
中
に
さ
せ
る
か
。
つ
ま
り
、
 
 

そ
の
様
な
幸
せ
な
想
い
を
約
束
し
て
く
れ
る
か
、
な
の
で
あ
る
。
美
が
恋
を
芽
生
え
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
恋
心
が
美
を
作
り
出
す
。
ス
 
 

タ
ン
ダ
ー
ル
の
美
の
定
義
は
飽
く
ま
で
個
人
的
、
主
観
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
よ
り
続
く
「
比
例
」
「
均
整
」
「
調
和
」
を
 
 

規
準
と
し
た
、
言
わ
ば
公
式
の
美
学
思
想
か
ら
は
離
れ
た
所
に
位
置
す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
様
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
 
 

美
の
概
念
を
哲
学
的
美
学
の
議
論
の
狙
上
に
載
せ
た
の
が
ニ
ー
チ
ェ
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
『
道
徳
の
系
譜
』
 
の
第
三
論
文
「
禁
欲
主
義
 
 

的
理
想
は
何
を
意
味
す
る
か
～
」
 
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
と
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
を
対
比
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
正
し
い
の
は
、
カ
ン
ト
か
、
 
 

（
4
）
 
 

そ
れ
と
も
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
か
～
」
 
 
 

こ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
が
取
り
上
げ
る
カ
ン
ト
は
、
彼
の
美
学
的
著
作
で
あ
る
『
判
断
力
批
判
』
で
展
開
さ
れ
て
い
る
、
所
謂
「
美
の
無
開
 
 

（
5
）
 
 

心
性
」
の
主
張
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
『
判
断
力
批
判
』
 
の
中
で
、
美
に
関
し
て
四
つ
の
観
点
か
ら
規
定
を
行
っ
て
い
た
が
、
そ
の
一
番
目
 
 

に
当
る
「
あ
ら
ゆ
る
関
心
な
し
に
（
O
h
n
e
a
〓
e
s
l
n
t
e
r
e
s
s
e
）
」
 
の
個
所
を
問
題
視
す
る
の
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
カ
ン
ト
が
美
に
、
そ
 
 

し
て
聾
術
に
敬
意
を
表
す
る
故
に
非
個
人
性
と
普
遍
妥
当
性
を
重
視
す
る
為
、
「
番
術
家
（
創
作
者
）
の
立
場
か
ら
美
学
的
問
題
に
目
を
向
 
 

け
る
の
で
は
な
く
、
ひ
と
え
に
「
観
照
者
」
 
の
立
場
か
ら
の
み
峯
術
と
美
を
考
察
」
し
、
そ
の
た
め
に
「
知
ら
ず
知
ら
ず
に
 
「
観
照
者
」
 
 

自
身
を
「
美
」
の
定
義
の
中
に
入
り
込
ま
せ
て
し
ま
っ
た
」
と
批
判
す
る
。
客
観
的
な
普
遍
性
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
と
も
「
共
通
感
覚
s
e
n
s
u
s
 
 

c
O
m
m
亡
n
i
s
」
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
の
一
般
性
が
保
証
さ
れ
る
認
識
の
場
で
は
な
く
、
「
も
っ
と
独
特
で
強
烈
な
体
験
」
、
「
欲
望
」
、
「
驚
愕
」
、
 
 
 



Th．W．アドルノにおける「幸福の約束」  

「
恍
惚
」
と
い
う
「
大
き
な
個
人
的
な
事
実
と
経
験
」
に
満
ち
た
創
造
の
場
に
こ
そ
、
美
的
体
験
の
所
在
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
だ
（
叫
註
・
〉
 
 

S
．
〕
芦
）
。
カ
ン
ト
と
ニ
ー
チ
ェ
で
は
、
余
り
に
拠
っ
て
立
つ
所
が
違
う
。
認
識
と
創
造
、
普
遍
性
と
個
人
性
、
受
動
と
能
動
、
あ
る
い
は
 
 

ニ
ー
チ
ェ
的
に
言
え
ば
、
背
負
う
ラ
ク
ダ
と
遊
戯
す
る
子
供
（
あ
る
い
は
笑
う
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
）
。
そ
れ
ゆ
え
に
ニ
ー
チ
ェ
は
「
関
心
 
 

な
し
に
」
服
を
ま
と
わ
ぬ
女
性
の
彫
刻
を
眺
め
ら
れ
る
、
と
い
う
様
な
美
学
者
を
笑
う
の
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
、
美
は
関
心
そ
 
 

の
も
の
で
あ
っ
た
。
更
に
美
は
、
意
志
を
刺
激
し
関
心
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
責
め
苦
を
受
け
て
い
る
人
が
そ
の
拷
問
か
ら
逃
れ
 
 

よ
う
と
思
う
ほ
ど
に
、
余
り
に
強
烈
で
余
り
に
個
人
的
な
関
心
」
に
拠
る
と
美
が
我
々
に
と
っ
て
快
い
も
の
に
な
る
の
は
（
蛍
㌣
S
・
〕
芦
）
、
 
 

美
が
決
し
て
静
的
な
も
の
で
は
な
く
、
動
的
・
創
造
的
で
あ
っ
て
、
様
々
な
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
新
し
い
価
値
の
創
出
へ
の
原
動
力
た
 
 

り
得
る
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
の
様
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
「
幸
福
の
約
束
」
は
、
幸
福
と
い
う
極
め
て
個
人
的
な
関
心
へ
の
着
日
と
、
不
安
に
 
 

突
き
動
か
さ
れ
た
未
来
へ
の
約
束
と
い
う
二
重
の
意
味
で
、
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
思
想
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
様
に
、
ニ
ー
チ
ェ
を
介
し
た
カ
ン
ト
の
「
無
関
心
性
」
の
美
学
と
の
対
決
は
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
「
幸
福
の
約
束
」
を
美
学
思
想
 
 

上
の
主
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
に
持
ち
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
以
前
、
十
八
世
紀
に
存
在
し
て
い
た
「
関
心
の
美
学
」
 
 

（
6
）
 
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
更
に
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
ニ
ー
チ
ェ
の
「
力
へ
の
意
志
」
と
結
び
つ
 
 

く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
」
な
も
の
と
し
て
カ
オ
ス
的
か
つ
創
造
的
で
あ
り
、
ま
た
大
地
と
肉
体
に
結
び
つ
く
 
 

（
7
）
 
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
背
後
世
界
の
否
定
で
あ
る
と
同
時
に
、
現
世
に
於
け
る
意
志
の
先
に
あ
る
も
の
へ
の
賛
歌
で
は
な
か
っ
 
 

た
か
。
l
T
チ
ェ
が
約
束
く
e
r
S
p
r
e
C
h
e
コ
と
い
う
言
葉
を
強
調
す
る
時
、
幸
福
は
未
だ
な
い
も
の
と
し
て
未
来
へ
と
投
げ
掛
け
ら
れ
る
こ
と
 
 

に
な
る
。
 
 
 

第
二
蔀
 
合
理
化
の
過
程
と
し
て
の
「
啓
蒙
の
弁
証
法
」
 
 
 

前
節
で
は
、
「
幸
福
の
約
束
」
と
い
う
美
の
規
定
が
ア
ド
ル
ノ
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
前
史
と
し
て
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
『
恋
愛
論
』
と
 
 
 



ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
に
於
け
る
「
幸
福
の
約
束
」
の
問
題
を
考
察
し
て
き
た
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
お
い
て
「
恋
愛
の
生
理
学
」
の
文
脈
で
語
 
 

ら
れ
る
「
幸
福
の
約
束
」
は
客
観
的
、
普
遍
的
な
美
の
規
準
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
美
を
主
観
的
関
心
の
尺
度
に
よ
っ
て
測
 
 

ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
様
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
規
定
の
主
観
的
、
個
人
的
な
側
面
に
注
目
し
た
の
が
ニ
ー
チ
ェ
で
あ
る
。
ニ
ー
 
 

チ
ェ
は
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
カ
ン
ト
の
美
の
規
定
を
比
較
し
た
上
で
、
関
心
と
欲
望
、
個
人
性
を
軸
に
し
て
美
の
再
定
義
を
行
っ
た
の
で
 
 

あ
る
。
こ
の
様
な
ニ
ー
チ
ェ
の
試
み
は
、
美
を
生
の
肯
定
と
し
て
の
規
範
的
価
値
に
す
る
一
方
、
美
に
生
の
推
進
力
、
あ
る
い
は
超
人
と
 
 

し
て
の
未
来
へ
の
企
図
を
見
た
の
で
あ
っ
た
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
に
お
い
て
共
通
す
る
の
は
、
「
不
安
」
や
「
責
め
苦
」
 
 

と
い
っ
た
肉
体
的
に
否
定
的
な
契
機
が
、
美
的
体
験
の
推
進
力
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
で
は
、
ア
ド
ル
ノ
は
彼
自
身
の
眼
 
 

前
に
拡
が
る
現
実
に
対
し
て
ど
の
様
な
視
線
を
投
げ
掛
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
二
節
で
は
、
ホ
ル
タ
ハ
イ
マ
ー
と
の
共
著
『
啓
蒙
の
 
 

弁
証
法
』
を
参
照
し
っ
つ
、
彼
の
世
界
に
対
す
る
把
握
を
見
て
み
た
い
。
ホ
ル
タ
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
は
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
お
い
 
 

て
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ュ
ー
バ
ー
が
合
理
化
の
過
程
を
た
ど
っ
て
い
く
人
間
の
歴
史
を
定
式
化
す
る
時
に
用
い
た
「
世
界
の
脱
魔
術
化
d
i
e
 
 

（
8
）
 
E
n
t
N
a
u
b
e
r
u
n
g
d
e
r
W
e
三
と
い
う
表
現
を
用
い
て
、
次
の
様
に
言
っ
て
い
る
。
 
 

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
啓
蒙
と
は
、
一
般
に
啓
蒙
、
啓
蒙
思
想
、
啓
蒙
主
義
な
ど
と
い
う
様
に
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
お
 
 

こ
っ
た
思
想
的
傾
向
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
彼
ら
が
啓
蒙
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
単
な
る
一
時
代
の
思
潮
を
象
徴
 
 

す
る
概
念
で
は
な
く
、
広
義
の
進
歩
思
想
と
し
て
そ
の
範
囲
は
人
類
の
歴
史
の
全
体
を
覆
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

苦
か
ら
進
歩
思
想
と
い
う
最
も
広
い
意
味
で
の
啓
蒙
は
、
人
間
か
ら
恐
怖
を
取
り
除
き
、
人
間
を
支
配
者
に
す
る
と
い
う
目
的
を
追
 
 

求
し
て
き
た
。
し
か
し
完
全
に
啓
蒙
さ
れ
た
大
地
は
、
戦
勝
ム
ー
ド
の
災
い
の
徴
候
に
輝
き
満
ち
て
い
る
。
啓
蒙
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
 
 

（
q
こ
 
 

世
界
を
脱
魔
術
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
啓
蒙
は
神
話
を
解
体
し
、
知
識
に
よ
っ
て
空
想
を
転
覆
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
。
（
臣
皿
r
」
ご
 
 



