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は
じ
め
に

ミ
ケ
ル

本
論
文
の
目
的
は
、
ミ
ケ
ル
・
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
(
-
九
一

0

|

一
九
九
五
）
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
二
十
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
活
動
し
た
美

学
者
で
あ
る
が
、
そ
の
思
想
に
開
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
研
究
が

行
わ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
ー
。
近
年
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
に
つ
い
て

の
研
究
書
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
相
次
い
で
出
版
さ
れ
た
と
は
い
え
、

そ
の
思
想
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
程
遠
い
と
い
う
状
況
で
あ

る
2

。
彼
が
扱
っ
た
テ
ー
マ
の
中
で
、
イ
メ
ー
ジ
の
概
念
は
、
彼
の
著

作
に
頻
出
す
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
は
、
想

像
力
の
問
題
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
概
念
も
、
デ
ュ

フ
レ
ン
ヌ
の
初
期
か
ら
晩
年
ま
で
の
思
想
の
一
貫
し
た
テ
ー
マ
を
な
し

て
い
る
。
本
論
文
で
は
、
特
に
初
期
の
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
の
想
像
力
や
イ

メ
ー
ジ
に
つ
い
て
の
思
考
を
、
サ
ル
ト
ル
の
想
像
力
論
と
比
較
し
な
が

．
 

ら
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
に
筆
者
が
確
認
し
え
た
限
り
、

デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
の
想
像
力
の
概
念
を
主
題
的
に
扱
っ
た
論
文
は
、
エ
ド

ワ
ー
ド
・

S
・
ケ
ー
シ
ー
の
「
仲
介
と
し
て
の
想
像
力
」
の
み
で
あ

る
3

。
ケ
ー
シ
ー
は
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
の
一
九
五

0
年
代
か
ら
六

0
年

代
に
か
け
て
の
想
像
力
論
を
全
般
的
に
扱
い
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
の
想
像

力
論
が
上
位
と
下
位
の
能
力
に
挟
ま
れ
た
中
間
的
能
力
で
あ
り
、
美
的

経
験
に
お
い
て
は
抑
制
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
特

に
こ
の
美
的
経
験
に
お
け
る
想
像
力
の
働
き
に
つ
い
て
は
本
論
文
も
論

じ
て
い
く
が
、
本
論
文
は
そ
の
対
象
を
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
の
初
期
思
想
に

限
定
し
、
そ
れ
を
詳
し
く
論
じ
る
。
ま
た
ケ
ー
シ
ー
の
研
究
は
、
デ
ュ

フ
レ
ン
ヌ
の
想
像
力
論
が
サ
ル
ト
ル
の
そ
れ
と
異
な
る
と
い
う
こ
と

を
、
ほ
ん
の
一
文
の
み
で
述
べ
て
い
る
が
、
本
論
文
は
、
サ
ル
ト
ル
の

想
像
力
論
と
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
の
想
像
力
論
と
を
明
確
に
対
比
さ
せ
て
論

じ
る
。
ま
ず
、
第
一
節
で
は
、
前
提
と
し
て
、
超
越
論
的
想
像
力
と
の

関
連
か
ら
、
美
的
対
象
と
し
て
現
わ
れ
る
芸
術
作
品
の
、
感
覚
的
現
前

デ

フ

レ

ン

ヌ

の

美
学
思
想
に
お
け
る
想
像
力
と
イ
メ
ー
ジ

ユ

川

瀬

智

之
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I 論文 1 ミケル・デュフレンヌの美学思想における想像力とイメージ 1 

デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
概
念
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
の
か
、
そ
し
て
彼
が
そ
れ
を
美
学
的
な
観
点
か
ら
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
想
像
力
に

関
す
る
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
の
議
論
を
確
認
し
よ
う
4

。
ま
ず
、
こ
こ
で
は
、

一
九
五
三
年
に
発
表
さ
れ
た
『
美
的
経
験
の
現
象
学
』
の
「
表
象
と
想

像
力
」
と
題
さ
れ
た
章
に
お
け
る
記
述
を
見
て
み
よ
う
5

0

第
一
節

デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
に
お
け
る
超
越
論
的
想
像
力

と
い
う
性
格
に
つ
い
て
論
じ
る
。
次
に
、
第
二
節
で
は
、
サ
ル
ト
ル
の

想
像
力
論
を
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
が
ど
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
か
、
両
者

の
対
立
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
み
て
い
く
。
最
後
に
第
三
節
で
は
、

デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
が
美
的
経
験
に
お
け
る
経
験
的
想
像
力
の
働
き
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
を
検
討
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
デ
ュ

