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N

ル
ー

マ
ン
の
歴
史
的
意
味
論
と
二
階
の
観
察

丶

r

木
村

裕
之

、
〈
要
旨
>

N

・
ル
ー

マ
ン
は

一
九
八

○
年

以
降
、
知
識

社
会
学

の
新
た

な
試
み
と
し

て

『社
会

構
造
と
意

味
論
』
と

い
う
論
文
集

を
出

し
た
。

そ

こ
で
は
観

察
者
が
社
会
的

な
価
値

に

帰
属

し
て

い
る
中

で
、
ど

の
よ
う

に
批
判

的
な

ア
プ

ロ
ー
チ
が
可
能
な

の
か
と

い
う

問

題
を
扱

っ
て

い
る
と

み
る

こ
と
が

で
き

る
。
ま

ず
、
機
能
主
義

的
な
方
法
を
用

い
て
神

話
や
歴
史

な
ど
を
考

察
し
た

カ

ッ
シ
ー

ラ
ー
の
シ

ン
ボ

ル

(形
式
)
を
手
が

か
り
に
彼

の
歴
史

的
意

味
論

の
考
察
を
す

る
。
カ

ッ
シ
ー
ラ
ー

の
延
長

線
上
に

コ
ゼ

レ

ッ
ク
の
社

会
史

の
方
法

と
し

て

の
歴
史

的
意

味
論
を
考
察

す
る
。
そ

れ
を

媒
介
と
し

て
、

ル
ー

マ

ン
の
意
味
論

の
方
法

を
、
社
会
構

造
と

の
関
連

か
ら
と

二
階

の
観
察
と

の
接
点

か
ら
考

察
す

る
。

そ

の
両
方

の
結
び

つ
き

に

ル
ー

マ
ン
に
よ
る
社
会

の
批
判
的
観
察

の
可
能
性

を
探

る
。

キ

ー

ワ
ー

ド

意

味

論

、

二
階

の
観

察

、

シ

ン

ボ

ル
、

意

味

、

ル
ー

マ

ン

N・ ルーマ ンの歴史的意味論 と二階 の観察
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は
じ
め

に

N

.
ル

ー

マ

ン

は

入

○

年

以

降

『
社

会

構

造

と

意

味

論

O
Φ器
=
ωo冨
h房
ω郎
ロ
簿
⊆
N
篝

山
Go
Φ
ヨ
穹
二
江

と

い
う
タ
イ
ト
ル
の

一
連
の
論

文
集
を
出
し
て
い
る
。
そ
の

一
連

の
本
は
主
と
し
て
、
近
代
の
機
能
分
化
し
た

社
会
を
十
七
世
紀
の
分
化

の
発
生

に
ま
で
遡

っ
て
歴
史
的
に
考
察
し
て
お
り
、

彼

の
シ
ス
テ
ム
分
化
の
主
張
を
裏
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

一
見
す

る
と
不
思
議
に
思
え
る
ま
う
な
副
題

「近
代
社
会
の
知
識
社
会
学
の
研
究
」
を

つ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ル
ー

マ
ン
は
単
に
そ
こ
で
自
分
の
シ
ス
テ
ム
理
論
を

根
拠
付
け
る
た
め
に
歴
史
的
に
遡

っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
み
ら
れ

る
方
法
論
は

「古
典
的
」
知
識
社
会
学
の
理
論
的
失
敗
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す

る
試
み
で
も
あ
る
。
そ
の
方
法
論
は
、
観
察
者
が
社
会
的
な
価
値
に
帰
属
し
な

が
ら
も
批
判
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
が

い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
を
考
察
し
て
い
る

と
も
取
れ
る
。

本
論
は
、
「古
典
的
」
知
識
社
会
学
と
ル
ー

マ
ン
の
理
論
を
対
比
す
る
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
と
同
時
代
に
現
れ
て
き
た
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
意
味
論
か
ら

、

考
察
を
進
め
る
。
と
い
う
の
も
、

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
シ
ン
ボ
ル

(形
式
)
を
機

能
主
義
的
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
知
識
社
会
学
が
陥

っ
た
陥
穽
か
ら
逃
れ
て

い
る
よ
う
に
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
シ
ン
ボ
ル
と
歴
史
的
意

味
論
の
延
長
線
上
で
、
コ
ゼ
レ
ッ
ク
の
社
会
史
の
理
論
を
媒
介
と
し
て
、
ル
ー

マ
ン
の
意
味
論
と
二
階

の
観
察
に

つ
い
て
考
察
し
、
ル
ー
マ
ン
の
観
察
理
論
の

射
程
を
考
察
す
る
。

.功

ッ
シ

ー
ラ
ー
の
歴
史
的
意
味
論
と

シ

ン
ボ

ル

カ
ッ
シ
ー
ラ
i
自
身
は
意
味
論
と
い
う
言
葉
を
独
特
な
使
い
方
を
し
て
い
る
。

と
い
う
よ
り
、
シ
ン
ボ
ル
概
念
を
機
能
主
義
的
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果

と
し
て
独
特
な
位
置
づ
け
を
え
る
こ
と
に
な
る
。
彼
自
身
、
意
味
論
と
い
う
言

葉
の
前
に

「歴
史
的
」
と
い
う
形
容
詞
を
付
け
て
い
る
が
、
そ
れ
を
後

に
ド
イ

ツ
の
社
会
史
の
方
法
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
な
意
味
論
と
の
結
び

つ
き

で
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
彼

の
意
味
論
と
歴
史
論
が
ど

の
よ
う

に
結
び

つ
い
て
.い
る
か
を
考
察
す
る
。
ル
ー
マ
ン
は
、
十
八
世
紀
の
半
ば
に
歴

史
的
考
察
と
機
能
的
考
察
が
同
時
に
登
場
し
、
関
連
し
あ

っ
て
い
た
が
、
そ
の

両
方
が
結
び
つ
い
た
理
論
的
考
察
が
な
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
と
い
う
〔、)。
そ
の

両
方
を
理
論
的
に
結
び

つ
け
る
試
み
の
端
緒
を
カ

ッ
シ
ー
ラ
ー
の
歴
史
論
に
み

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
歴
史
論
に
は
、
当
時
支
配
的
で

あ

っ
た
考
え
方
で
あ
る
、
自
然
科
学
と
精
神
科
学

の
対
立
に
強
く
影
響
受
け

つ

つ
、
「シ
ン
ボ
ル
形
式
」
の
観
点
か
ら
そ
れ
を
越
え
出
よ
う
と
す
る
試
み
が
見
ら

れ
る
。

彼
叢
よ
る
と
、
歴
史
は
神
話
と
同
様
に
、
世
界
を
理
解
す
る
た
め
に
描
か
れ

る
過
去
乏
し
て
投
影
さ
れ
る
。
し
か
し
、
歴
史
は
、
神
話
と
違

い

「事
実
」
を

扱
ヶ
。
だ
が
、
さ
ら
に
歴
史
が
扱
う
事
実
と
自
然
科
学
の
事
実
も
区
別
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の

一
方
で
、
歴
史
学
者
も
自
然
科
学
者
同
様
に
物
的
世
界
に

関
わ

っ
で
い
る
。
し
か
し
、
と
く
に
強
調
さ
れ
る
べ
き
は
、
歴
史
学
者
が
関
わ

っ
て
い
る
の
は
物
理
的
対
象
で
は
な
く
、
「
シ
ン
ボ
ル
の
宇
宙
」
な
の
で
あ
る
。



'

こ
の
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が

「シ
ン
ボ
ル

.(形
式
)」
と
呼
ぶ
も
の
は
、
人
間
の
認
識

の
構
成
要
素
と
し
て
彼
の
理
論
の
中
で
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
。

カ

ッ
シ
ー
ラ
ー
は
生
物
学
者
の
ユ
ク
ス
キ

ュ
ル
の
解
剖
学
的
な
構
造
か
ら
み

る
認
識
と
対
比
す
る
こ
と
で
シ
ン
ボ

ル
概
念
を
明
確
に
す
る
。

ユ
ク
ス
キ

ュ
ル

の
主
張
は
、
生
物
種
は
種
に
固
有
な

「感
受
系
」
と

「反
応
系
」
と
を
持

っ
て

お
り
、
そ
れ
の
密
接
な
絡
み
合

い
か

射
環
境
に
適
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
人
.問
も
他
の
動
物
と
同
様
に
生
物
学
的
、
解
剖
学
的
な
構
造
か
ら
切
り