Th．W．アドルノにおける「幸福の約束」   

さ
ら
に
彼
ら
は
「
世
界
の
脱
魔
術
化
」
と
い
う
言
葉
を
説
明
し
て
、
「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
根
絶
す
る
こ
と
d
i
e
A
u
s
r
O
t
t
u
n
g
d
e
s
A
n
i
m
i
s
・
 
 

ヨ
u
S
」
（
臣
．
N
こ
だ
と
も
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
啓
蒙
と
は
人
間
を
ア
ニ
ミ
ズ
ム
や
神
話
の
呪
縛
か
ら
解
放
し
、
知
識
に
よ
っ
て
空
想
を
 
 

排
除
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
人
間
か
ら
恐
怖
を
取
り
除
き
、
人
間
を
支
配
者
の
地
位
に
つ
か
せ
る
た
め
に
進
歩
し
て
い
 
 

（
1
0
）
 
 

く
こ
と
で
あ
る
。
で
は
こ
の
様
な
啓
蒙
は
、
ど
の
様
な
形
で
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
は
、
ソ
ク
ラ
 
 

テ
ス
以
前
の
宇
宙
論
を
例
に
挙
げ
て
、
合
理
化
の
過
程
を
「
神
話
的
直
観
が
初
め
て
合
理
化
さ
れ
て
沈
澱
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
神
話
の
 
 

デ
ー
モ
ン
達
の
膨
張
し
て
い
く
多
義
性
が
全
て
、
存
在
論
的
に
実
在
す
る
も
の
の
純
粋
な
形
式
へ
と
精
神
化
」
す
る
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
 
 

る
（
臣
．
N
－
f
．
）
。
こ
の
神
話
的
に
直
観
さ
れ
た
も
の
と
は
、
神
々
の
名
前
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
神
々
は
人
間
か
ら
恐
怖
を
取
り
除
く
 
 

こ
と
が
出
来
ず
、
そ
の
恐
怖
の
石
化
し
た
響
き
を
自
ら
の
名
前
と
し
て
持
っ
て
い
る
」
（
匿
．
〕
N
．
）
や
、
「
神
々
は
普
遍
的
な
力
と
し
て
の
 
 

自
然
を
体
現
し
て
い
た
」
（
臣
．
〕
e
と
い
う
表
現
か
ら
も
分
か
る
様
に
、
自
然
の
様
々
な
力
と
そ
れ
に
対
す
る
人
間
の
恐
怖
の
声
は
神
々
 
 

の
名
前
で
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
一
人
の
神
が
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
だ
け
力
を
持
つ
の
で
は
な
い
。
神
話
に
お
け
る
デ
ー
 
 

モ
ン
達
が
多
義
的
で
あ
る
と
は
、
神
々
が
自
然
の
様
々
な
力
を
持
つ
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
哲
学
者
達
に
よ
っ
て
自
然
の
物
質
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
第
に
個
別
化
の
過
程
を
経
る
 
 

こ
と
に
な
り
存
在
論
的
に
純
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
つ
の
頂
点
と
考
え
ら
れ
る
の
が
プ
ラ
ト
ン
の
語
る
イ
デ
ア
で
 
 

あ
る
。
個
別
的
な
も
の
か
ら
「
そ
れ
自
体
」
 
へ
の
階
梯
を
語
り
、
あ
る
い
は
感
覚
的
な
も
の
と
知
性
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
も
の
を
区
別
 
 

（
‖
－
 
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
は
世
界
を
恒
常
不
変
な
単
一
の
イ
デ
ア
に
還
元
し
、
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
「
し
か
し
 
 

啓
蒙
は
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
の
遺
産
の
中
に
古
い
諸
力
を
再
認
識
し
、
普
遍
概
念
の
真
理
要
求
を
迷
信
と
し
て
責
 
 

め
た
て
」
る
（
臣
．
N
N
．
）
。
啓
蒙
は
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
の
中
に
さ
え
、
自
然
の
力
が
生
き
残
っ
て
い
る
こ
と
を
 
 

発
見
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
「
有
用
性
」
を
持
た
な
い
単
な
る
迷
信
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
様
に
啓
蒙
は
、
神
話
を
合
理
化
し
ょ
う
と
し
た
哲
学
的
な
営
み
と
し
て
の
啓
蒙
そ
れ
自
身
を
否
定
す
る
。
つ
ま
り
「
自
分
自
身
に
 
 
 



暴
力
を
加
え
る
様
な
思
考
の
み
が
、
神
話
を
破
壊
す
る
の
に
足
る
の
で
あ
る
」
（
臣
．
芦
）
と
い
う
様
に
、
啓
蒙
は
自
ら
の
内
に
潜
む
神
話
 
 

的
色
彩
や
自
然
の
力
を
想
起
さ
せ
る
も
の
を
暴
力
的
に
排
除
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
啓
蒙
は
徹
底
的
に
神
々
と
そ
れ
 
 

に
ま
と
わ
り
付
く
様
々
な
質
を
破
壊
し
、
そ
れ
ら
を
「
抽
象
的
な
量
」
 
へ
と
還
元
し
ょ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
数
へ
、
最
終
的
に
は
一
へ
と
 
 

還
元
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
「
数
へ
、
最
後
に
は
一
へ
と
解
消
し
な
い
も
の
を
仮
象
に
」
し
て
し
ま
い
、
「
実
証
主
義
が
そ
れ
 
 

を
詩
の
中
に
追
放
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
は
何
の
阻
齢
も
内
在
し
な
い
様
な
統
一
を
保
と
う
と
す
る
。
つ
ま
り
啓
蒙
は
、
数
を
原
 
 

理
と
し
た
統
一
を
構
築
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
遺
さ
れ
る
の
は
「
神
々
と
様
々
な
質
の
破
壊
」
だ
け
だ
（
匿
．
N
箪
）
。
「
存
在
や
生
起
 
 

と
し
て
啓
蒙
に
あ
ら
か
じ
め
承
認
さ
れ
る
の
は
、
統
一
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
だ
け
」
で
あ
り
、
統
一
の
理
想
は
そ
こ
か
ら
「
あ
り
 
 

と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
出
て
く
る
体
系
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
 
（
臣
．
N
ど
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
統
一
の
下
に
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
は
 
 

そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
い
。
数
に
還
元
さ
れ
な
い
も
の
が
仮
象
と
し
て
詩
の
世
界
に
追
い
や
ら
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
で
あ
る
。
 
 

そ
し
て
そ
の
様
な
統
一
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す
る
啓
蒙
は
、
全
て
が
自
己
か
ら
生
み
出
さ
れ
そ
の
外
に
は
何
も
な
い
様
な
体
系
を
目
指
す
の
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
様
に
啓
蒙
は
自
分
自
身
に
さ
え
暴
力
を
振
る
う
様
な
思
考
で
あ
り
、
そ
の
外
に
は
何
も
な
い
様
な
体
系
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

そ
れ
ゆ
え
神
話
の
中
に
現
れ
る
神
々
や
様
々
な
質
を
破
壊
す
る
啓
蒙
を
、
外
在
的
に
批
判
す
る
試
み
は
失
敗
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
 
 

な
ら
啓
蒙
を
批
判
す
る
た
め
に
そ
れ
に
対
立
す
る
は
ず
の
神
話
を
持
っ
て
き
て
も
、
「
啓
蒙
が
ど
の
様
な
精
神
的
な
抵
抗
を
受
け
て
も
、
単
 
 

に
啓
蒙
の
強
さ
を
増
す
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
啓
蒙
が
神
話
に
お
い
て
さ
え
、
自
分
自
身
を
再
認
識
す
る
た
め
で
あ
る
」
（
臣
．
N
N
．
）
と
 
 

い
う
様
に
、
啓
蒙
は
神
話
の
中
に
自
ら
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
見
つ
け
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
啓
 
 

蒙
は
勢
い
づ
く
。
つ
ま
り
「
啓
蒙
と
は
全
体
的
で
あ
る
」
（
臣
．
N
N
．
）
と
い
う
言
葉
通
り
、
啓
蒙
は
自
ら
に
対
立
す
る
も
の
さ
え
も
自
ら
の
 
 

内
に
取
り
込
ん
で
進
展
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
啓
蒙
と
神
話
を
対
立
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
啓
蒙
の
働
き
を
神
話
の
破
壊
と
見
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
 
 
 



Th、W．アドルノにおける「幸福の約束」  

い
か
と
い
う
疑
問
が
沸
い
て
く
る
だ
ろ
う
。
前
述
し
た
様
に
神
話
に
お
け
る
神
々
の
名
前
は
自
然
か
ら
恐
怖
を
受
け
た
時
の
声
で
あ
り
、
 
 

神
話
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
「
神
話
的
直
観
」
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
神
話
に
世
界
の
出
来
事
を
「
報
告
し
、
 
 

命
名
し
、
起
源
を
語
る
」
な
ど
の
機
能
を
見
る
時
、
神
話
と
は
出
来
事
に
即
し
て
思
想
が
語
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
し
か
し
一
方
で
、
 
 

神
話
は
「
叙
述
し
、
保
持
し
、
説
明
し
よ
う
と
す
る
」
と
い
う
機
能
も
併
せ
持
ち
、
神
話
が
文
字
化
し
収
集
さ
れ
る
様
に
な
る
と
こ
ち
ら
 
 

の
方
が
優
勢
に
な
っ
て
く
る
（
臣
．
N
e
。
つ
ま
り
出
来
事
に
受
動
的
に
の
み
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
能
動
的
に
解
釈
す
る
様
に
 
 

な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
啓
蒙
は
苦
か
ら
擬
人
観
、
す
な
わ
ち
主
観
的
な
も
の
の
自
然
へ
の
投
影
を
神
話
の
基
礎
と
解
釈
し
て
き
た
」
 
 

の
で
あ
り
、
ま
た
精
霊
や
デ
ー
モ
ン
と
い
っ
た
「
超
自
然
的
な
も
の
d
a
s
C
b
e
r
n
a
t
守
－
i
c
h
e
」
を
含
め
て
神
話
に
登
場
し
て
く
る
も
の
を
、
 
 

（
1
2
）
 
 

「
自
然
的
な
も
の
に
驚
か
さ
れ
る
人
間
の
鏡
像
」
と
し
て
全
て
主
観
に
還
元
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
神
話
は
主
観
に
よ
っ
 
 

て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
自
然
に
対
す
る
能
動
的
行
為
と
し
て
啓
蒙
の
産
物
だ
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
命
 
 

題
化
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
 
「
す
で
に
神
話
が
啓
蒙
で
あ
る
」
 
（
匿
」
e
と
な
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

こ
の
様
な
神
話
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
述
べ
て
き
た
様
に
啓
蒙
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
く
。
し
か
し
な
が
ら
彼
ら
は
、
神
話
が
啓
 
 

蒙
に
よ
っ
て
完
全
に
否
定
さ
れ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
ホ
ル
タ
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
は
「
啓
蒙
が
神
話
へ
と
逆
戻
り
す
る
原
 
 

因
は
、
特
に
逆
戻
り
す
る
こ
と
を
目
的
に
考
え
出
さ
れ
た
国
家
主
義
的
、
異
教
的
、
そ
の
他
の
近
代
的
な
神
話
の
中
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
 
 

