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数
学
や
自
然
科
学
で
は
、
論
証
の
た
め
に
図
形
や
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
が

描
か
れ
、
ミ
ク
ロ
の
生
体
組
織
や
マ
ク
ロ
の
銀
河
系
の
構
造
を
説
明
す

る
た
め
に
モ
デ
ル
が
作
成
さ
れ
る
。
可
視
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
古
く
か

ら
知
の
営
み
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。
一
方
で
二

0
世
紀
に

は
い
っ
て
以
降
、
メ
デ
ィ
ア
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
を
と
お
し
て
、

イ
メ
ー
ジ
は
、
現
実
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
な
か
に
く
ま
な
く
、
重
層
的

に
浸
透
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
実
を
科
学
的
に
分
析
す
る
に
せ
よ
、

思
惟
す
る
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
の
探
求
は
も
は
や
イ
メ
ー
ジ
と
無
関
係

に
は
成
り
立
ち
え
な
い
。
い
か
な
る
問
い
で
あ
れ
、
そ
れ
は
、
必
然
的

に
「
イ
メ
ー
ジ
と
は
な
に
か
」
と
い
う
問
い
を
含
む
こ
と
と
な
る
。
今

や
イ
メ
ー
ジ
は
、
知
の
手
段
で
は
な
く
目
的
そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

哲
学
の
問
い
が
言
語
に
つ
い
て
の
問
い
へ
と
収
飲
し
て
い
っ
た
「
言
語

論
的
転
回
」
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
ヘ
と
問
い
が
差
し
向
け

は
じ
め
に

素
描
と
身
振
り

形
象
の
「
動
力
因
」

turn
」
を
提
唱
し
た
2
0

を
求
め
て

ら
れ
る
新
し
い
転
回
の
時
代
が
到
来
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
言
語
論
的
転
回
に
お
い
て
目
指
さ
れ
て
い
た
の
は
、
言
語

を
、
思
考
の
手
段
と
し
て
思
考
に
従
属
し
て
い
る
状
態
か
ら
解
放
し
、

言
語
自
身
へ
と
連
れ
戻
す
こ
と
で
あ
っ
た
ー
。
そ
れ
は
、
言
語
が
言
語

と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
み
ず
か
ら
を
自
律
的
に
語
り
だ
す
の
か
を
解
明

し
よ
う
す
る
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
イ
メ
ー
ジ

へ
と
問
い
が
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
今
日
、
ま
ず
求
め
ら
れ
る
べ
き
は
、

イ
メ
ー
ジ
を
イ
メ
ー
ジ
自
身
へ
と
連
れ
戻
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ゴ
ッ
ト

フ
リ
ー
ト
・
ベ
ー
ム

(Gottfried
B
o
e
h
m
 1
9
4
2
'

）
は
、
一
九
九
四
年

に
編
集
し
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
イ
メ
ー
ジ
と
は
な
に
か
』
の
な
か
で
、

イ
メ
ー
ジ
を
イ
メ
ー
ジ
自
身
へ
と
連
れ
戻
す
こ
と
、

つ
ま
り
、
イ
メ
ー

ジ
を
ほ
か
の
な
に
も
の
に
も
還
元
さ
れ
え
な
い
「
イ
コ
ン
」
と
し
て
の

在
り
方
へ
と
回
帰
さ
せ
る
こ
と
が
学
問
的
に
要
請
さ
れ
て
い
る
と
説

き
、
芸
術
研
究
に
お
け
る
「
イ
コ
ン
的
転
回
ikonische
W
e
n
d
e
 /
 iconic 

三

木

順

子
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I論文 I素描と身振り

キ
リ
ス
ト
教
の
東
方
正
教
会
に
お
い
て
は
、
イ
コ
ン
は
、
た
ん
な
る

装
飾
や
儀
式
の
た
め
の
道
具
で
も
な
け
れ
ば
、
聖
な
る
出
来
事
を
図
示

す
る
も
の
で
も
、
聖
な
る
も
の
の
似
姿
で
も
な
い
。
信
徒
ら
は
、
イ
コ

ン
に
祈
り
イ
コ
ン
に
接
吻
す
る
。
イ
コ
ン
は
、
聖
な
る
も
の
「
そ
の
も

の
」
で
あ
る
。
イ
メ
ー
ジ
を
イ
コ
ン
と
し
て
の
在
り
方
に
回
帰
さ
せ
る

こ
と
と
は
、
イ
メ
ー
ジ
が
、
な
に
か
に
類
似
し
た
り
な
に
か
を
言
い
表

し
た
り
す
る
以
前
に
、
す
で
に
そ
れ
自
体
で
み
ず
か
ら
を
現
し
出
し
て

い
る
さ
ま
に
注
目
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
イ
メ
ー
ジ
が
イ
メ
ー

ジ
自
身
と
し
て
現
れ
出
て
く
る
様
相
を
、
以
下
で
は
、
「
形
象
B
i
l
d
」

と
呼
ぶ
こ
と
と
し
よ
う
。
形
象
は
み
ず
か
ら
立
ち
現
れ
る
。
と
は
い
え
、

紙
や
カ
ン
ヴ
ァ
ス
や
絵
の
具
と
い
っ
た
物
質
的
な
素
材
か
ら
成
る
形
象

は
、
物
理
的
に
は
動
く
こ
と
は
な
い
。
な
ら
ば
、
形
象
が
立
ち
現
れ
る
、

そ
の
力
と
動
き
の
契
機
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
考
察
は
、
形
象
が
現
れ
出
て
く
る
、
そ
の
「
動
力
因
」
を
探
り
だ

そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
事
物
の
立
ち
現
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
を
は

じ
め
と
す
る
現
象
学
の
流
れ
の
な
か
で
問
わ
れ
、
記
述
さ
れ
て
き
た
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
事
物
は
、
わ
れ
わ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
あ

ら
か
じ
め
の
先
入
見
や
固
定
観
念
を
括
弧
に
入
れ
「
エ
ポ
ケ
ー
」
す
る

こ
と
を
と
お
し
て
、
は
じ
め
て
、
ノ
ェ
シ
ス
ー
ノ
エ
マ
の
純
粋
に
志
向

的
な
相
関
関
係
と
し
て
構
成
さ
れ
、
意
識
の
な
か
に
現
れ
出
る
。
こ
れ

と
同
様
に
、
形
象
は
、
形
象
に
先
立
っ
て
形
象
の
外
側
で
機
能
し
て
い

る
価
値
観
や
嗜
好
や
造
形
法
則
を
エ
ポ
ケ
ー
す
る
と
き
に
、
は
じ
め
て

意
識
に
も
た
ら
さ
れ
、
は
じ
め
て
見
え
て
く
る
。
形
象
は
、
一
定
の
視

覚
効
果
と
し
て
最
初
か
ら
見
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
形
象
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
現
象
学
的
還
元
」
と
い
う
操
作
に
と

も
な
っ
て
、
は
じ
め
て
見
え
る
よ
う
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
形
象
の
立
ち
現
れ
は
、
生
活
世
界
に
お
け
る
事
物
一
般

の
立
ち
現
れ
と
同
じ
で
は
な
い
。
形
象
が
見
え
て
く
る
と
い
う
現
象
に

は
、
紙
や
カ
ン
ヴ
ァ
ス
や
絵
の
具
と
い
っ
た
事
物
が
、
た
ん
な
る
事
物

で
あ
る
こ
と
の
限
界
を
踏
み
越
え
て
い
く
ち
ょ
う
ど
、
ヴ
ェ
ロ

ニ
カ
の
ヴ
ェ
ー
ル
が
、
た
ん
な
る
白
い
布
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
の
顔

を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
聖
骸
布
と
な
る
よ
う
に
と
い
う
不
可
思

議
が
つ
き
ま
と
う
。
形
象
の
立
ち
現
れ
は
、
物
質
か
ら
成
る
形
象
が
、

物
質
で
あ
る
こ
と
の
限
界
を
踏
み
越
え
、
た
ん
な
る
物
質
よ
り
以
上
の

も
の
へ
と
向
か
う
、
そ
の
飛
躍
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
な
か
に
こ
そ
求
め

ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
以
下
で
は
、
白
い
紙
の
な
か
か
ら
形
象
が
現
れ

出
て
く
る
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
が
主
題
化
さ
れ
た
、
「
素
描
」
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
を
糸
口
と
し
て
、
形
象
の
立
ち
現
れ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
そ

の
意
味
を
尋
ね
る
こ
と
と
す
る
。
素
描
に
お
い
て
形
象
が
み
ず
か
ら
を

現
し
出
す
さ
ま
は
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
が
、
な
に
か
の
姿
や
動
き
を
真
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似
た
り
な
ん
ら
か
の
感
情
を
表
し
た
り
す
る
以
前
に
、
す
で
に
、
さ
し

て
積
極
的
な
内
容
を
も
た
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
種
々
の
徴
か
な
「
身

振
り
」
を
と
お
し
て
、
み
ず
か
ら
の
「
仔
ま
い
」
と
い
う
べ
き
も
の
を

醸
し
だ
し
は
っ
き
り
と
可
視
化
し
て
い
る
さ
ま
に
類
比
さ
れ
よ
う
。
議

論
は
、
素
描
か
ら
身
振
り
へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

-
．
素
描
の
原
初
性

素
描
は
、
西
欧
の
歴
史
の
な
か
で
様
々
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
。
世

界
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
の
始
ま
り
を
示
す
「
地
図
製
作
法

(
K
a
r
t
o
g
r
a
p
h
i
e
)
」
は
、
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
に
、
素
描
と
い
う

技
術
を
と
お
し
て
本
格
的
に
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
。
子
供
が
描
く
素
描

は
、
自
我
の
形
成
と
そ
の
社
会
化
の
始
ま
り
を
意
味
す
る
。
人
間
の
身

体
の
ス
ケ
ー
ル
を
凌
ぐ
巨
大
な
空
間
を
打
ち
立
て
る
建
築
の
設
計
は
、

常
に
小
さ
な
素
描
か
ら
始
ま
る
。
素
描
は
、
人
間
の
理
知
的
な
営
み
の

基
礎
を
成
す
も
の
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。

絵
画
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
素
描
は
、
「
描
く
」
と
い
う
営
み
の
基

礎
を
成
す
も
の
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
の
場
合
の
基
礎
と
は
、