離
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
い
う
ま

で
も
な
い
が
、
人
間
の
認
識
の
場
合
に
は
、

単
な
る
感
受
系
と
反
応
系
だ
け
で
な
く
、
「シ
ン
ボ
リ
ッ
ク

・
シ
ス
テ
ム
」
と
い

え
る
媒
介
が
あ
る
。
人
間
が
何
か
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
刺
激
に
対
す
る
単
純

な
反
応
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
直
接
に
結
び

つ
く
欲
求
や
ら
願
望
を
連
想
し

た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
認
識
が
希
望
や
幻
想
、
恐
怖
に
結
び
つ
い
た
り
す
る
。

そ
の
差
異
を
明
確
化
す
る
た
め
に
、
カ

ッ
シ
ー
ラ
ー
は
サ
イ
ン

(あ
る
い
は

シ
グ
ナ
ル
)
と
シ
ン
ボ
ル
を
区
別
す

る
。
彼
が
サ
イ
ン
、
あ
る

い
は
シ
グ
ナ
ル

で
考
え

て
い
る
の
は
か
な
り
広
く
、

パ
ブ

ロ
フ
の
犬
の
実
験
の
よ
う
に
、
動
物

の
間
接
的
な
刺
激

へ
の
反
応
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
犬
が
飼

い
主
の
表
情
を
読
み
と
る
と
い
う
の
も
サ
イ
ン
で
あ
ゐ
。
「シ
グ
ナ
ル
は
、
た
と

い
シ
グ
ナ
ル
と
し
て
了
解
さ
れ
、
用

い
ら
れ
た
と
し
て
も
、

一
種
の
物
理
的
ま

た
は
実
体
的
存
在
で
あ
る
。
シ
ン
ボ

ル
は
た
だ
機
能
的
価
値
の
み
を
持

っ
て
い

る
の
で
あ
る
。」
〔2
)

で
は
、
機
能
的
価
値
を
も

っ
て
い
る
」ン
ン
ボ
ル
と
は
何
か
上
い
う
と
、
盲
目

で
聾
唖
の
ヘ
レ
γ

・
ケ
ラ
ー
が
事
物

に
名
前
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
例
で
示

さ
れ
る
。
彼
女
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

に
よ
る
名
前
の
発
見
以
前
に
も
日
常
生
活

で
接
す
る
も
の
を
独
自
に
関
連
づ
け
て
い
た
が
、
も
の
に
名
前
が
あ
る
と
わ
か

っ
た
と
た
ん
に
今
ま
で
独
自
に
関
連
づ
け
て
い
た

「も
の
の
名
前
」
を
尋
ね
、

ま
た
た
く
ま
に
そ
れ
ら
を
理
解
し
た
。
も
の
に
対
し
て
言
葉
に
よ
る
名
前
が
あ

る
こ
と
は
感
覚
的
印
象
と
サ
イ
ン
の
単
な
る
結
び
つ
き
以
上
の
も

の
が
あ
る
。

「シ
ン
ボ
ル
機
能
は
」
、
感
覚
に
捉
え
ら
れ
る
単
な
る
サ
イ
ン
の
よ
う
な

「個
々

の
ケ
ー
ス
に
の
み
制
限
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
思
考
の
全
領
域
に

及
ぶ
、
普
遍
的
適
用
性
の
原
理
で
あ
る
。
」
〔、v
シ
ン
ボ
ル
の
特
徴
は
そ
れ
だ
け

で
は
な
く
、
そ
れ
を
補
う
も

の
を
持

つ
。
「
シ
ン
ボ
ル
は
普
遍
的
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
極
め
て
可
変
的
で
あ
る
。
私
は
同
じ
意
味
を
様
々
な
言
語
で
表
現
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

一
つ
の
言
語
の
範
囲
内
で
も
、
あ
る
思
考
ま
た

は
観
念
を
、
ま

っ
た
く
異
な
っ
た
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。」
〔、
〉

つ
ま
り
、
シ
ン
ボ
ル
と

い
う
の
は
、
個
々
人
の
個
々
の
体
験
を
さ
す
個
々
の
記

号
で
も
な
い
し
、
生
物
学
的
な

い
し
解
剖
学
的
な
直
接
的
な
反
応
、
単
な
る
感

覚
的
な
集
合
と
も
違
う
。
む
し
ろ
、
シ
ン
ボ
ル
は
、
何
か
を
認
識
す
る
と
き
に

必
然
的
に
伴
う
よ
う
な

「普
遍
的
」
な
媒
介
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
察
を
前

提
に
す
る
な
ら
ば
、
人
間
の
活
動
を

「本
能
」
や

「本
性
」
な
ど
と
い
っ
た
実

体
的
な
概
念
で
捉
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
を
機
能
主
義
的
に
捉
え

る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

ま
た
、
シ
ン
ボ
ル
は
関
係
性
で
も
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
の
名
詞
が
固
有
名

詞
で
な
い
し
、
同
じ
も
の
が
別
の
言
語
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
名
前
で
呼
ば
れ
て
い

る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
関
係
性
を
切
り
離
し
て
、
抽
象
的
な

h
意
味
」
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
こ
の
意
味
を
把
握
す
る
た
め
に
、
も

は
や
具
体
的
感
覚
与
件
、
視
覚
的
、
聴
覚
的
、
感
覚
的
、
.運
動
感
覚
的
与
件
に

N・ ルーマ ンの歴史的意味論 と二階の観察
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依
存
し
て
い
な
い
」
(互
。
し
た
が

っ
て
、
シ
ン
ボ
ル
に
よ
っ
て
経
験
㊨
意
味
内

容
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
シ
ン
ボ
ル
に
よ

っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
か
ら

人
の
反
応
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も

で
き
る
。

之
の
よ
う
な
シ
ン
ボ
ル
と

い
う
考
え
方
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
で
発
見

さ
れ
た
意
味

ω
一導

概
念
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
カ

ッ
シ
ー
ラ
ー
は

『
シ

ン
ボ
ル
形
式

の
哲
学

(二
)』
で
あ
る

「神
話
的
思
考
」
の
序
論
の
注
で
そ
の
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
長
い
が
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。

よ
う
な
方
向
で
の
試
み
は
、
私
の
見
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
現
象

学
そ
の
も
の
の
側
か
ら
も
、
具
体
的
な
神
話
研
究
の
が
わ
か
ら
も
企
て
ら
れ

て
い
な
い
。」
(6
}

カ

ッ
シ
ー
ラ
ー
の
シ
ン
ボ
ル
あ
る
い
は
意
味
の
概
念
は
フ
ッ
サ
ー
ル
よ
り
も

社
会
学
的

、(人
類
学
的
と
い
う
べ
き
か
)
に
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
見

て
取
れ
よ
う
。
彼
は
そ
の
神
話
研
究
の
中
で
神
話
の
経
験
つ
い
て
い
う
。

4

「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
が
、
精
神
の

「構
造
形
式
」

の
差
異
に
あ
ら
た

め
て
ま
た
鋭

い
注
意
を
向
け
、

そ
の
考
察
に
、
心
理
学
的
な
問
題
設
定
や
方

法
論
と
は
異
な
る
新
た
な
道
を
示
し
た
こ
と
は
宀
そ
の
基
本
的
功
績
の

一
つ

な
の
で
あ
る
。
と
く
に
心
理
的
な
作
用
と
、
そ
こ
で
志
向
さ
れ
て
い
る

「対

象
」
と
を
厳
密

に
区
別
し
た
こ
乏
が
、
こ
こ
で
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が

『論
理
学
研
究
』
か
ら

『純
粋
現
象
学
お
よ
び
現
象
学

的
哲
学

の
た
め
の
諸
構
想
』

へ
と
た
ど

っ
た
道
筋
の
う
ち
に
、
彼
の
考
え
て

い
る
現
象
学
の
課
題
が
認
識
の
分
析

に
つ
き
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
分
析

.