で
は
な
く
、
む
し
ろ
真
理
を
恐
れ
て
硬
ば
っ
て
い
る
啓
蒙
そ
れ
自
身
の
中
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
（
b
箪
－
e
と
い
う
よ
う
に
、
啓
 
 

蒙
が
特
別
な
状
況
や
意
図
の
下
で
の
み
近
代
的
な
神
話
を
作
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
啓
蒙
そ
れ
自
身
の
中
に
退
歩
的
な
傾
向
が
あ
る
 
 

こ
と
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
で
は
「
啓
蒙
は
神
話
に
逆
戻
り
す
る
」
（
p
八
r
J
e
と
は
、
つ
ま
り
広
い
意
味
で
の
進
歩
思
想
で
あ
る
は
ず
の
啓
蒙
が
、
退
歩
す
る
 
 

傾
向
を
持
っ
て
い
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
ホ
ル
タ
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
は
、
啓
蒙
は
質
を
破
壊
し
抽
象
的
な
量
や
数
に
還
元
 
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
考
を
数
学
と
同
一
視
し
数
学
を
絶
対
的
な
も
の
へ
と
高
め
て
し
ま
う
も
の
だ
、
と
考
え
る
。
機
械
の
様
に
パ
タ
ー
 
 
 



ン
化
さ
れ
た
啓
蒙
的
思
考
は
、
「
存
在
す
る
も
の
を
再
生
産
す
る
際
に
盲
目
的
に
」
な
り
、
「
そ
れ
と
共
に
啓
蒙
は
そ
れ
が
決
し
て
逃
れ
る
 
 

す
べ
を
知
ら
な
か
っ
た
神
話
へ
と
揺
れ
戻
る
の
で
あ
る
」
（
臣
．
芦
）
。
こ
の
様
な
数
学
の
中
で
最
も
特
徴
的
な
の
は
、
「
数
学
的
な
方
法
 
 

に
お
い
て
未
知
の
も
の
が
方
程
式
の
未
知
数
に
な
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
だ
値
が
定
め
ら
れ
る
前
に
、
未
知
の
も
の
は
旧
知
の
も
 
 

の
と
し
て
決
め
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
臣
．
芦
）
と
い
う
様
な
方
程
式
の
あ
り
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
方
程
式
の
中
に
い
か
に
未
知
 
 

数
が
含
ま
れ
て
い
よ
う
と
も
、
そ
れ
が
等
式
で
結
ば
れ
て
い
る
限
り
そ
れ
は
何
ら
か
の
値
を
取
る
も
の
と
し
て
予
め
決
定
し
て
い
る
の
で
 
 

あ
る
。
つ
ま
り
数
学
化
し
て
い
っ
た
思
考
は
、
神
話
が
「
様
々
な
形
態
に
お
い
て
存
続
す
る
も
の
の
本
質
、
つ
ま
り
循
環
、
運
命
、
世
界
 
 

の
支
配
を
真
理
と
し
て
映
し
返
し
」
（
臣
．
芦
）
て
い
る
の
と
同
様
に
、
す
で
に
決
定
し
て
い
る
解
答
を
同
語
反
復
的
に
繰
り
返
し
て
い
る
 
 

に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ホ
ル
タ
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
は
神
話
と
科
学
的
公
式
の
間
に
 
「
事
実
的
な
も
の
の
永
遠
性
E
w
i
g
k
e
i
t
 
d
e
s
 
 

T
a
t
s
許
h
】
i
c
h
e
n
」
が
共
通
し
て
い
る
と
見
る
の
で
あ
る
（
匿
．
忘
．
）
。
 
 
 

こ
の
様
に
神
話
と
啓
蒙
は
弁
証
法
的
な
関
係
に
あ
る
、
と
ホ
ル
タ
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
は
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
「
神
話
は
す
で
に
 
 

啓
蒙
で
あ
る
」
と
「
啓
蒙
は
神
話
に
逆
戻
り
す
る
」
と
い
う
二
つ
の
命
題
が
、
「
啓
蒙
の
弁
証
法
」
の
中
心
的
な
命
題
な
の
で
あ
る
。
神
話
 
 

に
お
い
て
は
、
目
の
前
に
生
き
生
き
と
し
た
姿
を
さ
ら
し
て
い
る
自
然
に
架
空
の
神
々
の
名
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
命
の
あ
る
も
の
 
 

と
な
い
も
の
と
が
一
つ
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
逆
に
啓
蒙
に
お
い
て
は
、
神
々
の
名
前
が
精
神
化
さ
れ
て
最
終
的
に
数
に
た
ど
り
着
く
。
 
 

そ
し
て
そ
れ
に
様
々
な
自
然
物
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
数
に
合
わ
な
い
も
の
は
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
く
。
両
者
の
考
え
方
は
逆
に
 
 

な
っ
て
い
る
が
、
未
知
の
も
の
を
残
さ
な
い
た
め
に
生
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
を
一
つ
に
す
る
と
い
う
点
で
は
全
く
同
じ
働
き
を
し
て
い
 
 

る
。
し
か
も
両
者
と
も
生
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
と
の
二
重
化
の
問
題
が
常
に
前
提
に
な
っ
て
お
り
、
人
間
か
ら
不
安
を
取
り
除
く
こ
と
 
 

が
出
来
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
も
一
貫
う
様
に
、
「
啓
蒙
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
な
っ
た
神
話
的
不
安
な
の
で
あ
る
」
 
（
臣
皿
r
．
〕
N
．
）
。
 
 
 

こ
こ
ま
で
で
「
啓
蒙
の
弁
証
法
」
の
二
つ
の
中
心
的
な
テ
ー
ゼ
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
命
題
と
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
 
 

の
序
に
あ
る
「
な
ぜ
人
類
は
、
真
に
人
間
的
な
状
態
に
入
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
新
種
の
野
蛮
状
態
に
沈
み
込
ん
で
し
ま
う
の
か
」
（
匿
」
こ
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神
話
が
啓
蒙
へ
と
移
行
す
る
に
つ
れ
て
、
「
神
話
的
直
観
」
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
自
然
的
な
も
の
と
の
直
接
的
な
関
係
が
失
 
 

わ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
人
間
は
自
然
に
主
観
的
な
も
の
を
投
影
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
叙
述
し
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
時
自
然
と
人
 
 

間
と
の
間
に
は
距
離
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
人
間
が
主
体
、
自
然
が
客
体
と
い
う
分
離
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
 
 

し
て
生
じ
た
主
体
と
し
て
の
人
間
に
は
、
「
主
体
が
目
覚
め
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
関
係
の
原
理
と
し
て
権
力
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
購
 
 

わ
れ
る
」
 
（
臣
．
N
ご
と
い
う
よ
う
に
、
権
力
に
よ
る
支
配
と
隷
属
の
関
係
が
不
可
避
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
人
間
の
主
体
化
に
伴
う
支
配
関
係
は
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
文
章
に
お
い
て
も
学
問
 
 
 

と
い
う
彼
ら
の
問
題
意
識
を
結
び
付
け
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
説
明
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
自
然
支
配
と
人
間
支
配
の
関
係
を
取
り
上
 
 

げ
て
、
啓
蒙
が
新
た
な
野
蛮
を
作
り
出
す
過
程
を
考
え
て
み
ょ
う
。
 
 
 

啓
蒙
の
目
的
は
「
世
界
を
脱
魔
術
化
」
し
、
自
然
の
恐
怖
か
ら
人
間
を
自
由
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
神
話
に
お
い
て
は
 
 

自
然
を
擬
人
化
し
て
叙
述
、
保
持
、
説
明
を
し
よ
う
と
し
、
啓
蒙
に
お
い
て
は
様
々
な
質
を
「
抽
象
的
な
量
」
に
還
元
し
全
て
を
数
に
よ
っ
 
 

て
捉
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ホ
ル
タ
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
は
、
こ
の
様
な
啓
蒙
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
を
「
民
主
的
」
で
あ
る
と
 
 

言
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
知
識
は
有
用
性
の
名
の
下
に
、
壬
候
貴
族
で
あ
ろ
う
が
資
産
家
で
あ
ろ
う
が
分
け
隔
て
な
く
経
済
活
動
に
奉
仕
 
 

す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
C
f
．
匿
．
N
P
）
。
し
か
し
彼
ら
は
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。
 
 

神
話
は
啓
蒙
へ
移
行
し
自
然
は
単
な
る
客
体
へ
と
移
行
す
る
。
人
間
は
自
ら
の
力
の
増
大
を
、
そ
の
力
を
行
使
す
る
も
の
か
ら
の
疎
 
 

外
に
よ
っ
て
代
償
す
る
。
啓
蒙
と
事
物
と
の
関
係
は
独
裁
者
と
人
々
と
の
関
係
に
等
し
い
。
独
裁
者
が
人
々
を
知
る
の
は
、
彼
が
人
々
 
 

を
操
作
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
学
者
が
事
物
を
知
る
の
は
、
彼
が
そ
れ
を
作
り
出
す
こ
と
が
出
来
る
こ
と
に
 
 

よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
即
自
的
な
も
の
が
、
彼
に
対
す
る
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
（
臣
．
N
巴
 
 



的
に
対
象
を
捉
え
る
こ
と
が
、
社
会
的
な
人
間
関
係
と
類
比
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
抽
象
化
の
前
提
で
あ
る
客
体
に
対
す
る
主
体
の
距
 
 

離
は
、
支
配
者
が
被
支
配
者
を
通
し
て
獲
得
す
る
事
物
と
の
距
離
に
基
づ
い
て
い
る
」
（
匿
．
N
芦
）
と
あ
る
様
に
、
主
体
と
し
て
の
人
間
と
 
 

客
体
と
し
て
の
自
然
と
の
関
係
は
、
人
間
の
社
会
的
構
造
と
し
て
の
支
配
関
係
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
 
 

り
人
間
が
知
識
に
よ
っ
て
自
然
を
支
配
し
そ
れ
を
意
の
ま
ま
に
扱
う
こ
と
と
、
人
間
の
間
に
支
配
－
隷
属
関
係
が
生
じ
、
一
人
の
人
間
に
 
 

よ
っ
て
多
く
の
人
々
が
操
作
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
、
ホ
ル
タ
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
は
啓
蒙
の
持
つ
二
つ
の
側
面
だ
と
し
て
い
る
の
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

彼
ら
は
自
然
支
配
と
人
間
支
配
の
こ
の
様
な
関
係
を
、
ホ
メ
ロ
ス
の
 
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
第
十
二
歌
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
 
 

ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
オ
デ
ュ
ツ
セ
ウ
ス
は
歌
声
を
聞
く
と
誘
惑
さ
れ
て
破
滅
に
至
る
と
い
う
セ
イ
レ
ー
ン
の
歌
声
を
、
支
配
者
と
し
 
 

て
一
人
だ
け
自
ら
の
体
を
帆
柱
に
縛
り
付
け
て
聞
く
。
そ
の
一
方
で
彼
は
同
行
者
の
耳
に
ロ
ウ
を
詰
め
、
脇
目
も
振
ら
ず
に
船
を
漕
ぐ
よ
 
 

う
に
命
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
両
者
の
置
か
れ
た
状
況
を
、
ホ
ル
タ
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
は
「
彼
ら
は
抑
圧
者
の
生
を
自
分
た
ち
 
 