あ
く
ま
で
も
初
歩
的
な
「
第
一
段
階
」
と
い
う
意
味
で
の
基
礎
に
す
ぎ

な
か
っ
た
。
素
描
は
、
着
想
を
描
き
留
め
る
た
め
の
メ
モ
で
あ
り
、

モ

デ
ル
や
巨
匠
を
模
写
し
て
技
巧
と
セ
ン
ス
を
磨
く
た
め
の
エ
チ
ュ
ー
ド

で
あ
り
、
彩
色
画
の
タ
ブ
ロ
ー
の
構
図
を
確
認
す
る
た
め
の
エ
ス
キ
ス

で
あ
っ
た
。
着
想
や
技
巧
が
タ
ブ
ロ
ー
ヘ
と
結
実
し
、
タ
ブ
ロ
ー
が
完

成
し
て
い
く
に
つ
れ
、
素
描
は
背
後
に
退
き
表
舞
台
か
ら
姿
を
消
す
。

こ
の
よ
う
な
消
極
的
な
役
割
に
甘
ん
じ
て
き
た
素
描
を
、
む
し
ろ
積
極

的
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
再
評
価
し
た
の
は
、
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
の

画
家
た
ち
で
あ
っ
た
。
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
の
展
開
を
と
お
し
て
、
伝
統
的

な
再
現
描
写
が
打
ち
捨
て
ら
れ
て
い
く
な
か
で
、
画
家
た
ち
は
、
絵
画

と
い
う
も
の
が
、
模
倣
と
い
う
仕
方
で
何
ら
か
の
対
象
と
結
び
つ
く
こ

と
を
放
棄
し
た
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
、
あ
ら
か
じ
め
の
造
形
法
則
に

依
拠
す
る
こ
と
を
止
め
た
と
し
て
も
、
な
お
、
そ
こ
に
現
れ
出
て
く
る

純
粋
な
可
視
性
わ
れ
わ
れ
の
文
脈
で
い
う
と
こ
ろ
の
形
象

を
母
体
と
し
て
成
り
立
つ
媒
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
自
覚
し
は
じ

め
る
。
画
家
た
ち
は
、
素
描
を
、
た
ん
な
る
エ
チ
ュ
ー
ド
や
エ
ス
キ
ス

や
下
絵
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
形
象
が
形
象
と
し
て
見
え
て
く
る

場
と
時
と
事
態
を
も
っ
と
も
直
裁
に
主
題
化
す
る
、
独
自
の
意
義
を
持

つ
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
意
識
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

重
要
な
の
は
、
人
物
や
風
景
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
た
セ
ザ
ン
ヌ
の
具

象
的
な
デ
ッ
サ
ン
【
図
1
お
よ
び
図
2
】
で
あ
れ
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
抽
象
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I論文 I素描と身振り

的
な
描
画
【
図
3
】
で
あ
れ
、
薄
い
鉛
筆
で
短
い
タ
ッ
チ
で
描
か
れ
た

も
の
で
あ
れ
、
濃
い
イ
ン
ク
で
し
な
や
か
に
伸
び
る
線
で
描
か
れ
た
も

\

【図2】 ポール・セザンヌ

鉛筆，紙 1892-95 

《樹木》

【図 l】 ポール・セザンヌ

《ルーベンスの模写》

鉛筆，紙 1989-91 

の
で
あ
れ
、
素
描
と
い
う
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
い
く
ら
注
意

深
く
見
続
け
た
と
し
て
も
、
い
ま
見
え
て
い
る
以
上
に
判
明
に
は
把
握

さ
れ
え
な
い
点
で
あ
る
。
素
描
は
、
ど
こ
ま
で
も
不
確
か
な
も
の
に
留

ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
形
象
は
、
生
成
の
途
上
に
あ
り
、
い
ま
だ
完

成
し
て
い
な
い
。
形
象
は
、
「
形
な
ら
ざ
る
も
の
」
か
ら
「
形
」
へ
と

向
か
う
移
行
の
状
態
に
あ
る
。
素
描
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
、
形
象
が

見
え
て
く
る
、
そ
の
始
ま
り
の
現
象
に
立
ち
会
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
素
描
と
は
、
形
象
が
見
え
始
め
る
さ
ま
へ
、
す
な
わ
ち
、
形
象
の

ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー

「
原
初
性
」
へ
と
遡
る
、
一
種
の
考
古
学
だ
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

素
描
に
お
い
て
は
、
形
象
は
、
見
え
始
め
の
状
態
で
い
つ
ま
で
も
持

続
し
て
い
る
。
「
始
ま
り
の
持
続
」
と
い
う
特
殊
な
時
間
性
が
、
素
描

を
充
た
し
て
い
る
。
素
描
に
お
け
る
形
象
の
考
古
学
は
、
画
家
の
ペ
ン

【図 3】 ヴォルス 《無題》

ペン，インク，紙 1942-43 
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【図4】 ジョルジュ・スーラ

水浴図のための下絵

コンテ，クレヨン，紙 1883 

《エコー》

が
進
ん
だ
道
筋
を
、
順
次
逆
向
き
に
辿
る
と
い
う
よ
う
な
、
継
起
的
で

線
的
な
連
続
性
を
前
提
と
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
形
象
の
考
古
学

は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
現
代
的
な
「
知
」
の
方
法
と
し
て
語
る

考
古
学
の
よ
う
な
、
非
連
続
の
ア
ー
カ
イ
ヴ
を
本
質
と
す
る
3

。
素
描

に
お
い
て
は
、
目
で
辿
る
こ
と
の
で
き
る
線
が
必
ず
し
も
重
要
な
わ
け

で
は
な
い
。
例
え
ば
ス
ー
ラ
は
、
継
起
的
な
線
を
一
切
用
い
る
こ
と
な

く
、
コ
ン
テ
の
ぼ
か
し
の
微
細
な
点
の
集
積
だ
け
を
と
お
し
て
、
形
象

の
ぼ
ん
や
り
と
し
た
見
え
始
め
を
持
続
さ
せ
て
い
る
【
図
4
】。

素
描
と
は
、
原
理
的
に
は
、
線
や
点
を
紙
に
書
き
記
す
一
種
の
「
書

記
術

(
G
r
a
p
h
i
k
)
」
で
あ
る
。
紙
に
記
さ
れ
た
「
書
記
素

(
G
r
a
p
h
e
m
)
」

と
し
て
の
点
や
線
は
、
紙
と
の
あ
い
だ
に
見
え
方
の
差
異
を
生
み
出

し
、
そ
の
差
異
が
母
体
と
な
っ
て
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
現
象
が
引
き
起
こ
さ

れ
る
。
形
象
と
は
、
こ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
現
象
に
お
い
て
見
え
始
め
る

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
差
異
を
生
み
出
す
書
記
素
は
、
途
切
れ
た
り

続
い
た
り
す
る
線
や
、
集
ま
っ
た
り
散
ら
ば
っ
た
り
す
る
点
だ
け
で
は

な
い
。
線
や
点
に
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
、
例
え
ば
、
あ
ら

ゆ
る
造
形
要
素
か
ら
取
り
こ
ぼ
さ
れ
た
よ
う
な
ぼ
か
し
や
、
ハ
ッ
チ
ン

グ
の
面
、
コ
ン
テ
や
ク
レ
ヨ
ン
の
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
な
ど
も
ま
た
、
紙
と

の
あ
い
だ
に
見
え
方
の
差
異
を
生
み
出
し
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
現
象
を
引

き
起
こ
し
、
形
象
が
立
ち
現
れ
る
そ
の
「
始
ま
り
」
の
場
と
時
と
事
態

を
担
う
。

素
描
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
触
発
さ
れ
、
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
の
タ
ブ
ロ
ー

も
ま
た
、
形
象
の
立
ち
現
れ
の
「
始
ま
り
」
を
志
向
し
て
い
く
こ
と
と

な
る
。
ア
ド
・
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
は
、
画
面
を
縦
横
そ
れ
ぞ
れ
三
列
に
分

割
し
、
九
つ
の
矩
形
を
、
わ
ず
か
に
色
価
の
異
な
る
ご
く
限
ら
れ
た
種

類
の
黒
の
絵
の
具
で
塗
り
分
け
た
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
均
質
な
広
が
り

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
画
面
の
内
部
で
、
九
つ
の
色
面
が
互
い
に
弱
々
し

い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
現
象
を
引
き
起
こ
し
、
大
き
な
黒
い
画
面
の
な
か
か

ら
黒
い
十
字
形
が
ご
く
微
か
に
現
出
し
て
く
る
。
そ
の
十
字
形
は
、
し

か
し
、
暗
闇
の
な
か
で
次
第
に
目
が
慣
れ
て
く
る
と
き
の
よ
う
に
、
時
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【図5】 サイ・トウオンブリ

油彩，クレヨン，カンヴァス

《無題》

1963 

間
が
た
つ
に
つ
れ
鮮
明
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
は
な
い
。
十
字
形
は
、

見
え
始
め
の
不
安
定
で
微
か
な
状
態
の
ま
ま
、
い
つ
ま
で
も
持
続
し
て

い
る
。
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
タ
ブ
ロ
ー
を
《
ブ
ラ
ッ
ク
・

ペ
ン
テ
ィ
ン
グ
》
と
名
付
け
て
シ
リ
ー
ズ
化
し
、
形
象
の
見
え
始
め
に

無
限
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
み
せ
た
。
サ
イ
・

ト
ウ
オ
ン
ブ
リ
は
、
ク
レ
ヨ
ン
や
鉛
筆
で
、
ほ
と
ん
ど
判
別
で
き
な
い

ほ
ど
荒
っ
ぽ
く
書
き
殴
っ
た
数
字
や
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
上
に
、
大
き

な
刷
毛
で
絵
の
具
を
荒
く
塗
り
重
ね
る
。
刷
毛
の
塗
り
跡
の
下
か
ら
、

消
え
入
り
そ
う
に
な
り
な
が
ら
も
か
ろ
う
じ
て
、
い
ま
だ
文
字
の
形
を

成
さ
な
い
文
字
、
文
字
に
な
る
途
上
の
文
字
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が

見
え
て
く
る
【
図
5
】。

素
描
の
原
理
で
あ
る
「
書
記
術

(
G
r
a
p
匡
k
)

」
の
語
源
で
あ
る
ギ
リ

シ
ャ
語
〈
g
l
y
p
h
o
〉
は
、
彫
り
刻
ん
で
「
痕
跡

(
S
p
u
r
)
」
を
残
す
こ
と

を
意
味
す
る
。
ぬ
か
る
み
を
走
り
去
る
車
は
車
輪
の
跡
を
残
し
、
泥
棒

は
指
紋
を
残
し
、
動
物
は
縄
張
り
に
体
臭
を
残
し
、
香
水
を
纏
う
女
性

が
去
っ
た
あ
と
に
は
残
り
香
が
漂
う
。
痕
跡
と
は
、
も
は
や
去
り
ゆ
き

こ
こ
に
は
居
な
い
も
の
が
、
か
つ
て
こ
こ
に
確
か
に
現
前
し
て
い
た
徴

（
し
る
し
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
語
で
、
「
徴
(
N
e
i
c
h
e
n
)
」
と
「
素