フ
レ
ン
ヌ
に
お
い
て
イ
メ
ー
ジ
と
は
潜
在
的
な
知
と
し
て
の
記
憶
が
知

覚
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
の
こ
と
を
言
い
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
む
し
ろ

芸
術
に
お
い
て
想
像
力
が
抑
制
さ
れ
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
、

そ
し
て
、
そ
れ
が
サ
ル
ト
ル
と
比
較
し
て
、
身
体
性
を
強
調
す
る
思
想

の
―
つ
の
帰
結
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。

超
越
論
的
に
は
、
想
像
力
は
或
る
所
与
が
あ
る
よ
う
に
す
る
の
で

あ
り
、
経
験
的
に
は
、
こ
の
所
与
が
或
る
意
味
を
持
つ
よ
う
に
す

る
、
な
ぜ
な
ら
こ
の
所
与
は
諸
々
の
可
能
な
も
の
に
よ
っ
て
豊
か

に
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

(
P
E
4
3
5
)

こ
こ
で
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
、
想
像
力
を
二
つ
に
分
類
し
て
い
る
。

つ
は
超
越
論
的
想
像
力
で
あ
り
、
も
う
―
つ
は
、
経
験
的
想
像
力
で
あ

る
。
経
験
的
想
像
力
に
つ
い
て
は
後
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ

で
は
ま
ず
、
超
越
論
的
想
像
力
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
デ
ュ

フ
レ
ン
ヌ
は
、
超
越
論
的
想
像
力
は
、
「
或
る
所
与
が
あ
る
よ
う
に
す
る
」

も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
開
連
し
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
言
っ

て
い
る
。そ

し
て
空
間
と
時
間
は
ま
さ
に
或
る
綜
合
が
行
使
さ
れ
得
る
領
野

で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
開
く
こ
と
は
、
こ
の
綜
合
の
可
能
性
を
構
成

す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
自
身
は
さ
ら
に
、
純
粋
な
多
様
性
を

取
り
集
め
る
綜
合
的
行
為
の
お
か
げ
で
の
み
表
象
さ
れ
得
る
。
そ

れ
ら
は
純
粋
な
綜
合
の
純
粋
な
対
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
諸
々
の
場

所
、
諸
々
の
瞬
間
の
常
に
可
能
な
結
び
つ
き
で
あ
る
。
か
く
し

29 



て
想
像
力
は
、
そ
れ
が
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
こ
そ
見
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
…
）
。
我
々
に
は
、
こ
れ
ら
の

連
合
を
ま
さ
に
、
身
体
に
よ
っ
て
、
生
き
ら
れ
た
も
の
の
レ
ベ
ル

で
展
開
さ
れ
た
活
動
に
帰
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

綜
合
の
能
力
と
し
て
の
想
像
力
が
、
身
体
の
も
の
と
な
さ
れ
得
る

の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
超
越
論
的
な
も
の
は
ま
た
身
体
的

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
何
を
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か。

(
P
E
4
4
1
)

デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
、
想
像
力
が
時
間
と
空
間
の
成
立
に
関
わ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
成
立
を
条
件
と
し
て
、
何
か
を
見
る
と
い

う
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
先
の
引
用
に

お
い
て
「
所
与
が
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
た
事
態
に
相
当
す
る
と
考
え

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
想
像
力
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
超

越
論
的
想
像
力
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
6

。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
、
こ

の
想
像
力
は
身
体
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

純
粋
な
多
様
性
を
取
り
集
め
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
同
じ
『
美

的
経
験
の
現
象
学
』
の
「
現
前
」
と
題
さ
れ
た
章
に
お
け
る
次
の
文
章

を
見
て
み
よ
う
。

感
覚
的
な
も
の
の
多
様
性
は
ま
ず
は
或
る
共
通
感
覚
に
よ
っ
て
取

り
集
め
ら
れ
る
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
等
価
性
と
間
感
覚
的
な
移
行

の
、
つ
ね
に
す
で
に
整
備
さ
れ
た
体
系
で
あ
る
と
こ
ろ
の
身
体
で

あ
り
、
多
様
性
以
前
に
与
え
ら
れ
た
或
る
統
一
性
が
あ
る
の
は
、

身
体
に
と
っ
て
な
の
で
あ
る
。

(
P
E
4
2
6
)

こ
の
引
用
に
お
い
て
、
共
通
感
覚
と
し
て
の
身
体
は
、
「
多
様
性
」

を
「
取
り
集
め
」
、
「
統
一
性
」
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
或
る
所
与
が
見
え
る
も
の
と
し
て
現
前
す
る
の
は
、
あ