の
生
と
一
つ
に
し
て
再
生
産
し
、
抑
圧
者
は
も
は
や
自
分
の
社
会
的
役
割
か
ら
飛
び
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
」
（
臣
．
巴
し
と
表
現
し
て
い
 
 

る
。
つ
ま
り
被
支
配
者
と
し
て
の
漕
ぎ
手
は
、
労
働
を
通
し
て
人
間
全
体
の
生
を
再
生
産
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
支
配
者
で
あ
る
オ
デ
ュ
ツ
 
 

セ
ウ
ス
は
自
ら
の
社
会
的
役
割
に
縛
ら
れ
、
社
会
的
な
支
配
関
係
が
固
定
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
様
な
分
業
の
確
立
に
は
、
 
 

「
自
然
に
対
す
る
社
会
的
支
配
の
逃
れ
ら
れ
な
い
強
制
d
e
r
 
u
n
e
n
t
r
i
n
n
b
a
r
e
 
N
w
a
コ
g
 
N
u
r
駕
S
e
〓
s
c
h
a
f
t
－
i
c
h
e
n
 
H
e
r
r
s
c
h
a
f
t
旨
e
r
 
 

N
a
t
u
r
」
 
（
l
p
八
一
．
∽
N
．
）
が
そ
の
基
盤
に
あ
る
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

で
は
こ
の
様
に
人
間
支
配
と
結
び
付
い
た
自
然
支
配
の
結
果
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
 
「
人
類
は
、
巧
み
さ
と
知
 
 

識
は
分
業
に
よ
っ
て
分
化
し
た
が
、
同
時
に
人
類
学
的
に
は
よ
り
原
始
的
な
段
階
へ
戻
さ
れ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
支
配
の
持
続
は
生
活
 
 

を
技
術
的
に
容
易
に
し
つ
つ
、
よ
り
強
い
抑
圧
に
よ
っ
て
本
能
の
固
定
化
を
引
き
起
こ
す
か
ら
で
あ
る
。
想
像
力
は
萎
縮
す
る
」
 
（
匿
．
 
 

∽
N
f
．
）
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
人
類
は
分
業
と
社
会
的
支
配
が
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
能
力
を
高
め
自
然
の
支
配
者
と
な
っ
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て
き
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
支
配
が
持
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
自
己
の
本
能
の
柔
軟
性
を
失
い
想
像
力
が
枯
渇
し
て
く
る
。
 
 

こ
の
こ
と
は
啓
蒙
の
進
展
に
よ
っ
て
思
考
が
数
学
化
し
、
最
終
的
に
は
思
考
が
単
な
る
自
動
的
な
過
程
の
繰
り
返
し
に
陥
っ
て
し
ま
う
と
 
 

い
う
こ
と
と
、
同
一
の
事
態
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

人
間
を
自
然
の
支
配
者
の
位
置
に
就
か
せ
よ
う
と
す
る
啓
蒙
は
、
人
間
の
主
体
性
を
生
じ
さ
せ
る
の
と
同
時
に
人
間
と
自
然
と
の
隔
た
 
 

り
も
生
み
出
し
て
し
ま
う
。
こ
の
主
体
と
し
て
の
人
間
と
客
体
と
し
て
の
自
然
の
距
離
は
、
そ
の
基
盤
を
人
間
同
士
の
社
会
的
な
関
係
の
 
 

中
に
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
支
配
者
層
が
、
他
の
人
間
を
用
い
て
自
然
の
恩
恵
を
受
け
る
時
の
距
離
に
基
盤
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
 
 

え
自
然
支
配
と
し
て
の
啓
蒙
が
発
展
し
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
人
間
の
社
会
的
支
配
も
そ
れ
に
並
行
し
て
発
展
し
て
い
っ
て
し
ま
う
。
啓
 
 

蒙
は
知
識
の
上
で
は
進
歩
で
あ
っ
て
も
、
人
間
の
本
質
的
な
部
分
に
お
い
て
は
退
歩
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
認
識
は
、
ア
 
 

ド
ル
ノ
に
と
っ
て
は
理
念
上
の
こ
と
で
も
他
者
に
関
す
る
事
柄
で
も
な
く
、
彼
自
身
の
問
題
で
も
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
第
二
次
大
戦
の
 
 

ま
っ
た
だ
中
で
ユ
ダ
ヤ
人
の
血
を
引
く
ア
ド
ル
ノ
は
、
自
ら
の
命
を
守
る
た
め
に
ア
メ
リ
カ
へ
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
 
 

逃
げ
遅
れ
た
友
人
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
失
う
な
ど
、
正
に
彼
に
と
っ
て
生
そ
の
も
の
の
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
ド
ル
 
 

ノ
が
聾
術
に
「
幸
福
の
約
束
」
を
見
よ
う
す
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
次
節
で
は
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
 
 

ツ
の
問
題
と
関
連
さ
せ
つ
つ
、
ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
「
幸
福
の
約
束
」
の
意
味
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
 
 

第
三
節
 
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
「
幸
福
の
約
束
」
 
 
 

（
1
3
）
 
 
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
後
で
詩
を
書
く
こ
と
は
野
蛮
で
あ
る
」
。
こ
れ
は
ア
ド
ル
ノ
が
『
プ
リ
ス
メ
ン
』
に
所
収
さ
れ
た
論
考
「
文
化
 
 

批
判
と
社
会
」
の
中
で
語
っ
た
文
章
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
詩
人
の
立
場
か
ら
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
べ
く
様
々
な
反
響
が
巻
き
起
 
 

（
1
4
）
 
 

こ
っ
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
後
ア
ド
ル
ノ
が
『
否
定
弁
証
法
』
に
お
い
て
こ
の
テ
ー
ゼ
を
撤
回
し
て
い
る
の
は
 
 

そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ア
ド
ル
ノ
は
こ
の
有
名
な
命
題
を
、
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
後
で
な
お
生
き
た
ま
ま
で
居
 
 
 



る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
、
ま
し
て
や
偶
然
逃
れ
た
が
合
法
的
に
抹
殺
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
者
が
生
き
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
」
 
 

（
＞
声
〕
芦
）
と
言
い
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
問
い
を
深
め
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
で
は
、
ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
ア
ウ
シ
ュ
 
 

ヴ
ィ
ッ
ツ
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

ア
ド
ル
ノ
は
リ
ス
ボ
ン
の
地
震
に
よ
っ
て
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
弁
神
論
を
捨
て
る
に
至
っ
た
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
、
 
 

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
「
人
間
の
悪
か
ら
現
実
の
地
獄
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
想
像
力
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
 
 

し
ま
っ
た
」
（
＞
声
〕
翠
）
為
に
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
衝
撃
的
な
出
来
事
だ
っ
た
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
何
百
万
も
の
人
間
が
人
間
の
 
 

手
に
よ
っ
て
虐
殺
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
死
そ
の
も
の
の
意
味
が
変
質
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
あ
っ
 
 

た
の
は
、
人
間
の
生
の
最
後
に
訪
れ
る
「
生
の
過
程
と
何
ら
か
の
形
で
一
致
す
る
も
の
」
と
し
て
の
死
で
も
な
く
、
人
生
に
と
っ
て
「
最
 
 

後
の
も
の
L
e
t
z
t
e
s
」
で
も
「
最
も
哀
れ
な
こ
と
㌣
m
s
t
e
s
」
で
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
死
ん
だ
の
は
、
自
由
な
精
 
 

神
と
尊
厳
を
も
つ
主
体
的
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
単
な
る
「
見
本
d
a
s
E
莞
m
p
－
a
r
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ユ
ダ
ヤ
八
 
 

達
は
収
容
所
で
「
死
を
没
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
の
だ
（
＞
弓
．
〕
芦
）
。
ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ
ツ
人
で
あ
っ
た
ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
は
、
こ
の
出
 
 

来
事
は
衝
撃
的
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
、
ナ
チ
に
よ
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
惨
禍
か
ら
逃
れ
た
身
で
あ
っ
て
も
、
「
生
が
 
 

肯
定
的
で
あ
る
と
い
う
い
か
な
る
主
張
も
無
駄
口
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
犠
牲
者
へ
の
不
正
で
あ
る
と
い
う
反
抗
す
る
気
持
ち
」
（
＞
弓
・
 
 

〕
翠
）
が
彼
の
心
の
中
を
買
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
で
き
る
こ
と
だ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
し
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
問
題
は
、
個
人
の
「
死
の
没
収
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
民
族
虐
殺
」
の
問
題
で
あ
っ
た
の
 
 

だ
。
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、
「
民
族
虐
殺
」
は
人
間
の
個
別
性
が
無
視
さ
れ
、
画
一
的
に
扱
わ
れ
て
し
ま
う
場
合
に
、
例
外
な
く
用
意
さ
れ
 
 

て
い
る
「
絶
対
的
な
統
合
d
i
e
a
b
s
O
－
u
t
e
－
n
t
e
g
r
a
t
i
O
n
」
で
あ
る
（
音
．
〕
翠
）
。
人
間
は
、
自
己
保
存
と
い
う
名
の
個
体
性
の
原
理
が
否
 
 

定
さ
れ
、
「
完
全
な
無
＜
0
1
－
k
O
m
m
e
n
e
N
i
c
h
t
i
g
k
e
i
t
」
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
ず
れ
て
い
る
存
在
は
抹
殺
さ
れ
る
の
み
な
の
で
あ
る
。
 
 

ア
ド
ル
ノ
は
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
、
純
粋
な
同
一
性
は
死
で
あ
る
と
い
う
哲
学
上
の
説
を
証
明
し
た
」
（
蛍
巴
と
語
る
が
、
そ
も
そ
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も
「
非
同
一
的
な
も
の
」
 
の
根
絶
が
そ
の
中
に
予
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
 
「
市
民
的
主
観
性
の
根
本
原
理
」
な
の
だ
 
 

と
主
張
す
る
（
音
．
〕
∽
e
。
つ
ま
り
、
自
由
と
尊
厳
を
人
間
に
与
え
た
と
思
わ
れ
て
い
た
近
代
的
市
民
社
会
の
中
に
、
そ
れ
を
奪
い
、
ユ
 
 

（
1
5
）
 
 

ダ
ヤ
人
を
虐
殺
す
る
原
理
が
含
ま
れ
て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
 

し
か
し
、
な
ぜ
ユ
ダ
ヤ
人
が
虐
殺
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
誤
っ
た
投
影
に
基
づ
い
て
 
 

（
1
6
）
 
 

い
る
」
（
臣
．
N
〓
．
）
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
真
の
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
と
は
反
対
の
も
の
で
、
抑
圧
さ
れ
た
、
病
的
兆
候
を
示
し
た
「
ミ
メ
ー
 
 

シ
ス
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
真
の
「
ミ
メ
ー
シ
ス
が
周
囲
の
世
界
に
自
己
を
似
せ
」
、
主
体
の
ほ
う
か
ら
客
体
へ
と
接
近
し
、
そ
の
結
果
 
 

と
し
て
最
終
的
に
は
今
ま
で
疎
遠
だ
っ
た
も
の
、
自
己
と
の
関
係
の
薄
か
っ
た
も
の
が
、
自
己
に
と
っ
て
親
密
な
も
の
と
し
て
新
た
な
る
 
 