に
お
い
で
は
全
く
異
な

っ
た
対
象
領
域
の
構
造
が
そ
れ
の

「意
味
す
る
」
も

の
に
よ
つ
て
、
そ
め
対
象

の

「
現
実
性
」
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
し
に
追
求
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
こ
と

が
ま
す
ま
す
明
確
に
浮
か
び
上
が

っ
て
き
て

い
る
。
こ
う
し
た
研
究
は
神
話

的
世
界
も
そ
の
圏
内
に
引
き
こ
み
、
.そ
の
独

官
の

「存
立
」
を
、
多
様
な
民
俗
学
的
お
よ
び
民
族
心
理
学
的
な
経
験
か
ら

帰
納
的
に
み
ち
び
き
だ
す

の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
純
粋
に

「イ
デ
ア
化
的
」

な
分
析
で
捉
え
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の

「こ
こ
で
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
真
の
現
象
と
は
む
ろ
ん
神
話
的
表
象

内
容
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
内
容
が
人
間
意
識
に
対
し
て
有
す
る
意
味

で
あ
り
、
人
間
の
意
識
に
お
よ
ぼ
す
精
神
的
な
力
で
あ
る
。
神
話

の
素
材
的

内
容
で
は
な
く
、
こ
の
内
容
が
体
験
さ
れ
、
ま
た
ー

な
ん
ら
か
の
意
味
で

客
観
的
に
存
在
し
、
現
実
的
で
あ
る
も
の
と
同
様
に
1

信
じ
ら
れ
る
そ
の

強

度

こ

そ
が

問
題

で
あ

る
。
」
(,
〉

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
神
話

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
彼

の
言
語
論
と
も
密
接
に
絡
ん
で
い
る
。

つ
ま
り
、
意
味
そ
の
も
の
が
あ
る
関
係

性
の
中
で
の
特
定
の
価
値
を
も

っ
て
お
り
、
人
間
の
意
識
な
い
し
、
行
為
に
影

、響
力
を
も

つ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ガ

ッ
シ
ー
ラ
ー
は
そ
の
よ
う
な
媒

介
を
シ
ン
ボ
ル

(形
式
)
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
人
間
の
活
動
を
シ
ン
ボ
ル
と
捉
え
た
場
合
、
神
話
と
歴
史
が
ど

の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
の
か
が
重
要
に
な

っ
て
く
る
。
先
に
も
述
べ
た
、よ
う
に

そ
の
違

い
は
、
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ッ



シ
ー
ラ
ー
は
歴
史
的
事
実
と
物
理
的
事
実
を
対
比
し
つ
つ
、
歴
史
の
特
徴
を
描

き
出
そ
う
と
す
る
。
物
理
的
事
実
は
、
「観
察
」
と

「実
験
」
に
よ

っ
て
規
定
さ

れ
る
が
、
歴
史
的
事
実
は
過
去
の
出
来
事
で
あ
り
、
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
ま
た
、
歴
史
家
も
物
理
的
世
界

に
生
き
て
お
り
、
歴
史
的
事
実
も
物
理
的

な
も
の
に
関
わ
る
わ
け
だ
が
、
研
究

の
端
緒
と
な
る
の
は
シ
ン
ボ
ル
の
世
界
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
古
代
の
ノ
ー
ト
が
発
見
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
が
単
な
る
物
理

的
な
も
の
だ
け
で
な
く
、
書
か
れ

て
い
る
内
容
そ
の
も
の
が
理
解
さ
れ
た
瞬
間

に
歴
史
的
重
要
性
を
も

つ
と

い
う

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、

科
学

の
認
識
が
シ
ン
ボ
ル
で
は
な

い
と
い
う
の
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
物
理

的
な
も
の
が
歴
史
と
は
闖
係
の
な
い
も
の
と
い
う
の
で
は
な

い
。
と
い
う
の
も
、

歴
史
学
者
も
当
然
自
然

の
法
則
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
原
因
の
究

明
に
は
科
学
者
と
伺
じ
普
遍
的
思
考
法
則
に
従

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
っ
(,)

素
材
あ
る
い
は
事
実
を
取
捨
選
択

し
な
が
ら
歴
史
家
は
自
分
の
現
在
の
経
験

の
中
で
歴
史
を

「再
構
成
」
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

過
去

の
再
生
や
再
現
で
は
な
い
。
「
歴
史
的
思
想
は
、
現
実
に
行
わ
れ
た
歴
史
的

過
程
の
再
現
で
は
な
く
て
逆
転
で
あ

る
。
我
々
は
、
歴
史
的
資
料
お
よ
び
歴
史

的
記
録
の
う
ち
に
、
あ
る
形
態
を
具
え
た
過
去

の
生
活
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
」

,̂)
歴
史
的
対
象
は
、
回
想
さ
れ
る
こ
と
に
ょ

っ
て
存
在
し
、
回
想
さ
れ
る
こ
と

で
保
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「し
か
し
、
回
想
は
た
だ
再
生
の
行
為
だ
け
を
意
味

す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
新
し
い
知
的
綜
A
〒
i
-構
成
的
行
為
ー

で
あ
る
。」

(り
}
つ
ま
り
、
歴
史
は
単
な
る
再
構
成
で
は
な
く
、
解
釈
で
あ
る
。
「
シ
ン
ボ
ル

を
理
解
し
、
解
釈
す
る
た
め
に
、
我

々
は
原
因
を
探
求
す
る
方
法
と
は
別
の
方

法
を
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
も
し
我
々
が
、
歴
史
的
認
識
を
包

摂
す
べ
き
、
普
遍
的
題
目
を
見

い
だ
す
な
ら
ば
、
そ
れ
を
物
理
学
の

一
分
野
と

し
て
で
は
な
く
、
意
味
論
の

一
分
野
と
し
て
記
述
し
う
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的

思
考
の
普
遍
的
原
理
は
、
意
味
論
の
規
則
で
あ

っ
て
自
然

の
法
則
で
は
な
い
。」

(、)
こ
の
よ
う
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
歴
史
的
意
味
論
は
、
既
に
あ
る
シ
ン
ボ
ル

(形
式
)
の
中
に
い
て
、
既
に
あ
る
シ
ン
ボ
ル
か
ら
新
た
な
シ
ン
ボ
ル
を
編
み
出

す
構
成
的
作
業
な
の
で
あ
る
。
「

・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
は
、
シ
ン
ボ
ル
の
形
式
を
神
話
か
ら
科
学

へ
と
向

か
う
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
社
会
学

的
な
考
察
、
と
く
に
知
識
が
ど

の
よ
う
に
社
会
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
か
を

観
察
す
る
場
合
、
奇
異
に
見
え
る
。
ウ

ェ
ー
バ
ー
は

『職
業
と
し
て
の
学
問
』

の
な
か
で

「た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
が
電
車
に
乗

っ
た
場
合
、
・専
門
の
物
理
学
者

な
ら
知
ら
ず
、
誰
も
が
そ
の
動
く
わ
け
も
知
ら
な
い
し
、
ま
た
知
ら
な
く
て
も

.済
む
の
で
あ
る
。

・わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
が
ど
う
動
く
か
を

『予
測
』
し
う
れ
ば
い

い
㌧
珍
)と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

』
面
で
は
日
常
的
な
生
活
の
知
識
が
合
理
的
、

科
学
的
な
知
識
に
置
き
換
わ

っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の

一

方
で
、
行
為
者
は
日
常
的
行
為
の
知
識
が
科
学
曲
で
あ
る
か
ど
う
か
区
別
し
を

く
て
も
活
動
し
て
い
る
し
、
逆
に
科
学
が
神
話
的
作
用
を
も
た
ら
す
場
合
も
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
知
識
と
行
為
の
関
係
を
観
察
す
る
に
は
社
会
学
的
視
点
を
必

要
と
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
歴
史
を
機
能
主
義
的
に
み
る
と
き
に
も
あ
て
は
ま

、

る
。
そ
の
意
味
で
、
.カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
歴
史
論
で
は
観
察
者
と
歴
史
的
対
象
や

.

歴
史
的
人
物
に
対
す
る
距
離
の
取
り
方
が
曖
昧
で
あ
る
。

N・ ルーマンの歴史的意味論 と二階の観察
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方
法
と
し
て
の
歴
史
的
意
味
論

R

・
コ
ゼ
レ
ッ
ク
や
ル
ー

マ
ン
の
歴
史
的
意
味
論
は
、
基
本
的
に
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
の
意
味
論
を
発
展
さ
せ
た
も

の
と
し
て
、
そ
の
連
続
性
の
中
に
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
と
く
に
、
ル
ー

マ
ン
の
意
味
論
の
方
法
は
、
コ
ゼ
レ

ッ
ク
の
社
会

史
ω
oN
芭
oq
Φ
ω。三
〇耳
Φ
の
方
法
に
多
く
を
負

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ル
ー
マ
ン

は
、
単
な
る
歴
史
的
な
方
法
論
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
.そ
の
方
法
論
を
展
開

す
る
こ
と
で
古
典
的
な
知
識
社
会
学
の
問
題
を
理
論
的
に
克
服
し
う
る
も
0
と

し
て

「歴
史
的
-政
治
的
意
味
論
」

の
可
能
性
を
探
求
し
て
い
る
。
ル
ー
マ
ン
が

評
価
す
る
の
は
、、
す
べ
て
の
知
識
を
意
識
化
し
合
理
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る