描

(
Ne
i
c
h
n
u
n
g
)
」
が
語
根
を
同
じ
く
し
て
い
る
の
は
、
た
ん
な
る
偶

然
で
は
あ
る
ま
い
。
イ
コ
ン
的
転
回
を
唱
え
た
ベ
ー
ム
は
、
こ
の
、
古

い
ギ
リ
シ
ャ
語
に
由
来
す
る
、
「
痕
跡
」
と
い
う
概
念
か
ら
素
描
の
本

質
を
説
き
起
こ
し
て
い
く
4

。
痕
跡
を
ひ
と
た
び
感
知
し
た
者
は
、
そ

れ
を
辿
り
遡
る
よ
う
に
促
さ
れ
る
。
だ
が
痕
跡
は
、
徐
々
に
消
え
て
い

く
こ
と
を
宿
命
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
い
ま
以
上
に
鮮
や
か
に
な
る
こ
と

は
な
い
。
し
か
も
痕
跡
は
、
抽
象
的
で
断
片
的
な
も
の
で
、
参
照
す
べ

き
具
体
的
な
情
報
を
な
ん
ら
教
え
て
は
く
れ
な
い
。
痕
跡
を
辿
ろ
う
と

す
る
者
は
、
み
ず
か
ら
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
紡
循
う
よ
り
ほ
か
な
い
。

ベ
ー
ム
は
、
痕
跡
を
辿
る
こ
と
を
意
味
す
る
英
語
〈
trace
〉
の
語
源
で

あ
る
ラ
テ
ン
語
〈
trahere
〉
に
も
目
を
向
け
る
。
〈
trahere
〉
は
、
何
か

を
引
っ
張
る
こ
と
や
、
引
き
ま
わ
し
て
轍
を
つ
け
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、

天
空
の
星
が
軌
道
を
描
く
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
過
去
分
詞
〈
円
actus
〉
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U
n
b
e
s
目
目
t
-
b
e
s
t
u
n
m
t
e
)

を
感
受
す
る
「
知
覚

(
G
e
s
p
u
r
)
」

に
呼
び
か
け
る
。
そ
の
よ
う
な
知
覚
と
し
て
よ
く
引
き
合
い
に
だ

さ
れ
る
の
が
、
嗅
覚
で
あ
る
。
5

感
性
的
認
識
の
学
と
し
て
の
美
学
は
、
周
知
の
と
お
り
、
古
く
は
知

覚
全
般
を
扱
う
学
で
あ
っ
た
。
美
学
の
文
脈
で
は
、
通
常
、
知
覚
は

〈W
a
h
r
n
e
h
m
u
n
g
〉
と
い
う
術
語
で
表
さ
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ベ
ー
ム
が
こ
こ
で
、
知
覚
を
表
す
の
に
、
あ
え
て
〈
G
e
s
p
i
i
r
〉
と
い
う

痕
跡
は
、
未
規
定
と
い
う
仕
方
で
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の

(<las

は
、
広
が
り
や
秩
序
を
意
味
す
る
。
痕
跡
を
辿
る
こ
と
に
お
い
て
必
要

な
の
は
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
紡
復
い
、
み
ず
か
ら
の
活
動
領
野
を
広
げ

て
い
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ど
の
方
向
に
、
ど
の
順
番
で
向
か
う
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ

て
は
い
な
い
。
と
は
い
え
、
安
穏
と
気
の
向
く
ま
ま
に
ふ
ら
つ
く
こ
と

が
許
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
痕
跡
を
辿
ろ
う
と
す
る
者
に
は
、

未
規
定
の
方
向
へ
と
進
む
こ
と
が
強
い
ら
れ
て
い
る
。
未
規
定
の
方
向

に
進
む
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
方
向
に
進
む
と
き
の
よ

う
な
惰
性
は
許
さ
れ
ず
、
常
に
状
況
を
鋭
く
嗅
ぎ
回
る
こ
と
が
必
要
と

な
る
。

語
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
〈
G
e
s
p
u
r
〉
の
動
詞
形
〈
s
p
i
i
r
e
n
〉

は
、
触
っ
た
り
味
わ
っ
た
り
嗅
い
だ
り
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
触
覚

や
味
覚
や
嗅
覚
と
い
っ
た
「
低
級
感
覚
」
で
何
か
を
感
知
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
素
描
を
視
る
眼
は
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
嗅
ぎ
回
る
鼻
と
な
っ

て
、
形
象
の
立
ち
現
れ
を
嗅
ぎ
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
〈
S
p
u
r

(
痕
跡
）
〉

と
し
て
の
素
描
は
、
低
級
感
覚
と
し
て
の
〈
Gespi.ir

(
知
覚
）
〉
を
要

請
し
て
い
る
。

素
描
は
、
形
象
の
見
え
始
め
へ
と
遡
及
す
る
考
古
学
で
あ
っ
た
。
同

時
に
そ
れ
は
、
形
象
を
視
る
眼
が
、
鼻
と
い
う
感
覚
器
官
を
モ
デ
ル
と

す
る
、
よ
り
低
級
な
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
よ
り
原
初
的
な

知
覚
へ
と
回
帰
し
て
い
く
、
も
う
―
つ
の
考
古
学
を
意
味
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

二
．
嗅
ぎ
回
る
「
鼻
」
と
ま
さ
ぐ
る
「
手
」

素
描
を
視
る
眼
は
、
未
規
定
と
い
う
仕
方
で
働
く
よ
う
規
定
さ
れ
て

い
る
。
「
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
未
規
定
の
」
と
い
う
矛
盾
し
た
様
相

は
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
感
性
的
認
識
が
、

そ
も
そ
も
、
「
明
晰
で
あ
る
が
、
渾
然
と
し
た
」
と
い
う
ね
じ
れ
た
図
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式
の
う
え
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
よ
う
。

感
性
は
、
矛
盾
や
非
合
理
に
即
応
し
、
多
様
性
を
許
容
す
る
。
そ
れ
ゆ

え
に
こ
そ
感
性
は
、
悟
性
に
対
し
て
一
段
と
劣
っ
た
認
識
能
力
と
位
置

づ
け
ら
れ
な
が
ら
も
、
一
方
で
、
時
と
し
て
、
深
い
意
味
で
の
人
間
の

知
性
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
も
き
た
。
カ
ン
ト
が
啓
蒙
の
標
語
と
し
て
掲

げ
た
ラ
テ
ン
語
〈
S
a
p
e
r
e
a
u
d
e
 
(
あ
え
て
賢
く
あ
れ
）
〉

6

で
、
知
恵
や

分
別
を
意
味
す
る
〈
s
a
p
e
r
e
〉
と
い
う
語
は
、
も
と
も
と
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
料
理
の
味
わ
い
に
通
じ
て
い
る
さ
ま
を
表
す
語
で
あ
っ
た
。
素
描

を
視
る
眼
は
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
初
襖
い
、
状
況
を
く
ま
な
く
嗅
ぎ
回

る
鼻
と
な
る
。
嗅
ぎ
回
る
鼻
は
、
味
わ
う
舌
と
同
じ
く
低
級
な
感
覚
器

官
に
数
え
ら
れ
る
が
、
嗅
覚
に
は
、
味
覚
に
は
な
い
空
間
的
な
運
動
性

が
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
嗅
ぐ
こ
と
は
、
隔
た
っ
て

い
る
も
の
、
姿
を
あ
ら
わ
さ
な
い
も
の
、
徴
候
と
し
て
あ
る
も
の
や
、

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
が
「
差
延
」
と
い
う
概
念
で
論
じ
た
よ
う
な
、
遅

れ
て
や
っ
て
く
る
も
の
に
も
向
か
っ
て
い
く
7

゜
嗅
覚
は
、
空
間
と
時

間
の
膨
ら
み
の
な
か
に
生
き
て
い
る
。
素
描
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な

膨
ら
み
す
な
わ
ち
、
嗅
ぎ
回
る
鼻
と
な
っ
た
視
覚
が
活
動
す
る

領
分
を
生
み
だ
す
の
は
、
紙
地
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

モ
ラ
ン
デ
ィ
の
晩
年
の
素
描
で
は
、
連
続
し
て
伸
び
て
い
く
一
本
の

線
が
、
異
な
る
二
つ
の
花
瓶
を
一
度
に
際
立
た
せ
、
互
い
の
隔
た
り
や
、

各
々
の
異
な
る
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
や
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
光
の
様
相
を

同
時
に
現
し
だ
す
さ
ま
が
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
い
だ
さ
れ
る
【
図
6
】。

一
本
の
線
は
‘
―
つ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
輪
郭
を
示
す
こ
と
に
終
始
し
て

い
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
い
っ
た
ん
は
そ
の
よ
う
に
見
え
た
と
し
て

も
、
線
は
、
そ
こ
か
ら
常
に
逸
脱
し
て
い
く
。
こ
の
逸
脱
に
応
じ
て
意

味
合
い
を
そ
の
都
度
変
化
さ
せ
て
い
く
の
が
、
は
っ
き
り
と
し
た
も
の

が
な
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
消
極
的
な
も
の
に
思

わ
れ
る
、
「
間
」
や
余
白
で
あ
る
。
間
や
余
白
は
、
い
く
つ
も
の
可
能

性
を
潜
在
さ
せ
、
常
に
、
別
の
可
能
性
に
向
か
っ
て
自
己
を
開
い
て
い

【図 6】 ジョルジョ・モランディ

鉛筆，紙 1962 

《静物》
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く
。
紙
は
、
一
定
の
面
積
の
た
ん
な
る
平
面
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

紙
は
、
別
の
見
え
方
、
別
の
意
味
へ
と
開
か
れ
た
、
あ
る
種
の
膨
ら
み

と
し
て
現
れ
出
る
。
紙
に
残
さ
れ
た
痕
跡
が
わ
ず
か
で
希
薄
で
あ
れ
ば

あ
る
ほ
ど
、
逆
に
、
紙
の
潜
勢
力
は
濃
密
化
し
、
緊
張
の
度
合
い
を
増
す
。

素
描
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
描
写
の
正
確
さ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ

こ
で
目
指
さ
れ
て
い
る
の
は
、
紙
に
潜
勢
し
て
い
る
も
の
を
顕
在
化
す

る
た
め
の
、
必
然
的
で
決
定
的
な
コ
ン
ス
テ
ラ
シ
オ
ン
を
探
り
だ
す

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、
ア
ト
リ
エ
の
な
か
で

何
十
年
に
も
わ
た
っ
て
繰
り
返
し
描
き
熟
知
し
た
単
純
な
モ
テ
ィ
ー
フ

を
前
に
し
て
、
線
は
な
お
、
躊
躇
し
、
や
り
直
し
、
迷
い
、
た
め
ら

う
。
ア
ン
リ
・
マ
テ
ィ
ス
は
晩
年
、
女
性
モ
デ
ル
を
木
炭
で
何
度
も
修

正
を
施
し
な
が
ら
描
い
た
一
枚
の
ス
ケ
ッ
チ
と
、
そ
の
あ
と
に
引
き

続
い
て
、
今
度
は
ペ
ン
や
鉛
筆
で
、
同
じ
モ
デ
ル
を
類
似
し
た
ポ
ー
ズ

で
次
々
と
描
い
た
一
連
の
デ
ッ
サ
ン
か
ら
構
成
さ
れ
る
、
素
描
シ
リ
ー

ズ
《
テ
ー
マ
と
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
》
【
図
7
】
を
い
く
つ
も
制
作
し
、

一
九
四
三
年
に
素
描
集
と
し
て
出
版
し
た
8

。
マ
テ
ィ
ス
の
ア
ト
リ
エ

を
訪
ね
、
素
描
シ
リ
ー
ズ
の
制
作
を
間
近
で
見
て
い
た
リ
デ
ィ
ア
・
デ

レ
ク
ト
ル
ス
カ
ヤ
に
よ
れ
ば
、
マ
テ
ィ
ス
は
、
木
炭
で
の
作
業
を
終
え

て
ペ
ン
や
鉛
筆
で
の
デ
ッ
サ
ン
に
移
行
し
た
あ
と
は
、
三
、
四

0
分
か

ら
一
時
間
の
制
作
の
あ
い
だ
、
モ
デ
ル
に
対
し
て
は
ほ
ん
の
一
瞥
を
与

え
た
だ
け
で
あ
っ
た
，
。
マ
テ
ィ
ス
が
取
り
組
ん
で
い
た
の
は
、
紙
に

向
き
合
う
こ
と
の
謎
、
つ
ま
り
、
す
で
に
熟
知
し
た
モ
テ
ィ
ー
フ
を
描

く
場
合
で
も
、
な
お
そ
こ
に
新
し
い
迷
い
と
た
め
ら
い
が
生
じ
て
く
る
、

素
描
と
い
う
も
の
の
謎
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
マ
テ
ィ
ス
は
、
こ
の

紙
片
の
上
を
た
ど
る
私
の
鉛
筆
の
道
の
り
は
、
暗
闇
の
な
か
を
ま

さ
ぐ
り
進
む
人
間
の
動
作
と
ど
こ
か
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
つ
ま

り
、
私
の
行
路
は
全
く
予
測
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
10

シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
に
こ
う
記
し
て
い
る
。

【図 7】 アンリ・マティス

シリーズ《テーマとヴァリエーション》

木炭，ペン．ィンク． 紙 1942 
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わ
れ
わ
れ
が
論
じ
て
き
た
、
「
嗅
ぎ
回
る
鼻
」
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、

こ
こ
で
さ
ら
に
、
「
ま
さ
ぐ
る
手
」
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
ヘ
と
延
長
さ

れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
だ
が
、
暗
闇
を
ま
さ
ぐ
る
手
を
、
触
覚
の
こ

と
と
み
な
し
て
し
ま
っ
て
は
な
る
ま
い
。
ま
さ
ぐ
る
手
と
は
、
い
ま
だ

触
角
と
し
て
洗
練
さ
れ
て
い
な
い
、
も
っ
と
も
原
初
的
な
器
官
と
み
な

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
ぐ
る
こ
と
と
は
、
力
と
動
き
に
よ
る
知
覚

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
デ
リ
ダ
は
『
盲
者
の
記
憶
』
の
な
か
で
、
目
で
視

る
こ
と
な
し
に
素
描
す
る
こ
と
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。

見
ず
に
書
く
と
き
、
何
が
起
き
る
の
か
？
盲
者
の
手
は
、
孤
独

に
、
あ
る
い
は
ひ
と
り
離
れ
て
、
境
界
の
定
か
な
ら
ぬ
空
間
を
当

て
ず
っ
ぽ
う
に
動
く
。
探
り
、
触
り
、
書
き
こ
み
、
ま
た
愛
撫
す

る
。
…
…
ま
る
で
―
つ
の
目
が
、
目
蓋
な
き
目
が
、
指
先
に
開
い

て
い
る
よ
う
に
。
こ
の
余
分
な
目
は
、
爪
の
先
に
生
え
た
ば
か
り

の
一
っ
目
で
あ
り
、
隻
眼
の
者
の
、
あ
る
い
は
キ
ュ
ク
ロ
プ
ス
の

目
だ
。
そ
れ
が
線
の
跡
を
導
く
。
11

目
蓋
の
な
い
―
つ
の
目
、
す
な
わ
ち
盲
目
の
手
は
、
距
離
を
測
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
盲
目
の
手
は
、
明
確
な
輪
郭
を
も
た
な
い
空
間
を
、
そ

こ
に
入
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
感
じ
と
る
。

゜
ぷ
ノ

しヽ

盲
目
の
手
に
と
っ
て
の
空
間
と
同
様
に
、
素
描
に
お
け
る
紙
は
、

は
っ
き
り
と
し
た
形
を
成
さ
な
い
膨
ら
み
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
動
き
を

受
け
入
れ
呑
み
込
ん
で
い
く
。
線
は
、
こ
の
膨
ら
み
の
な
か
を
ま
さ
ぐ

り
な
が
ら
進
み
、
そ
こ
か
ら
、
生
き
生
き
と
し
た
脈
動
を
引
き
出
し
、

ア
ー
テ
ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
組
織
し
て
い
く
。
〈
art1culate
〉
と
い
う

語
は
、
「
は
っ
き
り
と
区
別
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
語
源
〈
artus
〉
が
関
節
や
節
目
を
指
す
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
接

合
す
る
こ
と
」
を
も
意
味
す
る
。
線
が
紙
に
も
た
ら
す
も
の
は
、
輪
郭

や
陰
影
な
ど
で
は
な
く
、
分
離
と
結
合
の
相
即
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
で

あ
り
、
そ
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
抑
揚
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
マ
テ
ィ
ス
は

私
は
多
少
厚
み
の
あ
る
線
に
よ
っ
て
、
ま
た
こ
と
に
線
が
白
い
紙

の
上
に
区
切
る
面
に
よ
っ
て
抑
揚
を
つ
け
る
の
で
あ
る
。
私
は
白

い
紙
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
を
、
そ
れ
に
手
を
加
え
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
隣
接
関
係
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
る
わ
け
で
あ
る
。
12

マ
テ
ィ
ス
は
そ
の
晩
年
に
、
多
く
の
切
り
絵
を
制
作
し
た
。
そ
の
な
か

の
一
っ
《
ブ
ル
ー
・
ヌ
ー
ド
》
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
白
い
紙
は
、
時
に

は
線
と
な
り
時
に
は
面
と
な
り
、
時
に
は
突
出
し
時
に
は
背
後
に
退
き
、
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【図 8】 アンリ・マティス

《ブルー・ヌード IV》 切り絵 1952 

時
に
は
人
体
の
輪
郭
を
際
立
た
せ
、
時
に
は
人
体
の
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
を

誘
い
、
ま
た
あ
る
時
に
は
未
規
定
の
、
し
か
し
な
が
ら
、
不
可
欠
の
空

白
と
な
っ
て
連
な
り
、
流
動
的
な
緊
張
作
用
を
組
織
し
て
い
く
。
色
の

つ
い
た
紙
を
切
り
抜
い
て
は
ピ
ン
で
留
め
て
い
く
制
作
プ
ロ
セ
ス
は
、

ペ
ン
や
鉛
筆
で
線
を
ひ
く
の
と
は
別
の
仕
方
で
、
つ
ま
り
、
色
面
を
並

ベ
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
仕
方
で
、
白
い
紙
の
可
変
性
の
脈
動
を
ま
さ

ぐ
り
だ
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
実
際
、
《
ブ
ル
ー
・
ヌ
ー

ド
》
シ
リ
ー
ズ
の
四
番
目
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
【
図
8
】
で
は
、
何
度
も

切
り
直
し
や
貼
り
直
し
を
施
し
な
が
ら
空
間
が
ま
さ
ぐ
ら
れ
た
跡
が
残

さ
れ
て
い
る
。

素
描
に
お
け
る
紙
は
、
タ
ブ
ラ
・
ラ
サ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
紙
は
、

力
と
動
き
の
無
限
の
可
能
性
が
そ
こ
に
潜
勢
し
て
い
る
カ
オ
ス
で
あ

る
。
素
描
す
る
こ
と
と
は
、
紙
の
な
か
か
ら
、
い
ま
だ
リ
ズ
ム
と
も
旋

形
象
は
、
力
と
動
き
の
契
機
を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
潜
ま
せ
、
た
ん

律
と
も
い
え
な
い
力
と
動
き
を
引
き
出
し
、
ア
ー
テ
ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
組
織
し
な
が
ら
、
カ
オ
ス
を
コ
ス
モ
ス
ヘ
と
移
行
さ
せ
て
い
く
こ

と
だ
と
い
え
よ
う
。
素
描
を
視
る
眼
は
、
盲
目
の
手
と
な
っ
て
、
紙
の

表
面
を
突
き
破
り
そ
の
カ
オ
ス
の
な
か
に
入
り
込
み
、
カ
オ
ス
か
ら
コ

ス
モ
ス
ヘ
の
移
行
の
出
来
事
、
す
な
わ
ち
、
「
創
造
」
と
い
う
出
来
事

の
原
初
の
う
ご
め
き
を
感
じ
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
重
要
な
の
は
、
こ

の
原
初
の
う
ご
め
き
が
、
紙
の
な
か
に
、
つ
ま
り
形
象
自
身
の
な
か
に
、

可
能
性
と
し
て
す
で
に
潜
勢
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
形
象
は
、
可
能

態
（
デ
ュ
ナ
ミ
ス
）
か
ら
現
実
態
（
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
）
へ
の
生
成
変
化

と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。
形
象
は
、
み
ず
か
ら
現
れ
出
る
た
め
の
動

力
因
を
自
己
自
身
の
う
ち
に
も
つ
。
素
描
の
特
徴
は
、
間
や
余
白
に
お

い
て
、
力
と
動
き
の
出
来
事
が
よ
り
直
載
に
可
視
化
し
て
く
る
点
に
あ

る
。
素
描
に
お
け
る
形
象
の
立
ち
現
れ
は
、
形
象
が
み
ず
か
ら
の
動
力

因
(
a
r
k
h
e
)

を
顕
在
化
す
る
、
自
律
的
な
自
己
回
帰
の
実
践
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。