姿
を
表
わ
す
も
の
に
な
る
。
「
外
部
の
も
の
が
、
内
部
の
も
の
が
擦
り
寄
っ
て
い
く
モ
デ
ル
に
、
疎
遠
だ
っ
た
も
の
が
親
し
い
も
の
に
な
る
」
 
 

の
で
あ
る
。
一
方
で
、
「
誤
っ
た
投
影
は
周
囲
を
自
己
に
似
せ
る
も
の
で
あ
る
」
 
（
匿
．
N
－
N
．
）
。
そ
し
て
 
「
誤
っ
た
投
影
」
 
で
は
、
「
最
も
 
 

親
し
い
も
の
に
さ
え
も
敵
と
し
て
刻
印
」
が
押
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
主
体
の
様
々
な
情
動
が
「
客
体
、
つ
ま
り
予
期
さ
れ
た
犠
牲
に
付
 
 

与
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
（
叫
認
軋
し
。
確
か
に
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
と
対
置
さ
れ
て
い
る
「
誤
っ
た
投
影
」
は
真
の
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
と
似
か
よ
っ
 
 

た
機
能
を
果
た
し
て
い
る
が
、
そ
の
方
向
性
は
全
く
正
反
対
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
 
「
誤
っ
た
投
影
」
 
に
よ
っ
て
、
社
会
に
お
い
て
経
済
 
 

的
に
搾
取
さ
れ
た
大
衆
の
自
己
憎
悪
の
投
影
と
い
う
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
構
造
が
説
明
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
投
影
作
用
は
反
ユ
 
 

ダ
ヤ
主
義
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
前
述
し
た
様
に
、
神
話
の
擬
人
観
は
主
観
の
自
然
に
対
す
る
投
影
で
あ
る
。
そ
し
て
神
話
は
い
う
ま
 
 

で
も
な
く
既
に
啓
蒙
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
真
の
 
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
は
そ
の
点
に
お
い
て
啓
蒙
の
原
理
と
は
全
く
異
な
る
も
の
と
い
う
こ
 
 

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

で
は
、
こ
の
様
な
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
は
あ
ま
ね
く
啓
蒙
さ
れ
た
世
界
に
お
い
て
一
体
ど
の
様
に
扱
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
 
 

啓
蒙
は
全
体
性
を
志
向
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
他
者
へ
の
有
機
的
密
着
」
 
で
あ
る
、
「
本
来
的
な
ミ
メ
ー
シ
ス
的
態
度
」
は
、
 
 

呪
術
的
段
階
で
は
処
理
の
組
織
化
に
、
歴
史
的
段
階
で
は
合
理
的
な
実
践
、
す
な
わ
ち
「
労
働
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
 
 
 



「
支
配
さ
れ
な
い
ミ
メ
ー
シ
ス
」
は
啓
蒙
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
臣
．
N
声
）
。
そ
れ
は
「
宗
教
的
な
偶
像
禁
止
に
始
ま
り
、
役
 
 

者
や
ジ
プ
シ
ー
の
社
会
的
排
斥
を
経
て
子
供
達
に
子
供
で
あ
る
こ
と
を
改
め
さ
せ
る
教
育
学
に
至
る
ま
で
、
支
配
さ
れ
た
大
衆
と
同
じ
く
 
 

彼
ら
自
身
の
後
継
者
か
ら
も
ミ
メ
ー
シ
ス
的
な
存
在
の
仕
方
へ
逆
戻
り
す
る
こ
と
を
厳
し
く
」
さ
え
ぎ
ら
れ
る
と
い
う
、
徹
底
的
に
排
除
 
 

さ
れ
る
運
命
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
様
な
「
ミ
メ
ー
シ
ス
的
態
度
」
は
、
「
ミ
ー
メ
ー
シ
ス
的
、
神
話
的
、
形
而
上
学
的
行
動
様
式
は
次
々
 
 

に
克
服
さ
れ
た
時
代
と
み
な
さ
れ
、
そ
こ
に
陥
る
こ
と
に
は
自
己
が
言
語
に
絶
す
る
努
力
を
払
っ
て
逃
れ
て
き
、
正
に
そ
の
た
め
に
名
状
 
 

し
難
い
恐
れ
を
自
己
に
吹
き
込
ん
だ
、
あ
の
単
な
る
自
然
へ
と
戻
ら
さ
れ
る
と
い
う
恐
怖
が
付
き
ま
と
っ
て
」
（
臣
・
芦
）
い
る
か
ら
に
他
 
 

な
ら
な
い
。
こ
の
様
に
文
明
は
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
を
排
除
し
タ
ブ
ー
視
し
て
、
決
し
て
そ
れ
が
復
活
す
る
こ
と
の
な
い
様
に
配
慮
す
る
の
 
 

で
、
つ
い
に
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
の
生
き
残
る
余
地
は
、
か
ろ
う
じ
て
「
合
理
化
さ
れ
た
環
境
に
お
け
 
 

る
孤
立
化
し
た
余
り
、
恥
ず
べ
き
残
骸
」
（
臣
．
N
声
）
と
し
て
嘲
笑
の
対
象
と
な
る
か
、
実
際
的
で
あ
れ
見
か
け
だ
け
で
あ
れ
、
合
理
化
 
 

に
よ
っ
て
実
質
的
な
目
的
に
奉
仕
す
る
と
き
だ
け
S
声
N
声
）
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
で
す
ら
、
非
合
理
的
だ
と
嘲
笑
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
 
 

お
い
て
、
合
理
性
に
お
け
る
一
つ
の
機
能
で
あ
り
、
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
は
合
理
化
さ
れ
た
世
界
の
中
で
、
合
理
性
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
 
 

る
に
過
ぎ
な
い
存
在
へ
と
制
限
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
完
全
に
啓
蒙
さ
れ
合
理
化
さ
れ
た
世
界
の
中
で
、
無
力
な
「
ミ
メ
ー
 
 

シ
ス
」
は
ど
の
様
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
 
 

自
己
を
喪
失
し
て
し
ま
わ
な
い
か
、
自
己
と
と
も
に
自
己
と
他
者
の
生
と
の
境
界
を
放
棄
し
て
し
ま
わ
な
い
か
、
と
い
う
不
安
、
死
 
 

と
破
壊
を
前
に
し
た
畏
怖
は
、
い
か
な
る
時
に
も
文
明
を
脅
か
し
て
き
た
幸
福
の
約
束
（
G
－
雰
k
s
く
e
r
S
p
r
2
C
h
2
n
）
と
親
し
く
結
び
つ
 
 

い
て
い
る
。
文
明
の
道
は
服
従
と
労
働
の
道
で
あ
り
、
そ
の
途
上
で
は
約
束
の
実
現
は
絶
え
ず
た
だ
仮
象
と
し
て
、
無
力
化
さ
れ
た
 
 

美
と
し
て
輝
く
だ
け
で
あ
る
（
．
p
爪
r
．
∽
こ
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「
絶
対
的
な
狂
気
a
b
s
O
－
u
t
e
r
W
a
h
n
s
i
n
n
」
に
支
配
さ
れ
、
「
世
界
を
地
獄
に
変
化
さ
せ
る
」
様
な
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
無
批
判
的
に
追
従
 
 

す
る
者
達
、
つ
ま
り
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
達
に
し
て
も
「
権
力
の
な
い
幸
福
」
を
待
ち
望
ん
で
い
る
と
い
う
点
で
は
ユ
ダ
ヤ
人
と
異
な
る
と
 
 
 

こ
こ
で
い
う
自
己
喪
失
、
自
己
と
他
者
と
の
境
界
の
喪
失
と
は
、
自
己
が
周
囲
を
模
倣
し
、
主
体
が
客
体
に
接
近
し
、
自
己
の
内
部
が
 
 

そ
の
外
部
の
も
の
を
モ
デ
ル
に
し
て
同
一
の
も
の
に
な
ろ
う
と
す
る
行
為
、
す
な
わ
ち
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
様
な
「
ミ
 
 

メ
ー
シ
ス
」
は
、
合
理
化
さ
れ
た
世
界
に
お
け
る
そ
の
立
場
に
ふ
さ
わ
し
く
、
何
の
権
力
も
持
た
な
い
者
の
「
幸
福
の
約
束
」
と
結
び
付
 
 

く
（
b
声
－
簑
．
）
。
し
か
し
こ
の
約
束
は
、
ホ
ル
タ
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
の
言
う
と
こ
ろ
に
従
う
と
、
階
級
が
存
在
し
て
い
る
か
ぎ
り
決
 
 

し
て
実
現
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
約
束
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
自
身
が
ど
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
な
ど
と
い
う
こ
と
と
は
 
 

無
頓
着
に
、
克
服
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
像
は
、
全
体
主
義
的
に
な
っ
た
支
配
が
極
め
て
激
し
く
敵
対
す
る
に
違
い
な
い
様
 
 

な
特
徴
を
担
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
権
力
の
な
い
幸
福
、
労
働
な
き
報
酬
、
境
界
標
の
な
い
故
郷
、
神
話
の
な
い
宗
教
で
あ
る
。
」
 
 

（
臣
．
N
N
ご
と
言
う
様
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
結
び
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
、
「
幸
福
の
約
束
」
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
、
 
 

完
全
に
啓
蒙
さ
れ
、
合
理
化
さ
れ
た
社
会
に
お
い
て
何
の
力
も
持
て
な
い
も
の
達
が
、
一
つ
に
結
び
付
く
。
さ
ら
に
彼
ら
は
続
け
て
次
の
 
 

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 

こ
れ
ら
の
も
の
は
支
配
に
よ
っ
て
禁
忌
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
達
は
こ
れ
ら
を
ひ
そ
か
に
待
ち
望
ん
で
い
る
か
 
 

ら
で
あ
る
。
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
自
身
が
待
ち
望
ま
れ
た
も
の
を
憎
悪
さ
れ
る
も
の
に
作
り
変
え
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
支
配
は
 
 

存
続
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
彼
ら
は
病
的
な
投
影
に
よ
っ
て
こ
の
こ
と
に
成
功
す
る
。
な
ぜ
な
ら
憎
悪
も
破
壊
と
い
う
形
で
対
 
 

象
と
の
一
体
化
に
達
す
る
か
ら
で
あ
る
。
憎
悪
は
和
解
の
ネ
ガ
で
あ
る
。
こ
の
和
解
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
最
高
概
念
で
あ
り
、
そ
の
全
っ
 
 

た
き
意
味
は
期
待
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
叫
取
乱
．
）
 
 



こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
ユ
ダ
ヤ
人
が
そ
の
様
な
「
幸
福
の
約
束
」
と
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
と
を
結
び
付
け
て
い
る
の
と
は
違
い
、
彼
ら
は
「
病
 
 

的
な
投
影
p
a
t
h
i
s
c
h
e
P
r
O
j
e
k
t
i
O
n
」
、
其
の
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
と
は
全
く
正
反
対
の
ベ
ク
ト
ル
の
向
き
を
持
っ
て
い
た
、
あ
の
「
誤
っ
た
 
 

投
影
」
と
結
び
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
「
和
解
」
の
形
姿
は
「
否
定
的
に
絶
対
的
な
も
の
」
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
抜
け
 
 