「認
識
論
あ
る
い
は
反
省
論
的
方
法

の
問
題
に
入
り
込
む
こ
と
な
し
に
、
歴
史
家

(哲
学
史
家
と
科
学
史
家
を
含
む
)
も
あ
る
種
の
歴
史
的
-政
治
的
意
味
論
を
取

り
入
れ
た
」
(醤
こ
と
で
あ
る
。
ル
ー
マ
ン
は
そ
の
方
法
を
評
価
し
つ
、つ
も
、
ま

尤
不
十
分
で
あ
る
と
し
、
み
ず
か
ら

の
方
法
論
と
し
て
発
展
き
せ
る
。

コ
ゼ
レ
ッ
ク
の
歴
史
的
-政
治
的
意
味
論
の
方
法
は
、
政
治
的
に
重
要
な
概
念

の
歴
史
を
扱

っ
た

『歴
史
的
基
本
概
念
』
と
い
う

一
九
七
〇
年
代
か
ぢ
出
版
さ

れ
て
い
る
辞
書
の
中
で
、
実
際
に

ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
辞
書
の
編
者
の

尸
人
で
あ
る
コ
ゼ
レ

ッ
ク
が
そ
の
辞
書

の
編
纂
の
目
的
や
方

法
、
表
記
に
つ
い
て
辞
書

の
序
文

で
述
べ
て
い
る
。
そ
の
辞
書
の
主
要
な
問
題

設
定
は
、
「古
典
的
拶
詳
世
界
の
解
消
と
近
代
言
o山
Φ彗
世
界
の
発
生
を
概
念
的
な

把
握
の
歴
史
に
よ

っ
℃
探
求
す
る
こ
と
」
(M)
で
あ
る
。
そ
の
探
求
は
、
「十
八

世
紀
半
ば
以
降
、
古
典
的
な
ト
ポ

ス
の
指
示
内
容
が
大
き
く
変
容
し
た
」
の
で

は
な
い
か
と
い
う

「推
測
」
の
も
と
で
な
さ
れ
て
い
る
§
。

コ
ゼ
レ
ッ
ク
の
社
会
史
は
、
概
念
史
と
の
関
連
で
考
察
さ
れ
る
こ
と
自
体
が

注
目
す
べ
き
特
徴
で
あ
る
。
彼
は
社
会
史
を
概
念
史
と
の
結
び
つ
き
と
差
異
か

ら
考
察
す
る
。
結
び

つ
ぎ
ど

い
う

の
は
、
歴
史
家
も
言
語
学
者
や
哲
学
史
家
、

あ
る
い
は
文
献
学
者
の
よ
う
に
古

い
テ
ク
ス
ト
の
原
典
か
ら
言
葉
を
歴
史
的
-批

判
的
に
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
史
は
、
た
と
え
そ
れ
だ
け
で
は

不
十
分
だ

っ
た
と
し
て
も
v
「基
本
的
に
は
歴
史
的
-文
献
学
的
方
法
に
由
来
す

る
」
。
た
と
え
ば
、
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
が
プ
ロ
イ
セ
ン
0
改
革

の
プ

ロ
グ
ラ
ム
と

し
て
用
い
た

「身
分
o。
$
魯
」
、
「階
級

丕
p
ωのΦ」
、
「市
民

o。
畠
讐
ωび
臼

Φq興
」
と

い
っ
た
概
念
を
例
に
と

っ
て
も
、
そ
の
手
続
き
と
し
て
歴
史
的
-文
献
学
的
方
法

は
、
さ
し
あ
た
り

「経
済
的
、
政
治
的
、
社
会
学
的
問
い
の
枠
組
み
な
し
に
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
当
時
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の
社
会
構
造
を
考
察
す
る
の
に

も
当

て
は
ま
る
」
套
。
ま
ず
は
テ
ク
ス
ト
の
中
か
ら
そ
の
当
時
そ
の
言
葉
が

ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
か
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
概
念
史
の
問
題
に
な

っ
て
し
ま
う
。
当
時
、
「身
分
」、

「階
級
」
、
「市
民
」
と
い
っ
た
言
葉
は
、
古

い
言
葉
の
使

い
方
と
新
し
い
言
葉
の

使

い
方
と
が
併
存
し
て
お
り
、
ま
た
、
使
用
さ
れ
る
領
域
に
よ

っ
て
も
意
味
が

異
な
り
、
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
ハ
ル
デ
ン

ベ
ル
ク
は
戦
略
的
に

「市
民
」
と

い
う
言
葉
を
使

っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
言
葉
の
持
つ
意
味
が
未
来

へ
の
状
態
を
描
く
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
の
要
素
を

持

つ
よ
う
に
な
る
。
「具
体
的
な
政
治
状
況
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
持
続
、
変
化
、

未
来
性
と
い
っ
た
諸
要
素
が
言
語
的
な
追
体
験
の
な
か
で
把
握
さ
れ
る
。
…
…

言
葉
の
新
た
な
意
味
が
言
語
の
や
り
く
り
に
よ

っ
て
全
体
の
政
治
的
で
社
会
的

6



な
経
験
空
間
を
変
え
、
新
た
な
予
期

の
地
平
を
措
定
し
た
。」
こ
の
よ
う
に

「意

味
論
的
な
そ
の
時
々
の
区
分
の
中

に
す
で
に
歴
史
的
変
化
を
与
え
る
よ
う
な
力

が
含
ま
れ
て
い
る
」
書
。
コ
ゼ
レ

ッ
ク
の
歴
史
的
意
味
論
は
、
概
念
を
あ
る
種

の

「媒
介
手
段
」
と
み
な
し

て
い
る
。
し
た
が

っ
て
彼

の
理
論
に
お
い
て
、
概

念
の
非
同
時
性
の
同
時
性

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
現
在
に
過
去
が
同
居
し
て

い
る
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
未
来

の
地
平
も
同
時
に
居
合
わ
せ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
コ
ゼ
レ
ッ
ク
の
社
会
史
が
概
念
史
と
結
び

つ
い
た
特
徴

を
み
る
こ
と
が
で
き
み
。

丶

こ
の
よ
う
な
意
味
の
社
会
的
意
味
づ
け
の
変
化
は
、
単
に
言
葉
の
歴
史
だ
け

の
問
題
な
の
で
は
な
く
、
社
会
史
の
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「そ
の
時
々

に
使
わ
れ
る
概
念

の
歴
史
的
解
明
が
、
単
に
言
語
史
だ
け
で
な
く
、
社
会
史
的

な
資
料
を
持
ち
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
自
明
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

個

々
の
意
味
論
は
言
語
外

の
内
容

に
関
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。」
(B)
「言
語
外

の
内
容
」
を
言

い
換
え
る
な
ら
ば
、馳

社
会
構
造
で
あ
る
。
あ

る
概
念
が
あ
る
時
代
に
ど
の
よ
う

に
変
化
し
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
を
考
察
す

る
意
味
論
は
社
会
構
造
と
の
関
連
で
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

概
念
が
社
会
的
な
変
化
を
も
た
ら
す
と
い
う

こ
と
は
、
彼
の

「概
念
」
の
定

義

の

中

に

す

で

に

見

て

取

れ

る

。

「
言

葉

は

意

味

の

可

能

性

bd
Φ幽
Φ⊆
9
巨
oQ
ω目
猪
一一〇
莫
Φ一什
を
含

ん
で
お
り
、
概
念
は
そ
れ
自
身
の
中
に
意
味

の
充
実

bd
Φ
α
Φ暮
⊆
p
oq
ω漆
一一Φ
で
あ
る
。
」
コ
ゼ
レ
ッ
ク
が
い
う
の
は
社
会
的
、
政

治
的
概
念

の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
言
葉
と
違

い
、
「具
体
的
普
遍
性

要
求
」
を
含
ん
で
い
る
。

つ
ま
り
、
概
念
に
よ
っ

「て
表
さ
れ
る
こ
と
で
そ
れ
を

現
実
に
経
験
で
き
る
よ
う
な
連
関
と
歴
史
的
な
経
験
の
多
様
性
と
を
結
び
つ
け

る
の
が
、
概
念
で
あ
る
。
「概
念
は
、
単
に
そ
れ
に
よ

っ
て
捉
え
ら
れ
た
諸
連
関

を
指
し
示
す
も
の

H巳

貯
母
霞

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
連
闖
を
捉
え
る
た

め
の
要
因

勾
舞
8
N
で
も
あ
る
の
だ
。
」
へ四)
コ
ゼ
レ
ッ
ク
は
斗
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク

が
身
分
制
社
会
に
抗
し
て
用

い
た

「市
民
」
や

「階
級
」・
と
い
う
概
念
が
、
現

実
の
地
平
を
切
り
開
い
て
い
く

「媒
介
手
段
」
と
な

っ
た
と

い
う

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
概
念
は
、
し
た
が

っ
て
、
実
際
に
あ
る
多
義
的
な
言
葉
の
中
か
ら

選
ば
れ
、
あ
る
意
味
で
経
験
を
あ
る
方
向

に
向
け
ら
れ
る
よ
う

に
デ
ザ
イ
ン
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
概
念
が
媒
介
と
な

っ
て
、
経
験

の
あ
る
地
平
が
切
り

、
開
か
れ
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
は
事
柄
の
歴
史

6り
鋤
筈
σq
①の
。三
9
8

を
軽
視
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
概
念
史
は

「概
念
と
歴
史

の
収
斂
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
」
が
、

そ
れ
は

「存
在
論
的
」
に
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
あ
る
概
念

が
あ
る
状
況
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
あ
る
時
代
に
お
け
る
概
念
自
体
の

使
わ
れ
方
の
位
置
づ
け

伜
魯
Φ
コ
≦
Φ
畧

の
変
化
を
引
き
起
こ
す
σ
そ
の
概
念
と

事
態
の
緊
張
関
係
を
、
社
会
史
と
概
念
史
の
交
点
を
考
察
す
る
中
で
彼
は
扱

っ

て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

コ
ゼ
レ
ッ
ク
は
、
近
代
の
変
化
を

『歴
史
学
の
根
本
概
念
』
の
序
文
で
四
つ

の
概
念
を
前
提
に
推
測
し
て
い
る
。
概
念
が
出
版
技
術
の
発
展
や
そ
れ
に
と
も

な
う
教
養
市
民
層
の
増
大
に
よ
り
社
会
全
体
に
浸
透
す
る
こ
と
に
よ
る

一
種
の

民
主
化
、
概
念
の
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
意
味
内
容
の
時
間
化
、
概
念
が
抽

象
化
さ
れ
る
こ
と
で
起
こ
る
表
現
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
可
能
性
、
概
念
が
政
治

的
な
対
立
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
政
治
化
で
あ
る
。

し
か
し
ル
ー
マ
ン
は
、
こ
の
よ
う
に
見
て
き
た
コ
ゼ
レ
ツ
ク
の
歴
史
学
の
方

N・ ルーマ ンの歴史的意味論 と二階の観 察
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法
を
評
価
し
、
自
分
の
理
論
の
中
に
取
り
入
れ
つ
つ
も
、
概
念
と

「社
会
構
造

馳的
条
件
の
連
関
」
を
単
に

「推
測
」

し
た
に
過
ぎ
な
い
と
批
判
し
で
い
る
。
「そ

の
連
関
は
十
分
に
写
し
出
さ
れ
て
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
社
会
学
理
論
は
ま
だ
そ

.

こ
ま
で
い
っ
て
な

い
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
や
近
代
国
家
や
市
民
社
会
の
よ
う
な
概

念
に
よ

っ
て
転
換
期
に
お
い
て
概
念
が
現
実
に
な
る
た
め
の
入
口
が
手
に
入
れ

ら
れ
た
。
歴
史
学
な
、
そ
の
概
念
に
よ

っ
て
や
り
く
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

(2D
)・

で
は
、
ル
ー
マ
ン
が
意
図
し
て

い
る
こ
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
コ
ゼ
レ
ッ

ク
の
理
論
の
中
で
あ
ま
り
展
開
さ
れ
て
な
い
が
、
前
提
と
な

っ
て
い
る
、
「予
期

の
地
平
」
を
切
り
開
く

「概
念
」
.
を
ど

の
よ
う
に
、
「や
り
く
り
」
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
解
く
鍵
は
、
ル
ー

マ
ン
の
シ
ス
デ
ム
論
の
中
心
概
念
で
あ
る

「意
味

ω
一口
口
」
.概
念
(飢
)お
よ
び
そ
れ
に
基
づ

い
た

「意
味
論
」
.
の
な
か
に
あ
る
。
彼
に

よ
る
と
意
味
は
世
界
に
豊
富
に
保
存
さ
れ
て
お
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は

行
為
者
が
相
互
に
世
界
に
あ
る
意
味
を
選
び
取
る
行
為
で
あ
る
。
す
べ
て
の
行

為
や
体
験
は
意
味
を
と
も
な

っ
て

い
る
。
し
か
し
、
あ
る
体
験
や
行
為
が
必
ず

あ
る
特
定
の
意
味
に
結
び

つ
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
わ
け
で
は
な
く
、
別
の
可

能
な
意
味
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
っ
ま
た
、
意
味
は
、
人
間
の
関
わ
る
コ

ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
る
と
き
に
、
必
ず
媒
介
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

な
お
か
つ
、
そ
れ
に
よ
り
行
為
や
体
験
を
引
き
起
こ
す
媒
体
で
も
あ
る
。
し
た

が

っ
て
、
ル
ー

マ
ン
は
意
味
を
メ
デ
ィ
ア
と
呼
ぶ
。
行
為
者
は
、
単
に
そ
の
媒

介
に
規
定
さ
れ
て
、
そ
れ
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と

い
う
だ
け
で
は
な
く
、
み
ず

か
ら
行
為
す
る
と
き
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
と
き

に
利
用
す
る
も
の

で
あ
る
。
行
為
者
は

(観
察
者
も
で
あ
6
が
)、
そ
の
媒
介
の
形
式
に
ど
の
よ
う

な
形
で
あ
れ
関
わ
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
意
味
億
、
体
験
や
行
為
が
起
こ
る
こ
と

で
現
実
化
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
、
潜
在
的
で
あ

っ
た
も
の
が
顕
在
化
す
る
。
し

た
が

っ
て
、
「意
味
は

宀体
験
や
行
為
が
]
現
実
に
起
こ
る
と
こ
ろ
で
の
み
実
在

齟
性
を
も
ち
、
そ
れ
ゆ
え
常
に
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
」
。
そ
し
て
き
ら
に
荒
く
素
描

も

さ
れ
て
正
確
さ
に
か
け
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
ル
ー
マ
ン
は

「整
え
ら
れ
た
意

味
論

σq
8
自
Φoq8

ω
Φヨ
き
ユ
置

に
つ
い
て

「人
間
の
頭
の
中
に
個
別
化
さ
れ
た

実
在
性
」
と

い
う
よ
う
に
定
義
す
る
。
(距
)こ
こ
で

「個
別
化
さ
れ
た
実
在
性
」

と
い
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
個
々
人
の
個
々
の
心
理
学
的
な
要
素
の
こ
と
を
い
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
ル
ー
マ
ン
は
、
「心
理
シ
ス
テ
ム
は
社
会
シ
ス
テ
ム
の
環

境
で
あ
る
」
と
い
う
形
で
理
論
を
構
成
し
て
い
る
の
で
、
行
為
者
の
意
識
の
側

面
は
付
随
的
な
役
割
し
か
演
じ
て
い
な
い
。

カ
ッ
シ
r
ラ
ー
を
扱

っ
た
と
こ
ろ
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
経
験
そ
の
も
の
が

シ
ン
ボ
ル

(形
式
)
と

い
う
媒
介
を
介
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
単
な
る
受
け
身

の
行
為

で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
ル
ー

マ
ン
風
に
い
う
な
ら
ば
、
体
験
や
行
為

は
す
で
に
世
界
の
中
に
あ
る
意
味
の
中
か
ら
あ
る
意
味
を
選
び
出
す
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
の
意
味
の
選
び
出
し
は
、
比
較
的
自
由
に
な
さ
れ
る
こ
と
も
部

分
的
に
は
十
分
に
あ
り
う
る
。
た
し
か
に
社
会
が
複
雑
化
す
る
と
意
味
の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
も
増
え
、

一
見
す
る
と
自
由
な
選
択
の
余
地
が
増
す
よ
う
に
思
え

る
。
し
か
し
、
実
際
に
個
々
人
が
バ
ラ
バ
ラ
に
意
味
の
選
択
を
す
る
と
行
為
者

は
そ
の
負
担
が
過
剰
に
な
り
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
能
に
な
り
か
ね
な

い
。

だ
か
ら
、
実
際
に
使
わ
れ
て
い
て
、
慣
れ
親
し
ん
だ

「型
に
は
め
ら
れ
た
意
味
」

を
使
う
こ
と
で
体
験
や
行
為
を
安
定
化
さ
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
起
こ
さ