三
．
人
差
し
指
の
詩
学
ー
「
表
す
」
こ
と
と
「
現
れ
る
」
こ
と
の
二
重
性
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な
る
物
質
で
あ
る
こ
と
を
踏
み
越
え
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
現
出
し
、

固
有
の
「
生
気
(
L
e
b
e
n
d
i
g
k
e
i
t
)
」
を
醸
し
出
す
。
画
家
に
と
っ
て
素
描
は
、

形
象
の
生
き
生
き
と
し
た
力
と
動
き
の
、
そ
の
現
象
と
知
覚
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
純
粋
に
探
求
す
る
場
と
な
る
。
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
が
、
形
象
の
純

粋
な
可
視
性
を
追
求
し
て
い
た
限
り
に
お
い
て
、
そ
こ
で
、
素
描
が
自

律
し
た
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
必
然
的
な
こ
と

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

形
象
は
、
そ
れ
自
身
で
活
動
し
て
い
る
。
か
つ
て
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・

フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
は
、
「
言
語
そ
の
も
の
は
作
品
で
は
な
く
、
一

つ
の
活
動
性
で
あ
る
（
エ
ル
ゴ
ン
で
は
な
く
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
で
あ

る）」
13

と
主
張
し
た
。
フ
ン
ボ
ル
ト
が
強
調
し
た
の
は
、
言
語
が
、
思

考
を
映
し
出
す
固
定
的
な
鏡
な
ど
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
行
為
す
る
カ

動
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
言
語
が
み
ず
か
ら
行
為
す

る
も
の
で
あ
る
根
拠
は
、
例
え
ば
エ
ミ
ー
ル
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
が
詳

し
く
論
じ
た
、
イ
ン
ド
1
1

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
古
語
に
み
ら
れ
る
「
中
動

態
」
に
求
め
ら
れ
よ
う
14

。
中
動
態
と
は
、
主
語
が
表
す
主
体
が
、
動

詞
の
表
す
動
き
の
プ
ロ
セ
ス
の
内
側
に
あ
っ
て
、
「
生
ま
れ
る
」
、
「
眠

る
」
、
「
成
長
す
る
」
の
よ
う
に
、
主
体
自
身
が
動
き
の
「
座
」
と
な
り

み
ず
か
ら
変
化
す
る
こ
と
に
お
い
て
な
に
か
を
為
す
さ
ま
を
意
味
す
る

動
詞
の
態
で
あ
る
。
主
体
が
動
き
の
内
部
に
あ
る
構
造
は
、
ド
イ
ツ
語

【図 9】 シュピーゲル誌と対談するハイデガー

1966年 9月23日撮影

の

再

帰

動

詞

例

え

ば

「

sich
e
r
m
n
e
r
n
 

(
み
ず
か
ら
に
思
い
起
こ

さ
せ
る
）
」
、
つ
ま
り
「
思
い
出
す
」
の
用
法
に
み
ら
れ
、
実
際
、

再
帰
動
詞
の
多
く
は
中
動
態
に
由
来
す
る
。
形
象
が
現
れ
出
て
く
る
こ

と
は
、
ま
さ
に
こ
の
再
帰
動
詞
を
用
い
て
、
形
象
が
「
み
ず
か
ら
を
呈

示
す
る

(
s
i
c
h
z
e
i
g
e
n
)
」
こ
と
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
1
5
0

そ
も
そ
も
、
み
ず
か
ら
を
呈
示
す
る
こ
と
と
は
ど
の
よ
う
な
行
為
な

の
だ
ろ
う
か
。
ベ
ー
ム
は
、
形
象
の
自
己
呈
示
を
、
人
間
の
「
身
振
り
」

と
の
類
比
に
お
い
て
説
き
起
こ
そ
う
と
し
て
い
る
16

。
そ
こ
で
ベ
ー
ム

は
、
あ
え
て
、
論
争
を
呼
ぶ
に
ち
が
い
な
い
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
有
名
な
対

談
の
写
真
を
ひ
い
て
い
る
【
図
9
】
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
九
六
六
年
九
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月
二
三
日
、
自
分
の
死
後
に
内
容
を
公
開
す
る
と
い
う
申
し
合
わ
せ
の

も
と
に
、
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
誌
の
要
請
し
た
対
談
に
応
じ
た
。
そ
こ
で
、

こ
の
哲
学
者
自
身
の
口
か
ら
、
は
じ
め
て
、
み
ず
か
ら
の
過
去
の
政
治

的
な
言
動
に
つ
い
て
の
釈
明
が
な
さ
れ
、
み
ず
か
ら
の
正
統
性
が
主
張

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
申
し
合
わ
せ
ど
お
り
、
対
談
の
内
容
と
写
真
は
、

一
九
七
六
年
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
亡
く
な
っ
て
す
ぐ
に
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
誌

に
掲
載
さ
れ
た
17

。
そ
れ
以
降
、
一
連
の
写
真
は
、
「
い
か
に
も
」
ハ

イ
デ
ガ
ー
ら
し
い
、
権
威
的
で
自
己
中
心
的
で
、
立
派
な
本
棚
と
書
斎

机
の
傍
ら
に
座
る
哲
学
教
授
然
と
し
た
態
度
を
表
す
も
の
と
し
て
、
冷

や
や
か
な
眼
差
し
で
受
け
止
め
ら
れ
広
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

ベ
ー
ム
は
い
う
。

身
振
り
は
、
単
独
で
現
れ
る
の
で
は
な
い
。
身
振
り
と
一
緒
に
、

身
振
り
を
発
し
身
振
り
に
付
き
添
う
、
あ
の
身
体
の
全
体
性
も
現

れ
て
く
る
。
18

素
描
に
お
い
て
、
線
や
点
を
、
そ
れ
が
記
さ
れ
た
紙
か
ら
引
き
剥
が

し
て
眺
め
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
よ
う
に
、
身
振
り
も
ま
た
、
身
体
か

ら
は
引
き
剥
が
さ
れ
え
な
い
。
身
振
り
の
一
連
の
抑
揚
は
、
そ
れ
が
紡

ぎ
だ
さ
れ
て
く
る
身
体
と
の
相
即
的
な
連
関
に
お
い
て
現
れ
で
て
、
「
仔

ま
い
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
醸
し
出
す
。
身
体
と
身
振
り
の
関
係

を
、
固
定
し
た
原
型
と
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
く
る
多
く
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
と
み
な
し
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
身
体
と
は
、
パ
ス
ポ
ー

ト
の
無
味
乾
燥
な
写
真
が
し
ば
し
ば
そ
う
み
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、

固
定
し
た
「
型
」
な
ど
で
は
な
い
。
身
体
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
身
振
り
を

そ
こ
か
ら
発
す
る
が
、
そ
の
身
振
り
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
見
え
方
を

変
化
さ
せ
も
す
る
。
身
体
は
、
常
に
見
え
方
を
変
え
、
動
き
の
流
れ
と

し
て
し
か
現
れ
え
な
い
。
ベ
ー
ム
は
い
う
。

身
体
と
は
、
そ
の
性
質
か
ら
し
て
、

の
一
種
の
大
き
さ
で
あ
る
。
19

エ
ネ
ル
ギ
ー
論
的
な
意
味
で

い
か
に
矛
盾
し
て
聞
こ
え
よ
う
と
も
、
身
体
は
、
明
確
な
輪
郭
を
も
っ

て
は
い
な
い
。
身
体
と
は
、
ち
ょ
う
ど
素
描
の
紙
の
よ
う
に
、
力
と
動

き
の
多
様
な
ベ
ク
ト
ル
を
潜
在
さ
せ
て
い
る
「
場
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

常
に
、
今
あ
る
の
と
は
別
の
見
え
方
へ
と
み
ず
か
ら
を
開
い
て
い
く
身

体
は
、
み
ず
ら
を
延
長
す
る
、
そ
の
「
余
剰
(
O
b
e
r
h
a
n
g
)
」
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
し
て
可
視
化
さ
れ
て
い
く
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
身
体
は
、
た
ん

な
る
肉
体
と
い
う
よ
り
は
、
受
肉
の
意
味
を
含
み
も
つ
フ
ラ
ン
ス
語
の

〈

c
h
a
i
r
〉
の
概
念
に
近
い
。
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ベ
ー
ム
は
、
身
体
と
い
う
場
に
潜
在
し
て
い
る
も
の
を
、
古
い
ギ
リ

シ
ャ
の
音
楽
用
語
で
「
身
体
の
ト
ノ
ス

(
t
o
n
o
s
)
」
と
呼
ぶ
20

。
ト
ノ

ス
と
は
、
あ
る
音
階
や
旋
律
の
特
徴
を
決
定
づ
け
る
音
域
、
さ
ら
に
は
、

そ
の
音
域
を
構
成
す
る
基
本
音
の
「
高
さ
」
を
意
味
す
る
。
際
だ
っ
た

身
振
り
は
、
身
体
の
ト
ノ
ス
を
背
景
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
突
出
し
て
く

る
。
例
え
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
手
は
、
時
に
は
相
手
の
ほ
う
に
差
し
向

け
ら
れ
、
時
に
は
自
分
自
身
に
添
え
ら
れ
、
ま
た
あ
る
と
き
は
、
相
手

で
も
自
分
で
も
な
い
方
向
へ
と
人
差
し
指
が
突
き
立
て
ら
れ
る
。
「
人

差
し
指

(
N
e
i
g
e
f
i
n
g
e
r
)
」
と
い
う
呼
称
が
い
み
じ
く
も
意
味
し
て
い
る

と
お
り
、
身
振
り
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
な
に
か
を
指
し
、
「
な
に
か

を
呈
示
す
る

(
e
匂
a
s
z
e
i
g
e
n
)
」
。
だ
が
そ
の
と
き
、
身
体
は
、
背
後
に

退
い
て
気
配
を
隠
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
身
体
の
ト
ノ
ス

は
、
も
は
や
た
ん
な
る
音
の
高
さ
で
は
な
く
な
り
、
身
体
か
ら
満
ち
溢

れ
て
く
る
リ
ア
ル
な
響
き
と
な
り
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
身
振
り
を
活