る
統
一
性
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
で
あ
る
が
、
そ
の
統
一
性
と
、
身
体

と
は
対
応
し
た
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
7

0

美
的
な
経
験
の
対
象
は
、
ま
ず
は
こ
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
ら
れ
る
。
デ
ュ

フ
レ
ン
ヌ
は
、
「
美
的
対
象
の
統
一
性
が
あ
る
の
は
（
…
）
身
体
に
よ
っ

て
で
あ
る
」

(
P
E
4
2
6
)

と
述
べ
、
ま
た
次
の
よ
う
に
言
う
。

美
的
対
象
は
ま
ず
は
感
覚
的
な
も
の
の
開
花
な
の
で
あ
り
、
そ
の

あ
ら
ゆ
る
意
味
は
感
覚
的
な
も
の
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
る
。
感
覚

的
な
も
の
は
ま
さ
に
身
体
に
よ
っ
て
迎
え
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(
P
E
4
2
5
)

10 



I 論文 1 ミケル・デュフレンヌの美学思想における想像力とイメージ 1 

デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
こ
こ
に
お
い
て
、
通
常
の
知
覚
か
ら
美
的
対
象
の

知
覚
を
説
明
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
通
常
の
知
覚
を
説
明
す
る
た
め
に

美
的
対
象
を
持
ち
出
し
て
い
る
。
美
的
対
象
も
含
め
て
、
対
象
が
統
一

的
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
の
は
、
身
体
の
働
き
に
よ
っ
て
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
「
感
覚
的
な
も
の
の
開
花
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、

デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
、
さ
ら
に
別
の
個
所
で
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

美
的
対
象
、
そ
れ
は
ま
ず
感
覚
的
な
も
の
の
抗
し
が
た
く
素
晴
ら

し
い
現
前
で
あ
る
。
或
る
―
つ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
、
も
し
も
我
々

に
押
し
寄
せ
る
音
の
流
れ
で
な
い
と
し
た
ら
何
だ
ろ
う
か
？
ま

た
或
る
―
つ
の
詩
は
、
や
は
り
耳
が
そ
の
魅
惑
に
包
ま
れ
る
語
の

輝
き
や
調
和
で
な
い
と
し
た
ら
何
だ
ろ
う
か
？
絵
画
は
、
色
彩
の

戯
れ
で
な
い
と
し
た
ら
？
そ
し
て
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
さ
え
も
、
石

の
感
覚
的
効
果
、
そ
の
マ
ッ
ス
、
そ
の
反
射
、
そ
の
つ
や
で
な
い

と
し
た
ら
？
（
P
E
1
2
7
)

こ
こ
で
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
、
音
が
「
押
し
寄
せ
る
」
と
か
、
耳
が
「
魅

惑
に
包
ま
れ
る
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
美
的
対

象
の
感
覚
的
現
前
が
混
然
と
し
た
カ
オ
ス
と
し
て
現
わ
れ
、
そ
れ
を
経

験
す
る
も
の
が
我
を
忘
れ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
デ
ュ
フ

前
節
で
見
た
通
り
、
美
的
対
象
は
感
覚
的
な
も
の
の
現
前
と
し
て
、

さ
ら
に
は
そ
の
開
花
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
芸
術
作
品
が

第
二
節

デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
に
よ
る
サ
ル
ト
ル
の
想
像
力
論
へ
の
批
判

レ
ン
ヌ
は
、
美
的
対
象
の
意
味
に
つ
い
て
、
「
こ
の
意
味
は
感
覚
的
な

も
の
に
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
組
織
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
」

(
P
E
4
1
)

と
言
う
。
彼
は
別
の
個
所
で
、
美
的
対
象
に
お
い
て
感
覚
的

な
も
の
は
「
そ
の
展
開
の
厳
密
さ
に
よ
っ
て
い
わ
ば
自
分
自
身
で
自
ら

を
言
う
」

(
P
E
4
4
)

と
も
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
美
的
対
象
は
、
感

覚
的
な
も
の
が
現
前
し
て
い
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ

れ
が
特
に
美
的
だ
と
い
う
の
は
、
感
覚
的
な
も
の
の
、
感
覚
的
な
も
の

と
し
て
の
あ
り
方
が
と
り
わ
け
強
調
さ
れ
て
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
厳
密
に

組
織
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
場
合
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
、
超
越
論
的
想
像
力
の
働
き
を
身
体
に
帰
す
と

と
も
に
、
美
的
経
験
が
そ
の
身
体
性
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
。
だ
が
美
的
経
験
に
は
経
験
的
想
像
力
も
働
い
て
い