8



、

、

せ
る
よ
う
な
機
能
に
対
す
る
形
式

の
集
ま
り
を
ル
ー
マ
ン
は
全
体
社
会
の

「意

味
論
」
と
呼
び
、
「そ
の
意
味
論
的
装
置
を
準
備
の
整
え
ら
れ
た
意
味
処
理
の
規

、則
の
全
体
社
会
的
ス
ト

ッ
ク
」
と
呼

ん
で
い
る
。

ル
ー
マ
ン
は
意
味
論
を

コ
ゼ
レ
ッ
ク
に
し
た
が

っ
て
、
コ
咼
度
に

一
般
化
さ
れ
、

比
較
的
状
況
に
依
存
せ
ず
に
用

い
る
こ
と
の
で
き
る
意
味
」
と
定
義
し
て
い
る
。

ま
た
、
さ
ら
に

「整
え
ら
れ
た
意
味
論
」
と
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ

て
保
持
す
る
価
値

の
あ
る
も
の
と
し

て
社
会
的
に
組
み
込
ま
れ
た
、
使
い
方
の

制
限
さ
れ
た
意
味
と
定
義
し
て
い
る
(お
vρ
し
た
が

っ
て
概
念
史
は

「整
え
ら
れ

た
意
味
論
」
を
扱

っ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
意
味
論
は
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
整
え
ら
れ
た
意
味
論
は
、
全
体
社
会
の

一
般
的
な
意
味
論
で
あ

る

「顕
在
化
し
て
い
る
意
味

の
処

理
の
形
式
」
を
さ
ら
に
処
理
す
る
こ
と
で
、

理
論
的
に
そ
の
方
向
性
を
調
整
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
展
開
さ
れ
る
の
が
、
ル
ー

マ
ン
の
い
う
理
念
進
化

(展
開
)

冠
Φ
Φβ
Φ<
o
冨
鉱
o
p
で
あ
る
。
「整
え
ら
れ
た

意
味
論
」
が
抽
象
的
だ
か
ら
と

い
.っ
て

「基
本
的
意
味
論
」
よ
り
も
実
在
性
の

程
度
が
低

い
と

い
う
こ
と
で
は
な
く

、
む
し
ろ
、
体
験
と
行
為
に
お
い
て
同
様

に
実
在
的
な
の
で
あ
る
(咎
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
二
つ
が
同
様
に
意
味
の
構
造

変
動
を
起
こ
す
可
能
性
を
持

つ
。
ル
ー
マ
ン
の
い
う

「意
味
」
お
よ
び
そ
れ
を

厳
密

に
定
義
し
た
概
念
は
、
行
為
や
体
験
を
引
き
出
し
、
埋
め
込
む
と
い
う
媒

介
と
し
て
の
機
能
が
あ
る
か
ら
噛
そ

れ
を
考
察
す
る
こ
と
で
社
会
構
造
の
変
動

を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
、近
代
は
、
自
由
、
平
等
な
ど
の
身
分

社
会
か
ら
移
行
す
る
意
味
論
と
シ
ス
テ
ム
に
特
殊
な
機
能
分
化
を
も
た
ら
す
意

味
論
が
と
も
に
働
い
て
い
た
。

意
味
論
は
、
も
ち
ろ
ん
社
会
に

「解
放
」
を
も
た
ら
す
契
機
に
も
な
る
が
、

そ
れ
に
代
わ
る
新
た
な
別
の
規
定
を
持
ち
込
む
こ
と
に
も
な
る
。
ル
ー

マ
ン
は

た
し
か
に
歴
史
的
に
近
代
以
降
を

一
貫
し
た
社
会
の
諸
シ
ス
テ
ム
の
機
能
分
化

と
し
て
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
け

っ
し
て
単
線
的
な
歴
史

の
流
れ
を
み
て
い

る
の
で
は
な
い
し
、
解
放
あ
る
い
は
抑
圧
の
過
程
を
み
て
い
る
の
で
も
な

い
。
・

『パ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
愛
』
で
、

一
般
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る

よ
り
も
早
い
時

.期
で
あ
る
十
八
世
紀
の
意
味
論
の
中
で

「自
然
」
と

い
う
概
念
に
よ

っ
て
セ
ク

シ
ャ
リ
テ
ィ
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
く
過
程
を
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時

に

「個
人
」
が
意
味
論
的
に
形
成
さ
れ
、
他

の
機
能
シ
ス
テ
ム
か
ら
恋
愛
が
分

化
し
て
い
く
過
程
も
意
味
論
の
重
な
り
合
う
展
開
の
中
に
記
述
さ
れ
る
。
そ
こ

で
行
わ
れ
る
へ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
批
判
は
、
「偶
然
性
」
と
い
う
恋
愛
の
意
味
論

が
、
単
な
る
偶
然
性
な
の
で
は
な
く
、
社
会
の
あ
る
領
域
が
偶
然
性
に
委
ね
ら

れ
る
よ
う
に
意
味
論
的
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
多

ル
ー
マ
ン
の
意
味
論
は
行
為
者
を
規
定
す
る
あ
る
媒
介
の
形
式
を
社
会
構
造
と

し
て
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
パ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
愛
』
の
章
の
す
べ
て
で
は
な
い
が
、
基
本
的
な
構

成
は
彼
の
意
味
論
と
社
会
構
造
の
関
係
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
個
々
の
あ

る
特
定
の
意
味
論
の
展
開
が
、
折
り
重
な
る
よ
う
に
断
続
的
に
つ
な
が
り
、
そ

の
変
化
が
次

へ
の
変
化
と
結
び
つ
き
、
(現
在
で
は
愛
が
シ
ス
テ
ム
と
し
て
成
り

立
つ
の
か
ど
う
か
疑
問
と
し
な
が
ら
も
)
そ
の
流
れ
の
底
流
と
し
て

一
貫
し
て

愛
を
メ
デ
ィ
ア
と
し
た
シ
ス
テ
ム
の
分
化
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
ル
ー
マ
ン
は
進
化
論
で

「普
遍
史
的
プ
ロ
セ
ス
を
説
明
す
る
功
名

心
は
も
は
や
な
く
、
構
造
変
動
の
特
定
の
形
式
を
扱
う
」
(26
)
こ
と
を
前
提
と
し

て
い
る
。

一
貫
し
た
社
会
の
諸
シ
ス
テ
ム
の
機
能
分
化
と
い
う

の
は
二
階
の
観
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察
者
と
し
て
の
ひ
と

つ
の
観
察
の
あ
り
方
、
そ
れ
が
シ
ス
テ
ム
論
で
あ
る
が
、

「
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
階
の
観
察

も
う
ひ
と

つ
コ
ゼ
レ
ッ
ク
の
社
会
史
で
瞹
昧
に
前
提
に
さ
れ
て
い
る
部
分
が

あ
る
。
ル
ー
マ
ン
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
「わ
れ
わ
れ
は
フ
ラ
ン
ス

革
命
以
前
の
時
代
に
対
し
て
歴
史
的
意
味
論
に
つ
い
て
語
り
、
十
九
世
紀
に
対

し
て
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
語
る
。
ー

コ
ゼ
レ
ッ
ク
に
よ
る
と
そ
こ
で
は

表
現
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
可
能
性
そ

の
も
の
が
歴
史
的
意
味
論
の
転
換
点
で
あ

っ

た
。
意
味
論
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
同
様
に
二
階
の
観
察
者
の
表
現
で
あ
る
。」
("
)

イ
デ
オ
ロ
ギ
i
可
能
性
と
い
う
の
は
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
コ
ゼ
レ
ッ
ク
が
近

代
を
そ
れ
以
前
と
区
別
す
る
特
徴
と
し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

近
代
以
前
は
素
朴
に
社
会
的
所
与
を
そ
の
ま
ま
分
類
し
、
名
付
け
て
い
た
。
そ

の
時
代
が
終
わ
り
、
出
来
事
や
社
会
構
造
が
変
化
し
て
も
使
う
こ
と
の
で
き
る

抽
象
化
さ
れ
た
概
念
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
概
念
の
意
味
を
具
体

化
す
る
た
め
に
、
概
念
を
規
定
す
る
背
景
や
視
点
を
と
も
な
っ
た
属
性
を
示
す

形
容
詞

(経
済
的
、
政
治
的
、
社
会

的
な
ど
)
で
規
定
す
る
こ
と
を
彼
は
イ
デ

オ
ロ
ギ
i
可
能
性
と

い
う
。
彼
に
よ
る
と

「歴
史
化
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
は
補

完
し
あ

っ
て
い
る
」
參

と
い
う
。

ル
ー
マ
ン
は
、
そ
れ
を
観
察
す
る
視
点
は
二

階
の
観
察
で
あ
る
と

い
う
。
二
階
の
観
察
自
体
は
必
ず
し
も
歴
史
的
方
法
論
に

の
み
で
使
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
シ
ス
テ
ム
理
論
の
方
法
に
と