気
づ
け
る
。
身
体
は
、
そ
れ
自
身
で
活
力
を
も
っ
て
行
為
す
る
も
の
と

な
り
、
力
強
く
立
ち
現
れ
る
。
身
体
は
、
「
み
ず
か
ら
を
呈
示
す
る

(
s
i
c
h

N
 e
i
g
e
n
)
」
。
身
振
り
を
す
る
身
体
に
お
い
て
は
、
表
す
こ
と
と
現
れ
る

こ
と
、
「
何
か
を
呈
示
す
る
こ
と

(
c
匂
a
s
z
e
i
g
e
n
)
」
と
「
み
ず
か
ら
を

呈
示
す
る
こ
と

(
s
i
c
h
z
e
i
g
e
n
)
」
は
、
相
即
的
な
反
転
関
係
を
な
す
。

な
に
か
を
表
す
身
振
り
は
、
他
者
に
向
け
ら
れ
る
に
せ
よ
、
内
省
的

に
自
分
自
身
に
向
か
う
に
せ
よ
、
ま
た
、
他
者
に
促
さ
れ
る
に
せ
よ
、

自
発
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
、
意
識
的
で
あ
れ
無
意
識
的
で
あ

れ
、
必
ず
身
体
と
い
う
背
景
か
ら
発
せ
ら
れ
る
。
だ
が
、
同
時
に
そ
の

身
体
は
、
み
ず
か
ら
行
為
す
る
も
の
と
な
り
、
た
ん
な
る
背
景
で
あ
る

こ
と
を
踏
み
越
え
、
現
前
す
る
。
舞
台
に
立
つ
俳
優
の
演
技
は
、
こ
の
、

表
わ
す
こ
と
と
現
れ
る
こ
と
の
二
重
性
、
つ
ま
り
、
身
振
り
と
身
体
の

二
重
性
を
前
提
に
し
て
成
り
立
つ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
俳
優
は
、

み
ず
か
ら
の
身
体
を
晒
し
だ
す
こ
と
に
お
い
て
な
に
か
を
リ
ア
ル
に
演

じ
て
い
る
。

表
す
こ
と
と
現
れ
る
こ
と
の
二
重
性
は
、
旧
約
聖
書
の
「
出
エ
ジ
プ

ト
記
」
の
な
か
の
、
ア
ロ
ン
の
仔
牛
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
お
い
て
21

、
す

で
に
典
型
的
な
仕
方
で
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
ユ
ダ
ヤ
の
神
ヤ
ー
ヴ
ェ
は
、

不
可
視
に
し
て
唯
一
の
神
で
あ
る
。
ほ
か
の
何
者
と
も
比
較
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
超
越
性
と
絶
対
性
を
も
つ
神
の
類
似
物
と
な
る
に
は
、
人

間
の
つ
く
っ
た
形
象
は
、
あ
ま
り
に
小
さ
く
弱
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
神

は
形
象
を
つ
く
る
こ
と
を
厳
し
く
禁
止
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
人
は
、

具
体
的
な
形
を
と
お
し
て
神
を
崇
め
た
い
と
い
う
欲
求
を
拭
い
去
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
モ
ー
セ
が
神
の
言
葉
を
聞
く
た
め
に
シ
ナ
イ
の
山
に

登
っ
て
い
る
あ
い
だ
に
、
モ
ー
セ
の
兄
ア
ロ
ン
は
、
人
々
が
身
に
つ
け

て
い
た
黄
金
を
集
め
て
仔
牛
を
つ
く
り
、
人
々
は
そ
れ
を
崇
め
そ
れ
に
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ひ
れ
伏
し
た
。
山
か
ら
下
り
て
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
モ
ー
セ
は
、
怒
っ

て
仔
牛
を
燃
や
し
砕
い
た
。
だ
が
、
人
々
に
と
っ
て
、
仔
牛
は
、
神
の

類
似
物
で
も
な
け
れ
ば
、
神
を
説
明
す
る
も
の
で
も
な
い
。
仔
牛
は
神

で
「
あ
る
」
。
宗
教
感
情
に
突
き
動
か
さ
れ
る
儀
式
的
で
不
自
由
な
仕

方
で
は
あ
る
が
、
仔
牛
が
表
す
も
の
と
仔
牛
の
現
れ
は
完
全
に
溶
け
合

い
、
仔
牛
は
受
肉
し
、
神
の
リ
ア
ル
な
現
前
を
担
う
2
2
0

神
ヤ
ー
ヴ
ェ
は
、
捉
え
が
た
く
、
遠
い
。
神
と
ア
ロ
ン
の
仔
牛
は
、

と
て
つ
も
な
く
か
け
離
れ
て
い
る
。
だ
が
、
か
け
離
れ
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
仔
牛
は
、
神
の
類
似
物
な
ど
で
は
な
く
な
り
、
神
を
指
し
表
し
つ

つ
も
、
み
ず
か
ら
現
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
表
す
こ
と
と

現
れ
る
こ
と
の
二
重
性
は
、
表
さ
れ
る
も
の
と
現
れ
る
も
の
が
か
け
離

れ
、
互
い
に
遠
く
隔
た
っ
た
状
態
を
あ
く
ま
で
も
保
持
す
る
こ
と
を
条

件
と
し
て
、
は
じ
め
て
成
り
立
つ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
神
と
仔
牛

の
あ
い
だ
に
類
似
や
説
明
と
い
っ
た
対
応
関
係
を
打
ち
立
て
、
隔
た
り

を
合
理
的
に
埋
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
形
象
は
、
た
ち
ま
ち
小
さ
く

弱
い
模
像
に
な
っ
て
し
ま
う
。
形
象
は
、
対
応
関
係
や
合
理
的
な
因
果

関
係
を
断
ち
切
る
こ
と
を
契
機
に
、
み
ず
か
ら
に
お
い
て
一
種
の
飛
躍

を
成
し
遂
げ
る
。

ァ
ロ
ン
の
仔
牛
は
、
神
で
「
あ
る
」
。
こ
の
飛
躍
は
、
形
象
が
、
不

在
の
も
の
や
不
可
視
の
も
の
を
、
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
指
で
差
す

こ
と
に
よ
っ
て
呼
び
出
し
、

つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
ぜ
形
象
は
、
そ
の
よ
う
な
力
を
持
つ
こ
と

が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
こ
の
人
差
し
指

の
力
で
あ
る
。

み
ず
か
ら
に
お
い
て
現
前
さ
せ
る
力
を
持

指
差
す
こ
と
は
、
そ
の
方
向
に
ま
っ
す
ぐ
目
を
向
け
、
眼
差
し
の
新

た
な
活
路
を
切
り
開
く
、
視
覚
的
な
作
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
エ
ル
ン

ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
の
な
か
で
、
指

し
示
す
こ
と
の
視
覚
的
な
作
用
が
、
意
味
作
用
と
し
て
比
類
の
な
い
強

さ
を
も
っ
と
指
摘
す
る
23

。
指
し
示
す
こ
と
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ャ
語

〈d
9
is
〉
に
、
「

S
か
ら
離
れ
て
」
と
い
う
意
味
の
接
頭
詞
〈
a
p
o
〉
が

つ
い
た
〈
a
p
o
-
d
e
i
x
i
s
〉
は
、
「
明
白
で
疑
い
の
余
地
の
な
い
立
証
」
や
、
「
確

実
な
必
然
性
を
も
っ
た
論
証
」
を
意
味
す
る
。
あ
る
い
は
、
ド
イ
ツ

語
の
〈
w
e
i
s
e
n

(
示
す
、
見
せ
る
）
〉
と
い
う
語
か
ら
派
生
し
て
き
た

〈b
e
w
e
i
s
e
n
〉
は
、
も
と
の
語
よ
り
も
意
味
を
強
め
、
「
証
明
す
る
」
こ

と
を
意
味
す
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
見
つ
け
だ
し
た
こ
の
よ
う
な
意
味

の
強
ま
り
は
、
指
し
示
す
こ
と
が
、
古
い
時
代
か
ら
す
で
に
、
た
ん
に

眼
差
し
の
活
路
を
切
り
開
く
だ
け
で
な
く
、
物
事
の
あ
り
さ
ま
を
少
し

も
減
じ
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
明
ら
か
に
す
る
、
「
明
証
的
(
d
e
i
k
t
i
s
c
h
)
」

な
力
を
も
っ
と
み
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

「
明
証
的

(
d
e
i
k
t
i
s
c
h
)
」
と
い
う
形
容
詞
の
語
源
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
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語
の
〈
de1x1s
〉
は
、
現
在
で
は
、
言
語
学
の
用
語
と
な
っ
て
い
る
。

言
語
学
で
「
ダ
イ
ク
シ
ス
（
直
示
）
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
指
示
代
名

詞
「
こ
こ
」
・
「
そ
れ
」
・
「
あ
の
」
な
ど
の
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
は
内
容

を
も
た
ず
、
そ
れ
が
指
し
示
す
も
の
が
位
置
す
る
離
れ
た
場
所
の
文
脈

と
直
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
内
容
を
も
つ
語
で
あ
る
。
ダ
イ

ク
シ
ス
の
内
容
は
、
ダ
イ
ク
シ
ス
が
属
す
る
文
に
お
け
る
主
辞
と
賓
辞

の
意
味
作
用
の
外
側
に
位
置
し
て
い
る
。
ダ
イ
ク
シ
ス
に
お
い
て
は
、

語
と
そ
の
内
容
が
空
間
的
に
隔
た
っ
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
り
、
語

は
、
主
辞
と
賓
辞
の
因
果
閑
係
を
越
え
て
飛
躍
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
内

容
を
得
る
。
ダ
イ
ク
シ
ス
の
用
法
の
な
か
に
、
言
語
が
、
空
間
的
で
視

覚
的
な
性
格
、
す
な
わ
ち
、
形
象
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
み

て
と
れ
よ
う
。

指
し
示
す
こ
と
と
は
、
明
証
的
な
力
と
作
用
に
お
い
て
な
に
か
を
表

ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク

現
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
人
差
し
指
の
詩
学
は
、
言
語
の

な
か
に
、
主
辞
と
賓
辞
の
関
係
に
基
づ
く
一
般
的
な
意
味
作
用
を
越
え

た
、
空
間
的
で
視
覚
的
な
性
格
を
刻
印
し
、
形
象
と
言
語
が
出
会
う
ト

ポ
ス
を
形
成
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
形
象
に
お
け
る
「
表
現
」
と
は
、

何
か
を
指
し
示
す
直
証
の
力
と
み
ず
か
ら
現
れ
出
る
可
視
的
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
が
ア
マ
ル
ガ
ム
化
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
人
差
し
指
の
詩
学

の
「
顕
現

(
E
p
i
p
h
a
n
i
e
)
」
の
出
来
事
な
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

一
九
九
四
年
に
ベ
ー
ム
が
唱
え
た
イ
コ
ン
的
転
回
は
、
な
に
よ
り
も

ま
ず
、
イ
メ
ー
ジ
を
イ
コ
ン
と
し
て
の
在
り
方
、
す
な
わ
ち
純
粋
に
可

視
的
な
形
象
へ
と
連
れ
戻
し
、
芸
術
に
お
け
る
形
象
の
可
視
性
が
何
を

意
味
す
る
の
か
を
改
め
て
問
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
じ
年
、

w

.