出
す
為
に
は
、
「
フ
ァ
シ
ス
ト
の
欺
瞞
を
そ
れ
自
身
の
矛
盾
と
し
て
」
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
誤
っ
た
投
影
へ
の
反
対
運
動
」
と
し
て
の
 
 

「
支
配
か
ら
の
思
考
の
解
放
」
、
つ
ま
り
「
暴
力
の
廃
止
」
を
自
ら
の
手
で
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

で
は
「
幸
福
の
約
束
」
を
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
に
結
び
付
け
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
人
達
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
に
よ
っ
 
 

て
「
和
解
く
e
r
s
夢
n
u
コ
g
」
を
達
成
し
ょ
う
と
望
む
が
、
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
は
社
会
に
あ
っ
て
何
の
力
も
持
ち
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
 
 

既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
社
会
の
中
で
は
、
仮
象
と
し
て
、
美
と
し
て
の
み
現
象
す
る
も
の
だ
。
そ
し
て
「
和
解
」
の
全
っ
た
 
 

（
1
7
）
 
 

き
意
味
が
「
期
待
E
r
w
a
r
t
亡
n
g
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
様
に
、
そ
の
「
和
解
」
は
決
し
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
 

し
か
し
こ
の
こ
と
を
逆
に
言
え
ば
、
幸
福
の
仮
象
と
し
て
の
美
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
そ
し
て
た
だ
ひ
た
す
ら
期
待
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
 
 

和
解
と
し
て
の
幸
福
は
常
に
約
束
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
合
理
性
の
一
つ
に
成
り
下
が
っ
て
い
よ
う
と
も
、
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
 
 

的
な
行
動
様
式
が
そ
の
存
在
を
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
仮
象
で
は
あ
っ
て
も
美
を
現
出
し
続
け
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
和
解
と
し
て
 
 

の
「
幸
福
の
約
束
」
を
更
新
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
 
 

結
 
 
 

ユ
ダ
ヤ
系
の
ド
イ
ツ
人
で
あ
っ
た
ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
経
験
以
降
の
幸
福
は
、
最
早
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
『
恋
 
 

愛
論
』
に
描
か
れ
る
様
に
、
主
観
的
な
関
心
に
基
づ
い
て
、
素
朴
に
恋
す
る
人
に
見
い
だ
さ
れ
る
「
美
点
」
で
も
、
「
結
晶
作
用
」
の
展
開
 
 

の
中
で
の
「
不
幸
」
や
、
そ
れ
が
克
服
さ
れ
た
時
に
喚
起
さ
れ
る
「
希
望
」
や
感
激
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ニ
ー
チ
ェ
に
於
て
 
 

は
、
確
か
に
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
持
っ
て
い
た
素
朴
さ
は
影
を
潜
め
、
カ
ン
ト
の
無
関
心
性
の
美
学
に
対
決
し
っ
つ
、
美
は
「
責
め
苦
」
か
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ら
逃
れ
た
い
と
欲
す
る
ほ
ど
に
強
列
ぢ
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
、
未
だ
な
い
未
来
へ
の
企
図
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ニ
ー
 
 

チ
ェ
に
と
っ
て
未
来
へ
の
企
図
と
し
て
の
「
幸
福
の
約
束
」
は
、
飽
く
ま
で
も
「
カ
ヘ
の
意
志
」
と
し
て
の
超
人
の
営
為
で
あ
り
、
大
地
 
 

と
肉
体
に
結
び
つ
い
た
激
し
い
ま
で
の
此
岸
へ
の
賛
歌
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
も
「
幸
福
の
約
束
」
は
肯
定
的
な
 
 

も
の
で
あ
り
、
「
災
い
の
徴
候
」
に
満
た
さ
れ
た
啓
蒙
の
支
配
す
る
世
界
に
生
き
る
ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
様
に
「
幸
福
の
 
 

約
束
」
を
肯
定
的
に
捉
え
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
啓
蒙
は
「
世
界
の
脱
魔
術
化
」
と
し
て
人
間
か
ら
恐
怖
を
取
り
除
き
、
自
然
の
支
 
 

配
者
と
し
て
主
体
を
確
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、
確
立
し
た
は
ず
の
主
体
は
、
自
然
支
配
に
必
然
的
に
潜
む
「
自
然
に
対
す
る
社
会
 
 

的
支
配
の
逃
れ
ら
れ
な
い
強
制
」
に
よ
っ
て
社
会
的
な
支
配
－
隷
属
の
関
係
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
、
再
び
よ
り
原
始
的
で
野
蛮
な
状
態
へ
 
 

と
引
き
戻
さ
れ
て
し
ま
う
。
人
間
は
「
神
話
へ
と
逆
戻
り
」
せ
ざ
る
を
得
ず
、
常
に
「
神
話
的
不
安
」
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
様
な
「
神
話
的
不
安
」
が
最
も
極
端
な
形
に
な
っ
て
現
れ
た
の
が
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
だ
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
ア
ウ
シ
ュ
 
 

ヴ
ィ
ッ
ツ
は
人
間
か
ら
「
死
を
没
収
」
し
、
主
体
的
存
在
を
単
な
る
「
見
本
」
へ
、
「
完
全
な
る
無
」
へ
と
変
質
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
 
 

る
。
そ
れ
は
近
代
的
な
市
民
社
会
の
中
に
内
在
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
必
然
的
に
起
こ
っ
た
狂
気
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
ア
ウ
シ
ュ
 
 

ヴ
ィ
ッ
ツ
の
後
で
な
お
生
き
た
ま
ま
で
居
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
切
実
な
問
い
が
発
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
 
 

状
況
の
中
で
、
「
幸
福
の
約
束
」
を
肯
定
的
な
形
で
捉
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
幸
福
の
約
束
」
は
「
他
者
へ
の
有
機
的
密
着
」
 
 

を
可
能
に
し
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て
最
高
の
も
の
と
さ
れ
る
「
和
解
」
を
実
現
す
る
も
の
と
し
て
「
期
待
」
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
 
 

れ
は
啓
蒙
さ
れ
た
世
界
に
お
い
て
は
絶
対
的
な
タ
ブ
ー
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
啓
蒙
が
人
間
の
階
級
的
分
化
と
引
き
換
え
に
獲
得
し
た
主
 
 

体
性
に
、
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
は
「
単
な
る
自
然
へ
と
戻
ら
さ
れ
る
と
い
う
恐
怖
」
を
植
え
付
け
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
 
 

は
飽
く
ま
で
「
自
己
保
存
へ
の
盲
目
的
な
決
意
」
（
監
．
芦
）
と
表
裏
一
体
を
な
す
も
の
だ
。
オ
デ
ュ
ツ
セ
ウ
ス
に
み
ら
れ
る
「
自
己
放
棄
 
 

の
誘
惑
」
は
、
啓
蒙
、
あ
る
い
は
文
明
の
文
脈
の
中
で
し
か
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 



こ
の
様
に
し
て
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
は
合
理
化
さ
れ
た
世
界
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
。
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
あ
ま
ね
く
啓
蒙
さ
れ
た
 
 

世
界
に
お
い
て
生
き
残
り
続
け
て
い
る
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
は
「
主
観
的
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
」
と
他
者
、
つ
ま
り
主
観
に
よ
っ
て
「
措
 
 

定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
」
と
の
間
に
「
非
概
念
的
な
親
和
性
コ
i
c
h
t
b
e
g
r
i
f
f
－
i
c
h
e
A
f
f
i
コ
i
t
警
」
を
作
り
出
す
が
、
そ
れ
は
「
認
識
の
一
形
 
 

態
」
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
「
合
理
的
」
な
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
（
』
↓
∞
翠
）
。
し
か
し
同
時
に
、
「
他
者
へ
の
有
機
的
密
着
」
で
あ
り
 
 

自
己
保
存
の
放
棄
へ
と
つ
な
が
る
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
は
「
呪
術
と
と
も
に
、
対
象
を
本
当
に
捉
え
る
認
識
」
（
臣
．
芦
）
と
し
て
タ
ブ
ー
化
 
 

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
様
な
合
理
化
さ
れ
た
世
界
に
お
け
る
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
の
二
重
性
こ
そ
が
、
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
の
合
理
性
批
判
の
根
源
 
 

だ
。
「
ミ
メ
ー
シ
ス
的
な
も
の
は
そ
の
存
在
に
よ
っ
て
自
己
に
と
っ
て
絶
対
的
な
も
の
に
な
っ
た
合
理
性
を
批
判
し
、
そ
の
批
判
に
よ
っ
て
 
 

真
理
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
る
」
（
』
↓
芦
）
と
ア
ド
ル
ノ
が
言
う
様
に
、
合
理
性
の
中
で
合
理
性
の
一
つ
の
機
能
と
し
て
作
用
し
っ
つ
、
 
 

そ
の
内
部
か
ら
合
理
性
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
働
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
の
二
重
性
が
、
無
力
さ
と
同
時
に
仮
象
で
 
 

は
あ
れ
〓
疋
の
永
続
性
を
保
持
し
続
け
る
「
幸
福
の
約
束
」
 
の
二
律
背
反
的
な
性
格
を
規
定
し
て
い
る
の
だ
。
 
 
 

こ
こ
で
、
序
に
引
用
し
た
文
章
に
立
ち
戻
ろ
う
。
ア
ド
ル
ノ
は
「
聾
術
は
ミ
メ
ー
シ
ス
的
態
度
の
隠
れ
家
に
他
な
ら
な
い
」
と
言
う
（
』
づ
 
 

∞
e
。
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
は
聾
術
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
自
律
的
領
域
で
の
み
そ
の
場
を
確
保
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
聾
術
は
、
 
 

合
理
性
の
代
名
詞
で
も
あ
る
「
労
働
の
呪
縛
」
を
越
、
え
、
「
実
践
」
へ
と
向
か
う
。
贅
術
に
お
い
て
は
「
存
在
し
な
い
も
の
が
あ
た
か
も
存
 
 

在
す
る
か
の
様
に
立
ち
現
れ
」
て
く
る
（
』
H
－
N
∞
．
）
。
そ
し
て
如
何
に
否
定
さ
れ
よ
う
と
も
、
「
そ
れ
が
現
象
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
存
在
 
 

す
る
こ
と
も
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
 
（
叫
取
乱
．
）
と
聾
術
は
主
張
す
る
。
こ
の
「
存
在
し
な
い
も
の
」
と
は
「
現
実
性
の
支
配
的
な
原
 
 

理
」
で
あ
る
「
交
換
可
能
性
」
に
挑
戦
す
る
も
の
で
あ
り
、
聾
術
の
も
つ
 
「
交
換
不
可
能
性
」
 
つ
ま
り
個
別
性
の
こ
と
で
あ
る
。
聾
術
は
 
 

同
一
性
の
原
理
に
支
配
さ
れ
た
世
界
に
お
い
て
、
そ
こ
に
は
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
 
「
非
同
一
的
な
も
の
」
の
イ
マ
ー
ゴ
を
提
示
す
 
 

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
様
な
聾
術
で
さ
、
え
、
「
幸
福
の
約
束
」
を
実
現
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は
飽
く
ま
で
「
存
在
し
な
い
も
 
 

の
」
で
あ
る
。
垂
術
哲
学
が
今
ま
で
「
幸
福
の
約
束
」
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
仮
象
と
し
て
の
「
美
を
前
に
 