っ
て
も

重
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
(
そ
の
二
つ
の
方
法
の
接
点
と
し
て
二
階
の

観
察
を
考
察
し
た
い
。

ル
ー
マ
ン
は
、
行
為
論
を
含
め
、
広
い
意
味
で
主
観
に
準
拠
し
た
認
識
論
を

广
批
判
す
る
。
そ
れ
に
対
す
る
彼
の
方
法
は
、
二
階
の
観
察

で
あ
る
。
ル
ー
マ
ン

の
シ
ス
テ
ム
論
の
特
徴
は
、
行
為
者
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
に
位
置
づ

け
て
考
察
す
惹
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
行
為
者

の
体
験
や
行
為
の

帰
責
を

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
ひ
と
つ
の
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
、
観
察
者

の
側
か
ら
で
あ
る
が
、
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

エ
レ
ナ
」・
エ
ス
ポ
ジ
ト
は
、
ル
ー
マ
ン
の
観
察
理
論
と
ガ
ダ

マ
ー
の
解
釈
学

と
を
比
較
し
、
二
つ
の
理
論
の
近
さ
と
観
察
理
論
の
優
位
性
を
挙
げ
て
い
る
。
(29)

彼
女
は

一
階
の
観
察
と
二
階
の
観
察
を
解
釈
学
に
当
て
は
め
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
中
の
理
解

の
問
題
を
扱
う
。

一
階
の
観
察
と
は
そ
の
人
が

「何
」
を

み
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
扱
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
二
階
の
観

察
は
、
他
の
観
察
者
あ
る
い
は
行
為
者
が
ど
の
よ
う
に
観
察
す
る
か
を
扱
う
こ

と
で
あ
る
。
ル
ー
マ
ン
は

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

「情
報
」
「伝
達
」
「理
解
」

の
三
つ
の
選
択
プ
ロ
セ
ス
か
ら
考
察
す
る
。
蓼

つ
ま
り
、
情
報
の
送
り
手
が
世

界
に
あ
る
意
味
の
中
か
ら
情
報
と
し
て
そ
れ
を
選
び
出
し
、
何
ら
か
の
手
段
に

よ

っ
て
受
け
手
に
そ
れ
を
提
示
し
、
受
け
手
は
提
示
ざ
れ
た
情
報
の
地
平
か
ら

可
能
な
意
味
を
選
択

(理
解
)
す
る
。
璽

こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
プ
ロ
セ
ス
は
、
ガ
ダ

マ
ー
の
解
釈
学
の
方
法
、
彼

の
解
釈
学
的
循
環
に
見
て

取
れ
る
が
、
と
く
に
対
話
の
モ
デ
ル
の
中
で
み
る
ご
と
が
で
き
る
(謬
。
デ
ィ
ル

タ
イ
の
解
釈
学
は
、
テ
ク
ス
ト
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
情
移
入
し
て
、

追
体
験
し
、
他
者
の
体
験
を
再
構
成
す
る
と
い
う
も

の
で
あ

っ
た
。
ガ
ダ
マ
ー

は
そ
う
し
た
単
純
に
他
者
の
体
験
を
再
構
成
で
き
る
と

い
う
ナ
イ
ー
ヴ
さ
を
批

10



'

判
し
た
。
ガ
ダ
マ
ー
の
理
論
に
よ
る
と
、
む
し
ろ
、
表
現
さ
れ
た
も
の
の
そ
の

事
柄
か
ら
テ
ク
ス
ト
を
他
者
と
し
て
際
だ
た
せ
解
釈
し
、
理
解
す
る
。

エ
ス
ポ
ジ
ト
は
そ
こ
ま
で
を

一
階

の
観
察
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
テ
ク
ス

ト
が
指
し
示
し
て
い
る
事
柄
か
ら
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も

意
味
と

い
う
メ
デ
ィ
ア
を
媒
介
に
し
て
観
察
が
行
わ
れ
る
。
二
階
の
観
察
が
み

ら
れ
る
の
は
、
テ
ク
ス
下
あ
る
い
は
相
手
の
い
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
な

い
と
き
に
起
こ
る
。
そ
の
場
合
、
相
手
が
何
を
見
て
い
る
の
か
で
は
な
く
、
ど

の
よ
う
に
見
て
い
る
の
か
、
通
常
と

は
違

っ
た
特
別
な
動
機
な
ど
が
問
題
に
な

る
。
そ
こ
か
ら
テ
ク
ス
ト
や
他
者
が

何
を

い
い
た
か
っ
た
の
か
を
理
解
す
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
二
階
の
観
察
者
は
、

一
階
の
観
察
者
が
見
て
い
な
い

も
の
、

一
階
の
観
察
者
と
は
違
う
も
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
ま
で
は
そ
の
二
つ
の
理
論
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
.し
、

エ
ス
ポ
ジ
ト
は
解
釈
学
が
非
理
解

の
問
題
を
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。

つ
ま
り
、
送
り
手
の
意
図
や
動
機
が
理
解
で
き
な
い
場
合
、
理
論
的
に
そ
の
こ

と
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
.「意
味
喪
失
」
(鬱
や
ア
ノ
ミ
ー
を
説

明
で
き
る
の
は
観
察

の
理
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
行
為
者
の
意
図
や
動
機
と

は
ま

っ
た
く
別
様
に
理
解
が
行
わ
れ
、
観
察
者
は
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
は
違

っ
た
位
置
づ
け
の
中
で
意
味
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら

と
い
っ
で
そ
の
行
為
そ
の
も
の
と
は
無
関
係
に
意
味
を
選
択
す
る
の
で
は
な
い
。

解
釈
学
は
基
本
的
に
作
品
自
体
に
意

味
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
解

釈
学
に
し
て
も
観
察
理
論
に
し
て
も
、
観
察
者
と
行
為
者

の

「距
離
」
と
両
者

を
結
び
つ
け
る
共
通
性
と
に
よ
り
観
察
者
は
問
題
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

エ
ス
ポ
ジ
ト
の
こ
の
よ
う
な
理
解

の
中
に
も
問
題
が
あ
る
。
観
察
者
の
位
置

づ
け
を

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
の
情
報

の
受
げ
手
と
し
て
扱

っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ル
ー
マ
ン
の
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
の
枠
組
み
の
中
で

は
十
分
そ
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
で
の
行
為
と
体
験

の
帰
責
を
行
う
と
き
の
視
点
を
考
慮
す
る
と
、
行
為

者
と
観
察
者
は
分
け
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
あ
る

い
は

「観
察
者
は
観

察
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
観
察
者
は
自
分
で
用
い
る
区
別
の
要
素

と
し
て
…
…
再
発
見
さ
れ
え
な

い
」
蓼

か
ら
両
者
は
分
け
る
べ
き
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
二
階
の
観
察
者
自
身
も
他
の
観
察
者
か
ら
す
れ
ば
、

一
階
の
観
察
者

と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
歴
史
的
に
離
れ
た
も
の
を
扱
う
と

き
に
解
釈
学
と
対
比
す
る
と
、
二
階
の
観
察
者
の
問
題
が
は

っ
き
り
す
る
で
あ

ろ
う
。

ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
の
対
話
は
、
と
く
に
過
去
の
哲
学
の
テ
ク
ス
ト
と
の
対

話
で
あ
る
。
過
去
の
偉
大
な
思
想
家
の
体
系
と
の
対
話
で
あ
り
ハ
彼

の
概
念
史

で
中
心
と
な
る
の
は
思
想
家
の
系
譜
の
中
で
の
あ
る
概
念
の
位
置
づ
け
と
な
り
、

社
会
学
的
要
素
は
付
随
的
な
役
割
し
か
演
じ
て
い
な
い
。
当
然

の
こ
と
で
あ
る

が
、
あ
る
思
想
家
の
概
念
が
後

の
解
釈
に
影
響
を
与
え
、
社
会
を
動
か
す
概
念

に
な
る
と

い
う
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
方
法
論
的
に
見
て
み
る
な
ら
ば
、
社

会
構
造
を
扱
う
歴
史
的
意
味
論

の
理
論
で
は
、
あ
る
概
念
が
あ
る
時
代
に
ど
の

よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
の
か
と

い
う
こ
と
を
考
察
す
る
の
が
重
要
な
要
素
に

な

っ
て
い
る
。

」つ
ま
り
、
そ
の
概
念
が
、
あ
る
い
は
、
情
報
の
送
り
手

(記
述

す
る
人
)
が
、
そ
の
当
時
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
た

の
か
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
概
念
の
受
け
手
の
予
期
を
引
き
起
こ
し
た
の
か
を
考