J

.

T

・
ミ
ッ
チ
ェ
ル

(
W臣
昔
J
o
h
n
T
h
o
m
a
s
 Mitchell, 1
9
4
2
'

）
 

は
、
ベ
ー
ム
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
別
の
転
回
を
唱
え
た
。
ミ
ッ
チ
ェ

ル
が
主
張
し
た
の
は
、
芸
術
作
品
だ
け
を
特
権
的
に
扱
っ
て
き
た
従
来

の
美
術
史
学
か
ら
も
、
ま
た
、
イ
メ
ー
ジ
を
合
理
的
な
手
段
と
し
て
消

費
す
る
自
然
科
学
か
ら
も
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
、
日
常
的
な
視
覚
文
化

に
お
け
る
広
い
意
味
で
の
画
像

(
p
i
e
旦
r
e
)

へ
と
目
を
向
け
る
「
ピ
ク

ト
リ
ア
ル
・
タ
ー
ン
」
の
必
要
性
で
あ
っ
た
24
。
日
常
的
な
画
像
に
お

い
て
は
、
人
文
科
学
の
伝
統
が
軽
ん
じ
て
き
た
大
衆
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

が
働
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
画
像
は
、
意
味
を
伝
達
す
る
媒
体
と
し
て

は
不
完
全
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
ま
さ
に
何
か
が
欠
落
し

て
い
る
か
ら
こ
そ
、
画
像
は
、
み
ず
か
ら
要
求
し
欲
望
す
る
主
体
と
し

て
の
生
気
を
帯
び
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
画
像
全
般
を
解
釈
の

対
象
と
す
る
ピ
ク
ト
リ
ア
ル
・
タ
ー
ン
が
開
い
た
の
は
、
伝
統
的
な
学

問
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
脱
構
築
し
た
新
し
い
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
の
可
能
性

結
び
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で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
英
語
圏
で
は
、
イ
コ
ン
や
画
像
な
ど
と
い
っ
た
歴

史
の
手
垢
の
つ
い
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
捨
て
、
視
覚
的
な
も
の
を
「
ヴ
ィ

ジ
ュ
ア
ル
・
カ
ル
チ
ャ
ー
」
と
い
う
概
念
で
広
く
総
括
し
、
社
会
に
お

け
る
そ
の
機
能
を
く
ま
な
く
あ
ぶ
り
だ
そ
う
と
す
る
動
き
が
高
ま
っ
て

い
る
25

。
こ
の
よ
う
な
流
れ
を
鑑
み
る
な
ら
ば
、
ベ
ー
ム
が
主
張
す
る

イ
コ
ン
的
転
回
は
、
い
ま
だ
に
芸
術
を
特
権
化
し
、
そ
の
自
律
性
や
純

粋
可
視
性
を
追
求
す
る
、
時
代
遅
れ
で
狭
窄
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
よ
う
に

聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
イ
コ
ン
的
転
回
の
射
程
は
け
っ
し
て
狭
い
も
の
で
は
な
い
。

画
家
が
描
く
形
象
は
、
は
じ
め
か
ら
見
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
形
象

は
、
見
え
て
く
る
。
イ
メ
ー
ジ
を
形
象
へ
と
連
れ
戻
し
、
形
象
を
徹
底

し
て
視
る
こ
と
は
、
形
象
が
、
そ
の
都
度
、
新
た
に
、
生
気
と
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
も
っ
て
お
の
ず
か
ら
現
れ
て
く
る
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
、
形
象

へ
と
遡
る
、

一
種
の
考
古
学
を
意
味
し
て
い
る
。
形
象
の

根
源
を
明
る
み
に
だ
そ
う
と
す
る
姿
勢
の
早
い
例
は
、
芸
術
学
の
父

と
称
さ
れ
る
コ
ン
ラ
ー
ト
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー

(
K
o
n
r
a
d
Fiedler, 1
8
4
1
 ,
 

1
8
9
5
)

の
有
名
な
論
考
「
芸
術
活
動
の
根
源
」
の
な
か
に
認
め
ら
れ
よ

う
26

。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
見
極
め
よ
う
と
し
た
根
源
と
は
、
芸
術
が
、

人
間
の
ほ
か
の
諸
活
動
か
ら
袖
を
分
か
ち
、
独
自
の
活
動
と
し
て
分
岐

し
て
く
る
点
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
と
は
違
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
本

の
「
根
源
」

考
察
で
省
み
て
き
た
形
象
の
根
源
は
、
形
象
が
む
し
ろ
さ
ま
ざ
ま
な
も

の
と
必
然
性
を
も
っ
て
「
出
会
う
」
場
所
で
あ
っ
た
。
形
象
は
、
素
描

に
お
い
て
、
低
級
感
覚
と
し
て
の
嗅
覚
と
出
会
い
、
い
ま
だ
触
覚
へ
と

洗
錬
さ
れ
る
以
前
の
「
手
探
り
」
の
力
動
性
と
出
会
い
、
何
か
を
指
し

示
し
な
が
ら
み
ず
か
ら
を
現
し
出
す
、
人
間
の
根
本
的
な
身
体
表
現
で

あ
る
身
振
り
と
出
会
う
こ
と
と
な
る
。
あ
る
い
は
形
象
は
、
指
を
差
す

と
い
う
人
間
の
ご
く
初
歩
的
な
身
振
り
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ

に
あ
る
も
の
を
、
絵
で
表
し
た
り
言
語
で
名
付
け
た
り
す
る
こ
と
が
ま

だ
で
き
な
い
、
幼
い
子
供
の
身
振
り
へ
と
遡
る
と
き
、
視
覚
的

な
性
格
を
帯
び
た
言
語
と
出
会
う
こ
と
と
な
る
。
形
象
が
み
ず
か
ら
の

可
視
性
の
根
源
へ
と
回
帰
す
る
こ
と
は
、
形
象
が
排
他
的
に
自
己
を
閉

ざ
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
形
象
は
む
し
ろ
、
自
己
自

身
を
、
根
本
的
な
仕
方
で
身
振
り
や
言
語
へ
と
開
い
て
い
る
。
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
は
、
指
を
差
す
身
振
り
が
人
間
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
27

。
人
間
と
霊
長
類
は
、
ど
ち
ら
も
、
近
く
に
あ
る
も
の

を
手
で
掴
む
。
だ
が
、
掴
む
こ
と
の
で
き
な
い
離
れ
た
も
の
に
対
す
る

態
度
を
、
指
を
差
す
と
い
う
形
式
へ
と
展
開
さ
せ
た
の
は
人
間
だ
け
で

あ
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
こ
こ
に
、
指
を
差
す
身
振
り
が
、
こ
れ
も
ま

た
人
間
特
有
の
営
み
で
あ
る
言
語
と
結
び
つ
く
根
拠
を
み
い
だ
そ
う
と

し
て
い
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
よ
り
も
さ
ら
に
積
極
的
に
、
身
振
り
の
な
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か
に
人
間
と
動
物
の
分
か
つ
点
を
見
い
だ
し
、
身
振
り
か
ら
、
発
音
と

し
て
の
言
葉
と
象
形
文
字
と
し
て
の
言
葉
が
と
も
に
生
ま
れ
て
く
る
こ

と
炎
り
出
し
た
の
は
、
文
化
人
類
学
者
の
ア
ン
ド
レ
・
ル
ロ
ワ
1
1
グ
ー

ラ
ン

(
A
n
d
r
e
L
e
r
0
1
 ,
 
G
o
u
r
h
a
n
,
 1
9
1
1
 ,
 19
8
1
)

で
あ
っ
た
28

゜
形
象
の

根
源
を
明
る
み
に
だ
す
こ
と
と
は
、
形
象
が
、
古
い
時
代
か
ら
言
語
や

身
振
り
と
同
じ
ト
ポ
ス
を
共
有
し
、
人
間
の
生
を
根
本
的
な
仕
方
で
意

味
づ
け
て
い
る
さ
ま
を
見
極
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
限
り

に
お
い
て
、
形
象
の
考
古
学
は
、
人
間
と
は
何
か
を
尋
ね
る
人
間
学
の

問
い
を
内
包
し
て
い
る
。

人
間
と
は
、
言
語
を
と
お
し
て
思
考
す
る
ホ
モ
・
ロ
ー
ク
エ
ン
ス
で

あ
り
、
道
具
を
作
り
用
い
る
ホ
モ
・
フ
ァ
ー
ベ
ル
で
あ
り
、
自
発
的
に

遊
戯
す
る
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
人
間

は
形
象
を
描
き
、
そ
れ
を
視
る
。
イ
コ
ン
的
展
開
の
射
程
の
先
に
は
、

描
く
人
、
す
な
わ
ち
「
ホ
モ
・
ピ
ク
ト
ル
」
と
し
て
の
人
間
の
意
味
を

尋
ね
る
、
新
し
い
人
間
学
的
美
学
の
可
能
性
が
広
が
っ
て
い
る
。

1
 cf. 

R
i
c
h
a
r
d
 M
.
 R
o
r
t
y
 (ed.), 
T
h
e
 L
z
n
g
m
s
蕊
T
ミ
r
n
[
E
忌
｝
ご
n
P
bミ
loJ
。
翌
ミ

M

忌
良
C
h
i
c
a
g
o
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 Press, C
h
i
c
a
g
o
,
 1
9
6
7
.
 
ロ
ー
テ
ィ
が
編
集
し
た

ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
と
お
し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
言
語
論
的
転
回
」

は
、
広
義
で
は
、
哲
学
や
人
文
諸
科
学
の
問
い
が
言
語
に
つ
い
て
の
問
い
（
す

な
わ
ち
、
言
語
論
的
な
性
格
の
問
い
）
へ
と
収
飲
し
て
い
っ
た
一
九
世
紀
末
か

ら
二

0
世
紀
初
頭
の
状
況
を
指
す
。
だ
が
、
重
要
な
の
は
、
言
語
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
な
視
点
か
ら
問
う
の
か
で
あ
る
。
言
語
論
的
転
回
が
、
厳
密
に
は
、
言

語
論
と
い
う
方
法
に
関
心
が
集
っ
て
い
る
状
況
で
は
な
く
、
言
語
自
身
に
関
心

が
向
っ
た
状
況
を
指
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
石
黒
ひ
で
「
言
語

論
的
転
回
と
は
な
に
か
」
、
『
言
語
論
的
転
回
」
岩
波
講
座
現
代
思
想
第
四
巻
、

新
田
義
弘
ほ
か
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
―
―
一
年
、
八
七

I
-
―
六
頁
に
所
収
、

特
に
八
八
I

八
九
頁
。

2
 cf. 