 
 

「
＼
「
＼
 
ノ
ノ
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註
 
 
 

T
）
 
T
h
・
W
・
A
d
。
r
n
。
・
∵
訂
評
許
汝
∴
⊇
…
軒
（
以
下
』
づ
と
略
記
こ
n
⊇
茸
ゝ
賢
妻
C
莞
S
責
、
訂
S
c
か
怠
芦
（
以
下
、
説
と
略
記
）
B
d
．
↓
〉
 
 

F
r
a
n
k
f
u
r
t
a
m
M
a
i
n
〉
S
h
u
r
k
a
m
p
」
蛮
声
S
．
N
P
 
 
 

（
2
）
 
T
h
・
W
・
A
d
O
r
n
。
）
看
ぎ
屯
b
註
註
挙
（
以
下
音
．
と
略
記
）
i
コ
G
S
．
B
d
．
の
〉
F
r
a
コ
k
f
u
r
t
a
ヨ
M
a
i
n
㍍
u
h
r
k
a
m
p
」
笥
〕
㍍
t
N
－
．
こ
こ
で
ア
ド
 
 

ル
ノ
は
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
論
理
哲
学
論
考
』
に
あ
る
テ
ー
ゼ
「
日
く
言
い
難
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
人
は
沈
黙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
対
 
 

し
て
、
明
ら
か
な
対
決
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
 
 
 

（
3
）
 
S
t
2
n
d
h
a
－
も
エ
ビ
喜
芦
（
t
2
注
ぎ
葺
a
く
2
C
i
n
－
r
O
d
u
c
－
i
O
n
2
－
n
O
－
2
S
p
a
r
H
2
n
r
i
M
a
r
t
i
n
e
a
u
）
P
a
r
i
s
〉
G
a
r
n
i
e
r
」
還
ら
芦
 
 
 

（
4
）
 
F
r
i
e
d
r
i
c
h
N
i
e
t
z
s
c
h
e
L
ぎ
二
封
宗
旨
温
㌻
浄
‥
喜
喜
ト
 
」
ざ
力
泳
キ
ミ
こ
き
村
数
罠
泣
き
慕
註
こ
き
料
 
K
r
i
t
i
s
c
h
e
S
t
u
d
i
e
n
a
u
s
g
a
b
e
B
d
．
∽
｝
 
 

M
旨
c
h
e
コ
忘
t
ミ
d
e
G
r
u
y
t
e
r
」
器
0
0
｝
S
．
〕
芦
 
 
 

（
5
）
 
カ
ン
ト
は
、
趣
味
判
断
の
四
つ
の
契
機
で
あ
る
質
、
量
、
関
係
、
様
相
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
美
の
規
定
を
行
っ
て
い
る
。
「
趣
味
と
は
、
あ
ら
ゆ
 
 

る
関
心
な
し
に
快
か
不
快
か
に
よ
っ
て
、
対
象
も
し
く
は
表
象
の
仕
方
を
判
断
す
る
能
力
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
快
の
対
象
を
美
と
言
う
」
（
1
6
）
、
「
美
と
 
 

は
、
概
念
な
し
で
普
遍
的
に
快
い
も
の
で
あ
る
」
（
聖
、
「
美
は
、
目
的
の
表
象
な
し
に
対
象
に
お
い
て
知
覚
さ
れ
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
対
象
の
持
 
 

っ
合
目
的
性
の
形
式
で
あ
る
」
（
6
1
）
、
「
美
と
は
、
必
然
的
快
の
対
象
と
し
て
、
概
念
な
し
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
（
6
8
〓
m
m
a
n
亡
e
－
K
a
n
t
気
温
謎
 
 

詠
ヽ
q
温
叫
監
息
・
（
P
h
〓
O
S
O
p
h
i
s
c
h
e
B
i
b
－
i
O
t
h
e
k
〕
夢
）
H
a
m
b
u
r
g
〉
M
e
i
n
e
r
」
票
芦
∽
．
峯
岸
ヨ
完
N
．
但
し
、
ニ
ー
チ
ェ
は
第
三
論
文
に
お
い
て
 
 

カ
ン
ト
の
文
章
を
正
確
に
は
引
用
せ
ず
、
二
番
目
の
規
定
の
「
概
念
」
の
部
分
を
「
関
心
」
と
読
み
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
批
判
の
論
点
に
カ
ン
 
 

ト
を
引
き
寄
せ
て
い
る
。
 
 
 

（
6
）
 
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
美
学
に
お
け
る
「
関
心
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
健
一
『
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
す
る
十
八
世
紀
美
学
史
の
研
究
－
 
ワ
ァ
 
 

ト
ー
か
ら
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
ヘ
』
君
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）
第
一
章
「
関
心
の
美
学
」
五
九
－
一
〇
二
頁
を
参
照
。
 
 
 

し
た
癒
さ
れ
な
い
憧
悼
」
（
設
計
ご
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
聾
術
は
我
々
の
「
期
待
」
を
裏
切
り
続
け
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
と
 
 

同
時
に
、
蟄
術
は
自
ら
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
実
現
し
て
し
ま
っ
た
ら
消
滅
し
て
し
ま
う
と
い
う
「
没
落
の
形
象
」
を
そ
の
「
絶
対
的
否
定
性
」
 
 

と
し
て
内
包
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
暗
号
文
と
し
て
の
新
し
さ
」
を
獲
得
し
（
舞
「
芦
）
、
「
幸
福
の
約
束
」
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
続
 
 

（
1
8
）
 
け
る
の
で
あ
る
。
 
 



（
7
）
 
例
え
ば
、
皇
宮
嘩
芸
曳
き
．
雲
を
参
照
∵
さ
野
菜
寡
㌧
き
浄
邑
訂
如
誉
ミ
ミ
訂
 
ヨ
ざ
計
．
K
r
i
t
i
s
c
h
e
 
S
t
u
d
i
e
n
a
u
s
g
a
b
e
 
B
d
．
〕
〉
M
ぎ
c
h
e
コ
｝
d
t
ミ
d
e
 
 

G
r
亡
y
t
e
r
」
芸
∞
｝
S
．
霊
f
．
 
 

（
8
）
 
こ
の
「
脱
魔
術
化
E
n
t
N
a
u
b
e
r
u
n
g
」
と
い
う
言
葉
は
1
8
世
紀
の
ド
イ
ツ
文
学
に
お
い
て
登
場
す
る
も
の
で
、
魔
術
的
な
も
の
と
の
根
源
的
な
連
関
か
ら
 
 
 

解
放
さ
れ
人
間
を
自
由
に
す
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
「
脱
魔
術
化
」
の
過
程
に
西
洋
文
化
共
通
の
重
要
な
契
機
を
見
い
だ
し
た
の
が
 
 

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ュ
ー
バ
ー
で
、
魔
術
や
非
合
理
性
が
持
っ
て
い
た
普
遍
性
が
喪
失
し
、
社
会
的
行
動
を
合
理
的
に
正
当
化
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
過
程
を
 
 
 

そ
こ
に
読
み
込
ん
で
い
る
。
c
f
．
む
を
ざ
昇
已
謹
二
貢
晋
町
さ
質
料
軋
顎
．
⊇
鼓
逐
旦
詳
．
B
d
．
N
㌫
宏
一
∽
．
な
お
ア
ド
ル
ノ
が
端
的
に
「
世
界
の
脱
魔
術
化
」
を
 
 

「
合
理
化
R
a
t
i
O
n
a
－
i
s
i
e
r
u
n
g
」
と
言
い
換
え
て
い
る
個
所
と
し
て
は
、
』
づ
．
S
．
芦
を
参
照
。
 
 

（
9
）
 
M
a
舛
H
O
r
k
h
e
i
ヨ
e
r
u
コ
d
T
h
．
W
．
A
d
O
r
コ
0
1
b
訂
訂
聖
叫
む
詠
ヽ
ゝ
亀
町
話
⊇
3
g
㌧
」
選
挙
s
亀
計
針
c
訂
き
べ
喝
S
芸
訂
．
i
コ
n
S
．
B
d
．
〕
〉
F
r
a
n
k
f
u
r
t
a
m
M
a
i
n
〉
 
 
 

S
u
h
r
k
a
ヨ
p
」
麗
－
〉
S
．
－
p
 
（
以
下
臣
．
と
略
記
）
 
 

（
1
0
）
 
ホ
ル
タ
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
は
こ
こ
で
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
活
躍
し
た
ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
の
『
方
 
 
 

法
叙
説
』
の
中
で
は
、
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
形
で
自
然
学
的
な
知
識
に
よ
っ
て
「
自
然
の
主
人
か
つ
所
有
者
」
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

c
f
．
R
e
コ
佃
D
e
s
c
a
r
t
e
s
」
済
⊇
買
：
計
訂
這
邑
旨
註
二
I
n
t
r
O
d
u
c
t
i
O
n
e
t
Z
O
t
e
S
p
a
r
訝
e
コ
ー
l
e
G
〓
s
〇
昇
P
a
r
i
s
∴
「
く
r
i
n
こ
蛮
声
p
．
－
N
甲
 
 

（
1
1
）
 
例
え
ば
『
饗
宴
』
二
一
〇
E
⊥
一
一
二
A
（
久
保
勉
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
二
四
⊥
二
七
頁
）
、
『
国
家
』
四
七
六
A
・
四
七
九
E
、
五
〇
七
B
・
五
〇
九
B
（
藤
 
 
 

沢
令
夫
訳
、
岩
波
文
庫
、
（
上
）
 
四
二
・
四
二
四
頁
、
（
下
）
 
七
八
・
八
五
頁
）
 
を
参
照
。
 
 

（
1
2
）
 
臣
t
N
N
f
．
こ
の
よ
う
に
神
話
に
お
け
る
「
超
自
然
的
な
も
の
」
を
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
は
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
二
帝
で
用
い
ら
れ
宇
宙
に
遍
在
す
る
 
 
 

非
人
間
的
で
超
自
然
的
な
力
を
表
す
「
マ
ナ
M
a
n
a
」
と
い
う
観
念
を
援
用
し
て
説
明
し
て
い
る
。
「
本
源
的
に
分
化
さ
れ
ず
に
、
マ
ナ
と
は
あ
ら
ゆ
る
未
知
 
 

の
も
の
、
疎
遠
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
経
験
の
範
囲
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
事
物
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
知
ら
れ
た
存
在
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
 
 

こ
の
際
未
開
人
が
超
自
然
的
な
も
の
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
物
質
的
実
体
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
精
神
的
実
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
個
々
 
 

の
構
成
要
素
に
対
す
る
自
然
的
な
も
の
の
錯
綜
状
態
で
あ
る
。
見
慣
れ
ぬ
も
の
が
体
験
さ
れ
る
と
き
に
伴
う
驚
き
の
叫
び
は
、
そ
の
も
の
の
名
前
に
な
る
」
。
 
 
 

b
邑
．
S
．
〕
－
．
つ
ま
り
「
マ
ナ
」
で
あ
る
「
超
自
然
的
な
も
の
」
は
、
人
間
が
錯
綜
し
て
い
る
自
然
的
な
も
の
か
ら
受
け
取
っ
た
驚
き
の
経
験
で
あ
る
。
そ
し
 
 