察
す
る
の
が
二
階
の
観
察
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
二
階
の
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観
察
者
は
そ
の
当
時
の
観
察
者
が
見
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
考
察
す
る
こ
と
が

で
き
る
し
、
当
時
と
は
別
の
概
念

で
そ
れ
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
壅
。
ま
た
、

同
時
代

で
あ

っ
て
も
、
ル
ー

マ
ン
に
よ
れ
ば
二
階
の
観
察
者
は
そ
の
観
察
に
よ

っ
て

「理
念
進
化
の
過
程
を
意
味
論
的
資
料
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
よ

っ
て
開

始
す
る
こ
ど
が
可
能
な
状
況
に
あ
る
」
.3、
.と
い
う
。
解
釈
学
が
テ
ク
ス
ト
の
内

容
を
別
様
に
理
解
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
は
、
テ
ク
ス
ト
と

の
時
代
と
の

隔
た
り
で
あ
る
。

ル
ー

マ
ン
の
二
階
の
観
察
も
歴
史
的
意
味
論
と

い
う
点
で
は

時
代
の
隔
た
り
が
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
ひ
と

つ
の
ま
と
ま
り
と
し

て
観
察
す
る
、
行
為
者
と
は
別
の
視
点
で
観

察
す
る
装
置
と
し
て
シ
ス
テ
ム
論

の
理
論
を
展
開
し
て
い
み
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。

こ
の
こ
と
は
観
察
者
が
特
権
的
な
位
置
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
は
な

い
。
ル
ー
マ
ン
は
マ
ン
ハ
イ
ム
の
い
う

「知
識
人
」
を
捉
え
直
し
て
い

う
。
「距
離
に
よ

っ
て
、
抽
象
化
能
力
に
よ

っ
て
、
お
そ
ら
く
論
争
好
き
の
性
格

に
よ

っ
て
、
知
識
人
は
社
会
の
他

の
グ
ル
ー
プ
よ
り
も
人
と
違

っ
た
こ
と
を
言

っ
て
、
意
味
論
的
に
資
料
に
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
を
加
え
、
そ
し
て
革
命
的
変
動

を
引
き
起
こ
す
」
藪
。
完
全
に
機
能
分
化
し
た
社
会
で
は

「知
識
人
」
と

い
う

よ
り
は
む
し
ろ
専
門
家
と

い
う
方
が
ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の

も
、
自
分
の
専
門
以
外
で
は
普
通

の
人
で
あ
る
か
ら
。
二
階
の
観
察
は

一
階
の

観
察
者
と
は
別
様
に
観
察
で
き
る
と
は

い
え
、
共
通
の
メ
デ
ィ
ア

(意
味
)
に

規
定
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
観
察
が
可

能
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
規
定
さ
れ
た

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
起
こ
る
の
を

目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
と
は
別
の
区
別
を
用
い

て
観
察
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
よ
り
理
念
進
化
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
q

し
た
が
っ
て
、
二
階
の
観
察
者
は

一
階
の
観
察
と
は
ま

っ
た
く
別
の
位
置
に

い
る
わ
け
で
も
な
い
。

一
階
の
観
察
者
に
当
て
は
ま
る
こ
と
は
二
階
の
観
察
者

に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
り
、
逆
に
、
二
階
の
観
察
者
に
よ
っ
て
観
察
さ
れ

る
こ
と
は
、

一
階
の
観
察
者
が
意
識
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

一
階
の

観
察
者
に
も
当
て
は
ま
る
。
そ
の
よ
う
な
出
来
事
が
起
こ
る
が
ゆ
え
に
観
察
が

可
能
な
の
で
あ
る
。
た
だ

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は

「意
味
の
過
剰
」
に
示

さ
れ
て
い
る
の
で
別
の
解
釈
も
可
能
に
な
る
。
歴
史
記
述
お
よ
び
観
察
は
、
概

念
に
よ

っ
て
抽
象
化
す
る
こ
と
に
よ
り

「歴
史
的
条
件
と
特
殊
社
会
的
状
況

(社
会
階
級
、
社
会
的
立
場
、
社
会
的
利
害
)
か
ら
切
り
離
す
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
」

〔認)。
そ
れ
に
よ
り
別
の
区
別
で
観
察
す
る
、
意
味
論
と
は
別
の
装
置
が
ジ
ス
テ

ム
論
の
分
析
と
な
る
。

お
わ
り

に

こ
こ
で
構
成
主
義
問
題
を
持
ち
出
す

の
は
奇
異
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

ル
ー
マ
ン
が
構
成
主
義
の
問
題
を
哲
学
の
認
識
論
と
と
も
に
扱

っ
た
論
文

蓼

の

最
後
の
方
で
、
社
会
学
の
理
論
的
提
案
を
行

っ
て
い
る
。
そ
の
論
文
の
結
論
は
、

構
成
主
義
は
認
識
の
枠
組
み
と
し
て
必
ず
伴
う
も

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
も
は

や
根
拠
付
け
も
確
実
さ
も
与
え
て
く
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
構
成
主
義
は
、
み
ず
か
ら
常
軌
を
逸
し
て
い
る
の
で
科
学
シ
ス
テ
ム

の
反
省
が
そ
の
中
へ
固
ま

っ
て
し
ま
う

「形
式
」
で
あ
る
と
い
う
。

構
成
主
義
が
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然

ル
ー

マ
ン
も
構
成
主

12



義
の
枠
組
み
で
考
察
を
行
う

こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
単
に
構
成
主
義
と
い
う

枠
組
み
で
捉
え
る
よ
り
心
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
と
こ
ろ
で
考
察
し
た
よ
う
に
、

認
識
そ
れ
自
体
が
媒
介
と
な
る
形
式
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
中
で
は
認
識
の
正
し
さ
は
手
続
き
の
正
し
さ
に
よ
る
。
ル
ー

マ
ン
の
二
階
の
観
察
に
よ
る
構
…成
主
義
は
、
極
め
て
単
純
な
も
の
で
あ
る
。
よ

く
ル
ー

マ
ン
が
例
に
す
る
も
の
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
他
人
が
傘
を
さ
す
の

を
見
て
、
雨
が
降
る
の
を
知
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
(聖
。

つ
ま
り
、
傘
を
さ
す

と
い
う
状
況
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
知

っ
て
お
り
、
そ
れ
が
観
察
さ

れ
た
時
に
雨
が
降
る
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
日
傘
と
い
う
の
も

あ
る
が
、
そ
れ
が
雨
を
避
け
る
た
め
か
日
光
を
避
け
る
た
め
か
を
見
極
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
重
大
な
事
態
に

一
生

の
う
ち
で
ど
の
く
ら
い
出
く
わ
す
か
。

そ
の
よ
う
な
状
況
で
は
知
識
が
ど

の
よ
う
な
形
で
受
け
取
ら
れ
る
の
か
、
ま

.

た
ど
の
よ
う
な
前
提
で
そ
れ
が
行
わ
れ
る
の
か
を
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
場
合
、
む
し
ろ
批
判
的
な
観
察

が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
か
が
問
題
に
な

る
。
ル
ー
マ
ン
の
提
案
は
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
他
者
を
観
察
者
ど

し
て
観
察
す
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
、
区
別
を
作
り
だ
し
、
進
化

(展
開
)
さ
せ

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
方
法
と
し
て
二
階
の
観
察
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

シ
ス
テ
ム
論
と
い
う
枠
組
み
を
は
ず
し
て
し
ま
え
ば
、
二
階
の
観
察
は
暗
黙

の
了
解
の
う
ち
に
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
分
析
で
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
も
し
れ
な

い
。

だ
が
観
察

の
方
法
論
を
反
省
的
に
、
ま
た
、
知
識
が
ど
の
よ
う
な
形
式
や
前
提

で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
ル
ー
マ
ン
の
リ

ス
ク
論
や
公
共
圏

(世
論
)
.の
問
題
な
ど
も
生
産
的
に
展
開
で
き
る
の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
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    Historical Semantics and Second-order Observation 

                       KIMURA Hiroyuki 

N. Luhmann has published a series of books titled "Gesellschaftsstruktur and Semantik" since 1980. He 
tries to challenge the problem of "classical sociology of knowledge". The books deal about the problem 
how we can make a critical approach to society, even if it determines us. First, we look at the concept 

of Cassier's symbol, which is approached in a functionalistic way, and his historical semantics. Then we 

turn towards the method of Kosellek's historical semantics, and compare it to Luhmann's method. 

Luhmann's semantics is a second-order observation, which makes it possible to observe the social 

structure in semantics.

Key Words 

Semantics, second-order observation, symbol, meaning, Luhmann
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