G
o
t
t
f
r
i
e
d
 B
o
e
h
m
 (hrsg.), 
W
a
s
 zst 
ezn 
Bild?, 
W
i
l
h
e
l
m
 F
i
n
k
 V
e
r
l
a
g
,
 

M
i
.
i
n
c
h
e
n
,
 1
9
9
4
.
 
と
く
に
イ
コ
ン
的
転
回
に
つ
い
て
は
、
同
書
に
所
収
さ
れ
て

い
る
ベ
ー
ム
自
身
の
以
下
の
論
文
に
詳
し
い
。

G.
B
o
e
h
m
,
 ^^
 

D
i
e
 W
i
e
d
e
r
k
e
h
r
 

d
e
r
 B
i
l
d
e
r
"
 m
:
 op. 
at., SS. 
11 ,
 
38. 

3

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
知
の
考
古
学
』
中
村
雄
一
一
郎
訳
、
河
出
書
房
新
社
、

一
九
七

0
年
（
原
書

L
ゞ
尽
笙
啜
ミ
]
S
d
p
g
ir
は
一
九
六
九
年
刊
行
）
を
参
照
。

4
 cf. 

G
.
 B
o
e
h
m
,
 
＾̂ S
p
u
r
 u
n
d
 G
e
s
p
i
i
r
"
 in: 
W
 ̀
 

ie 
Bilder S
i
n
n
 E
汀
息

e
n
•
•D
z
e
 

M

且）
I

吾
Neigヽ
n.r,
B
e
r
h
n
 U
 nivers1ty Press, 2
0
0
7
,
 S
S
.
1
4
1
'
1
5
8
 

5
 G

.
 B
o
e
h
m
,
o
p
・
m
[．ら

S.147.

註
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は

6

イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
「
啓
蒙
の
弁
証
法
」
福
田
喜
一
郎
訳
、
『
カ
ン
ト
全
集
』

第
一
四
巻
、
岩
波
書
店
‘
―

1
0
0
0
年
、
二
五
頁
。

7

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
声
と
現
象
』
林
好
雄
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
ち

く
ま
学
芸
文
庫
、
二

0
0
五
年
を
参
照
（
原
書
r
v
o
i
x
e
[
[e
 Ph
e
n
o
m
e
祠

Inirod、L
．蓉、
d
ミ

P
r
o
b
l
e
m
e
d
u
 Signe d
a
n
s
 la 
P
h
i
n
o
m娑
olミ
gie
ミ
e
H
u
s
s
e
r
l
 

一
九
六
七
年
に
刊
行
）
。

8
 cf. 
H
e
n
n
 M
a
t
u
s
e
,
 D
e
m
n
s
:
 T
h
e
m
e
s
 et 
Variations, 
M
a
r
u
n
 Fabiani, P
a
n
s
,
 

1
9
4
3
.
 

9

イ
ザ
ベ
ル
・
モ
ノ
1
1

フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
「
『
テ
ー
マ
と
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」

一
九
四
一
年
ー
一
九
四
三
年
」
関
直
子
訳
、
マ
テ
ィ
ス
展
「
M
且
[
[
芍

P
r
o
cg
蕊
[

E
m

且
宙
」
カ
タ
ロ
グ
、
国
立
西
洋
美
術
館
、
—
1
0
0
四
年
、
ニ
―
二
頁
。

10
ア
ン
リ
・
マ
テ
ィ
ス
「
素
描
シ
リ
ー
ズ
『
主
題
と
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
』
に
つ

い
て
の
マ
テ
ィ
ス
の
覚
え
書
き
」
(
-
九
四
二
年
）
、
マ
テ
ィ
ス
『
画
家
の
ノ
ー
ト
』

二
見
史
郎
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
八
九
頁
。

11
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
盲
者
の
記
憶
ー
自
画
像
お
よ
び
そ
の
他
の
廃
墟
」

鵜
飼
哲
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
八
年
、
五
頁
（
原
書
J
a
c
q
u
e
s
D
e
r
r
i
d
a
,
 

M

言
ire
ミ
岳
姿
e.
L
ゞ
ヽ
姿
忌
芍
き

t[A思
ire
こ
ぐ
m
e
5
は
1
9
9
0

年
刊
行
）
。

12
マ
テ
ィ
ス
「
自
分
の
デ
ッ
サ
ン
に
つ
い
て
の
画
家
の
覚
え
書
き
」
(
-
九
三
九
年
）
、

マ
テ
ィ
ス
前
掲
書
、
一
八
三
頁
。

13
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
『
言
語
と
精
神
」
亀
山
健
吉
訳
、
法

政
大
学
出
版
、

一
九
八
四
年
、
七
三
頁
（
原
著
W
i
l
h
e
l
m
v
o
n
 H
u
m
b
o
l
d
t
,
 

u
b
e
r
d
i
e
ぞ
苫
S
P
r
g芍
怠
f
d
e
r
I
n
J
e
]
]ミ
p
d

は
一
八
三
六
年
に
刊
行
）
。

14
エ
ミ
ー
ル
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
『
一
般
言
語
学
の
諸
問
題
』
岸
本
通
夫
監
訳
、

み
す
ず
書
房
、
一
九
八
一
一
一
年
、
一
六
九
頁
以
下
（
原
著
P
r
o
苓
苓
き
d
e
i
n
g
思
念
葵

冤
恙
茎
は
一
九
六
六
年
に
刊
行
）

15
能
動
態
で
も
受
動
態
で
も
な
い
、
第
三
の
態
で
あ
る
中
動
態
を
、
芸
術
と
い
う

も
の
を
読
み
解
く
鍵
と
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
た
先
行
研
究
と
し
て
、
以
下
を

参
照
。
森
田
亜
紀
『
芸
術
の
中
動
態
ー
受
容
／
制
作
の
基
層
』
萌
書
房
、

―
1
0
三
一
年
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
中
動
態
的
な
在
り
方
を
す
る
も
の
と
し
て
論

じ
ら
れ
る
の
は
、
形
象
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
観
照
や
制
作
の

経
験
で
あ
る
。

16 
G. B
o
e
h
m
,
'
^
 D
i
e
 H
m
t
e
r
g
r
u
n
d
i
g
k
e
1
t
 d
e
s
 Z
e
1
g
e
n
s
"
 m
:
 W
i
e
 Bilder S
i
n
n
 

E
立
嘉
e
n
ら
ie
M
a
c
h
t
 des 
Z

奏さ
5」

B
e
r
l
i
n
U
n
i
v
 g
 sity 
Press, 2
0
 
0
7こ

ss.
1
9
 ,
 

3
3
.
 

1
7
D
e
こ
苓
箋
Z
r. 
2
3
/
1
9
7
6
,
 S
.
 2
1
2
.
 邦
訳
「
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
対
談
」
は
、
マ
ル
テ
ィ

ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
『
形
而
上
学
入
門
』
川
原
栄
峰
訳
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、

一
九
九
四
年
に
付
録
。

18 
G. B
o
e
h
m
,
o
p
・ド
S.
2
4
.
 

1
9
I
定．乙
s.
2
6
.
 

2
0
I芯
id.,
S
.
 
2
7
.
 

21
旧
約
聖
書
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
第
三
二
章
を
参
照
。

22
ア
ロ
ン
の
仔
牛
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参

照。

G.
B
o
e
h
m
,
 "
B
i
l
d
e
r
f
r
a
g
e
"
 in: 
W
a
s
 ist 
ein 
Bild?, 
G. B
o
e
h
m
 (hrsg.), 

W
i
l
h
e
l
m
 F
i
n
k
 Verlag, M
i
i
n
c
h
e
n
,
 1
9
9
4
,
 SS. 3
2
5
 ,
 34
3
,
 esp・, S. 3
2
9
f
.
 
邦
訳
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は
、
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ベ
ー
ム
「
形
象
と
い
う
問
題
」
一
二
木
順
子
訳
、
『
形
象
』

第
一
号
、
二

0
一
六
年

‘
1
0ー
ニ
八
頁
、
と
く
に
一
三
ー
一
四
頁
。

23 
E
r
n
s
t
 Cassirer, Phil, 怠
思
こ

e
r
S
y
m
b
o

注
忌

n
F
o
r
m
e
n
J
•

Erster T,
、ii,
D
i
e
 S
p
r
a
忌．

W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 B
u
c
h
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
,
 D
a
r
m
s
t
a
d
t
,
 1
9
8
5
(
1
9
2
3
)
,
 S
.
1
2
7
 ,
 

1
2
9
.
 邦
訳
は
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
(
-
)
」

生
松
敬
三
・
木
田
元
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
、
ー
ニ
四
ー
ニ
―
七
頁
。

24 
cf. M
i
t
c
h
e
 

=.w臣
a
m
J
o
h
n
 T
h
o
m
a
s
,
 Picture Theory: E
s
s
a
y
s
 o
n
 V
e
r
b
a
l
 a
n
d
 

＜
ミ
ミ
[
Representa
怠
n,
U
n
i
v
 g
 
sity o
f
 C
h
i
c
a
g
o
 Press, 1
9
9
4
.
 

25
ジ
ョ
ン
・

A
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
、
サ
ラ
・
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
『
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
・
カ

ル
チ
ャ
ー
入
門
ー
美
術
史
を
超
え
る
た
め
の
方
法
論
』
岸
文
和
、
前
川

修
、
佐
藤
守
弘
、
井
面
信
行
、
青
山
勝
訳
、
晃
洋
書
房
、
二

0
0
一
年
（
原
著

<
gミミ[[ミ贔
eidnmm尽
ミ
思
は
一
九
九
七
年
に
刊
行
）
。

26 
K
o
n
r
a
d
 Fiedler, D
e
r
 U
r
s
p
r
n
n
g
 der kimstlet
苔
笠
T

嘉
k
良
Hirzel,
L
e
i
p
 N
 ig 

1
8
8
7
.
 

邦
訳
は
、

K
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
「
芸
術
活
動
の
根
源
」
山
崎
正
和
、

物
部
晃
一
一
訳
、
『
近
代
の
藝
術
論
（
世
界
の
名
著
八
一
）
」
、
中
央
公
論
社
、

一
九
七
九
年
、
五
七
ー
一
六
九
頁
。

27 
E
.
 Cassirer, i
宜．

28
ア
ン
ド
レ
・
ル
ロ
ワ
1
1

グ
ー
ラ
ン
『
身
ぶ
り
と
言
葉
』
荒
木
亨
訳
、
ち
く
ま
学

芸
文
庫
、
二

0
―
二
年
（
原
著
A
n
d
r
e
L
e
r
0
1
 ,
 
G
o
u
r
h
a
n
,
 
Le geste et 
l
a
p
ミ
茎

は
一
九
六
五
年
に
刊
行
）
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