て
今
ま
で
知
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
事
物
の
中
に
発
見
し
た
未
知
の
も
の
、
想
像
を
超
え
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
験
を
す
る
こ
と
に
 
 
 

よ
っ
て
思
わ
ず
発
せ
ら
れ
る
声
が
そ
の
も
の
の
名
前
に
な
る
が
、
そ
れ
が
神
話
の
中
に
お
い
て
神
々
の
名
前
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
 
 

あ
る
。
 
 

（
1
3
）
 
↓
h
．
W
．
A
d
O
r
n
O
｝
b
昇
S
⊇
．
i
コ
〔
試
．
B
d
．
－
干
－
－
F
r
a
n
k
f
u
r
t
a
m
M
a
i
n
〉
S
u
h
r
k
a
ヨ
p
㌦
い
．
山
戸
 
 

（
1
4
）
 
そ
の
も
っ
と
も
早
い
例
の
一
つ
と
し
て
、
ハ
ン
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
・
エ
ン
ツ
エ
ン
ス
ベ
ル
ガ
ー
は
「
我
々
が
更
に
生
き
続
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
命
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題
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
出
来
る
の
は
わ
ず
か
な
人
間
だ
が
、
そ
の
内
の
一
人
に
ネ
リ
ー
・
ザ
ッ
ク
ス
は
入
っ
て
い
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
 
 
 

H
a
n
s
M
a
g
コ
u
S
E
コ
Z
e
n
S
b
e
r
g
e
r
∴
貞
e
S
t
e
i
コ
e
d
e
r
F
r
e
i
h
e
i
t
。
i
コ
P
e
t
r
a
K
i
e
d
a
i
s
c
h
（
h
r
s
g
．
）
一
e
違
ご
茎
ゝ
ゝ
墨
註
註
汀
∵
資
ぎ
害
＝
垂
㌣
訣
 
 
 

b
叫
c
空
軍
 
S
t
u
t
t
g
a
r
t
一
R
e
c
－
a
m
」
治
声
S
．
声
そ
れ
に
対
し
て
ア
ド
ル
ノ
は
、
「
そ
も
そ
も
塾
術
は
な
お
存
在
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
 
 
 

ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
文
学
の
概
念
に
お
い
て
、
精
神
の
退
行
は
社
会
そ
れ
自
体
の
退
行
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
」
と
い
う
問
い
と
と
も
に
、
 
 
 

そ
の
よ
う
な
命
題
に
対
し
て
な
お
逆
説
的
に
存
在
す
る
聾
術
を
「
犠
牲
者
を
殺
し
た
世
界
に
餌
と
し
て
投
げ
与
え
ら
れ
た
聾
術
作
品
」
と
断
じ
て
い
る
。
T
h
．
 
 
 

W
．
A
d
O
r
n
O
∵
h
E
n
g
a
g
e
ヨ
e
コ
t
。
i
コ
≧
）
、
芸
恕
、
、
ヽ
ト
詳
邑
N
芦
I
n
（
舅
B
d
一
〓
｝
F
r
a
n
k
f
u
r
t
a
ヨ
M
a
i
n
｝
S
u
h
r
k
a
コ
卓
S
・
缶
〕
・
 
 

（
ほ
）
 
美
学
上
の
文
脈
に
於
て
は
以
下
の
文
章
の
方
が
よ
り
重
要
で
あ
ろ
う
。
「
こ
の
様
な
こ
と
が
哲
学
、
聾
術
、
啓
蒙
的
な
学
問
の
あ
ら
ゆ
る
伝
統
の
た
だ
中
 
 
 

で
起
り
得
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
こ
れ
ら
の
伝
統
が
、
す
な
わ
ち
精
神
が
人
間
を
捉
え
変
革
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
以
上
の
こ
と
 
 
 

を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
領
域
そ
れ
自
体
の
中
に
、
あ
る
い
は
そ
の
領
域
の
自
給
自
足
に
対
す
る
強
い
要
求
の
内
に
、
非
真
理
が
住
ま
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
降
の
全
て
の
文
化
が
、
そ
れ
に
対
す
る
切
迫
し
た
批
判
と
も
ど
も
、
屑
な
の
で
あ
る
」
（
＞
6
．
〕
琴
）
 
し
か
し
そ
の
点
に
関
し
て
は
、
 
 
 

文
化
産
業
や
文
化
批
判
、
全
体
的
社
会
と
精
神
の
物
象
化
な
ど
様
々
な
論
点
の
交
差
す
る
問
題
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
稿
を
改
め
 
 

て
詳
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
 
 

（
1
6
）
 
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
の
議
論
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
「
投
影
」
概
念
に
負
っ
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
パ
ラ
ノ
イ
ア
で
あ
る
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
症
例
を
分
 
 
 

析
す
る
こ
と
を
通
し
て
心
的
活
動
に
内
部
と
外
部
の
空
間
的
（
あ
る
い
は
三
次
元
的
）
二
重
構
造
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、
そ
れ
を
更
に
発
展
さ
せ
、
敵
意
 
 
 

に
対
す
る
防
衛
と
そ
の
よ
う
な
無
意
識
の
敵
意
の
抑
圧
の
た
め
に
、
敵
意
の
対
象
に
そ
れ
を
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
こ
と
を
「
投
影
」
と
い
う
概
念
で
表
現
 
 
 

し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
よ
う
な
「
抑
圧
」
は
そ
の
対
象
の
処
分
の
儀
式
を
伴
い
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
「
抑
圧
」
が
対
象
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
 
 

「
投
影
」
は
「
抑
圧
」
の
維
持
の
為
の
機
構
と
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
フ
ロ
イ
ト
の
「
投
影
」
概
念
に
関
し
て
は
、
Ⅰ
・
マ
テ
ー
ブ
ラ
ン
コ
著
『
無
意
 
 
 

識
の
思
考
』
 
（
（
岡
連
泊
訳
、
新
曜
社
、
二
〇
〇
四
年
）
一
一
八
⊥
五
五
頁
を
参
照
。
 
 

（
1
7
）
 
『
否
定
弁
証
法
』
に
お
い
て
ア
ド
ル
ノ
は
、
「
満
た
さ
れ
た
も
の
」
が
あ
た
か
も
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
約
束
さ
れ
た
「
幸
福
」
は
ま
る
で
「
虹
の
様
に
 
 
 

消
え
去
っ
て
し
ま
う
」
の
で
あ
り
、
「
普
遍
性
が
支
配
的
な
世
界
」
で
は
「
幸
福
の
約
束
」
が
実
現
さ
れ
る
の
は
拒
ま
れ
て
い
る
、
と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
 
 
 

状
況
に
お
い
て
可
能
な
の
は
「
虚
し
く
待
つ
こ
と
扁
r
g
e
b
－
i
c
h
e
s
W
a
r
t
e
n
」
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
態
度
の
中
に
は
既
に
「
期
待
」
が
「
拒
絶
」
 
 
 

と
い
う
尺
度
で
測
ら
れ
る
状
況
が
存
在
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
（
音
．
裟
？
0
0
．
）
 
 

（
望
 
 
以
上
の
様
な
ア
ド
ル
ノ
の
思
想
は
、
今
日
全
く
異
な
る
文
脈
の
中
に
生
き
る
我
々
に
と
っ
て
、
な
ん
ら
切
実
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
響
い
て
こ
な
 
 
 

い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
の
蟄
術
終
焉
論
を
現
代
の
文
脈
で
捉
え
直
そ
う
と
す
る
ダ
ン
ト
ー
が
、
「
装
飾
d
e
c
O
r
a
t
i
O
コ
」
や
「
娯
楽
 
 
 

e
コ
t
e
r
t
a
i
コ
m
e
n
t
」
な
ど
の
人
間
の
日
常
的
な
欲
求
に
仕
え
る
も
の
と
し
て
聾
術
を
語
る
時
（
A
r
t
h
亡
r
C
．
D
a
n
t
O
〉
ヨ
N
恥
ト
ま
、
Q
h
亀
緊
c
乳
b
許
昔
宍
か
ぎ
・
 
 
 



挙
§
ご
斗
』
ミ
 
N
e
w
Y
O
r
k
〉
C
O
－
u
m
b
i
a
U
コ
i
く
e
r
S
i
t
y
P
r
e
s
s
」
芸
ち
〓
ご
、
我
々
は
あ
る
種
の
違
和
感
を
覚
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
 
 

に
聾
術
の
中
に
は
表
層
に
お
い
て
そ
の
様
に
見
え
る
も
の
や
、
実
際
そ
こ
に
の
み
留
ま
っ
て
し
ま
う
も
の
も
多
か
ろ
う
。
し
か
し
ア
ド
ル
ノ
の
眼
差
し
の
ベ
 
 

ク
ト
ル
に
従
っ
て
、
表
層
の
隙
間
か
ら
内
奥
を
、
更
に
そ
の
奥
に
横
た
わ
る
世
界
を
見
通
そ
う
と
し
た
ら
、
一
体
何
が
見
え
る
だ
ろ
う
か
。
或
い
は
矛
盾
に
 
 

満
ち
た
世
界
の
暗
闇
を
、
そ
し
て
表
層
の
華
々
し
さ
よ
り
圧
倒
的
に
弱
々
し
く
も
確
か
に
輝
く
光
の
痕
跡
を
見
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
事
 
 

は
更
な
る
問
題
を
提
起
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
様
な
眼
差
し
に
「
贅
術
」
と
い
う
枠
組
み
・
概
念
が
耐
え
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
「
聾
術
」
 
 

を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や
ダ
ン
ト
ー
の
様
な
従
来
の
終
焉
論
と
は
異
な
る
意
味
で
、
解
体
・
崩
壊
へ
と
導
い
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
そ
 
 

の
立
論
の
是
非
に
始
ま
り
、
聾
術
的
価
値
の
解
体
、
感
性
的
表
現
領
域
一
般
の
再
編
・
再
定
義
・
再
解
釈
な
ど
の
基
礎
付
け
の
作
業
、
そ
の
現
況
に
即
し
た
 
 

新
し
い
美
学
的
方
法
論
の
模
索
、
な
ど
の
思
索
的
な
仕
事
は
既
に
数
年
前
か
ら
論
者
の
関
心
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
が
（
c
f
・
Y
u
t
a
k
a
H
i
g
a
s
h
i
g
u
c
h
i
一
。
T
h
e
 
 

A
e
s
t
h
e
t
i
c
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O
f
 
P
e
r
i
p
h
e
r
y
 
w
i
t
h
O
u
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C
2
n
－
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W
 
F
O
u
コ
d
a
－
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O
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O
f
－
h
2
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2
S
－
h
2
－
i
c
s
 
O
f
 
N
a
t
u
r
2
－
二
コ
t
2
r
n
a
t
i
O
コ
a
－
Y
2
a
r
b
0
0
k
 
O
f
 
 

A
e
s
t
h
e
t
i
c
s
．
ぎ
ー
．
ご
N
呈
－
）
コ
七
宝
、
今
後
の
論
者
の
仕
事
は
、
む
し
ろ
こ
の
様
な
思
想
と
し
て
の
（
あ
る
い
は
作
品
と
し
て
の
）
美
学
、
と
い
う
側
面
 
 

に
重
心
が
移
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
 
 
 