る
。
次
節
以
降
で
そ
の
点
を
検
討
し
よ
う
。

3 ー



美
的
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
き
に
、
こ
の
よ
う
な
感
覚
的
現
前
が

そ
の
す
べ
て
の
体
験
を
な
す
と
は
言
え
な
い
。
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
シ
ャ

ル
ル
八
世
と
い
う
人
物
を
描
い
た
絵
画
と
い
う
例
を
挙
げ
、
次
の
よ
う

に
言
う
。シ

ャ
ル
ル
八
世
は
、
美
的
対
象
で
は
な
い
。
こ
の
美
的
対
象
と
い

う
名
前
は
タ
ブ
ロ
ー
に
、
い
わ
ば
諸
々
の
現
出
の
総
体
に
と
っ
て

お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
現
出
は
シ
ャ
ル
ル
八
世
を
意
味
す

る
が
、
そ
れ
は
、
シ
ャ
ル
ル
八
世
が
そ
れ
ら
の
現
出
か
ら
分
離
さ

れ
得
ず
、
シ
ャ
ル
ル
八
世
が
そ
れ
ら
現
出
に
と
っ
て
、
現
出
が
現

出
で
あ
る
た
め
の
、
そ
し
て
意
味
作
用
を
行
う
現
出
と
い
う
存
在

を
実
現
す
る
た
め
の
、
単
に
手
段
で
あ
る
と
い
う
仕
方
に
お
い
て

な
の
で
あ
る
。

(
P
E
4
5
1
)

こ
こ
で
、
美
的
対
象
と
い
う
名
前
を
そ
れ
に
取
っ
て
お
く
べ
き
だ
と

言
わ
れ
て
い
る
「
諸
々
の
現
出
の
総
体
」
は
、
こ
れ
ま
で
に
見
た
、
組

織
化
さ
れ
た
感
覚
的
な
も
の
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
引
用
に
お

い
て
特
徴
的
な
の
は
、
表
象
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
シ
ャ
ル
ル
八
世
に

必
ず
し
も
高
い
価
値
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
シ
ャ
ル
ル
八
世
は
感
覚
的
な
も
の
の
開
花
の
口
実
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
り
、
美
的
対
象
で
は
な
い
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
。
デ
ュ
フ
レ

ン
ヌ
が
こ
の
よ
う
に
言
う
の
は
、
こ
の
文
章
が
、
サ
ル
ト
ル
を
批
判
す

る
意
図
を
も
っ
て
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
文
章
の

前
の
部
分
で
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
、
「
（
…
）
我
々
は
サ
ル
ト
ル
の
よ
う

に
『
美
的
対
象
と
し
て
の
シ
ャ
ル
ル
八
世
』
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
」

(
P
E
4
5
1
)

と
言
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
デ
ュ
フ

レ
ン
ヌ
の
想
像
力
論
と
イ
メ
ー
ジ
論
の
特
徴
を
見
る
た
め
に
、
サ
ル
ト

ル
の
議
論
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

サ
ル
ト
ル
は
、
そ
の
著
作
『
想
像
的
な
も
の
』
に
お
い
て
、
想
像
力

の
働
き
に
つ
い
て
様
々
な
例
を
挙
げ
な
が
ら
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
中

の
、
絵
画
に
つ
い
て
論
じ
た
部
分
を
見
て
み
よ
う
。

た
と
え
ば
、
私
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
ウ
フ
ィ
ツ
ィ
美
術
館
で
シ
ャ

ル
ル
八
世
の
肖
像
画
を
眺
め
る
。
私
は
シ
ャ
ル
ル
八
世
、
い
わ
ば

一
人
の
死
者
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ

て
い
る
。
（
…
）
こ
の
唇
は
同
時
に
働
く
二
重
の
機
能
を
持
っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
一
方
で
は
こ
の
唇
は
ず
っ
と
以
前
に
塵
と
化
し

て
し
ま
っ
た
現
実
の
唇
へ
と
向
か
わ
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
意
味
を
持
つ
。
だ
が
他
方
で
、
唇
は
私
の
感
受
性
に
直
接
働
き

か
け
る
、
な
ぜ
な
ら
そ
の
唇
は
見
る
者
を
だ
ま
す
も
の
で
あ
る
か
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ら
で
あ
り
、
タ
ブ
ロ
ー
の
彩
ら
れ
た
斑
点
は
額
や
唇
の
よ
う
に
与

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
い
に
は
こ
れ
ら
の
二
つ
の
機
能
は
融

合
し
、
我
々
は
イ
メ
ー
ジ
に
満
ち
た
状
態
と
な
り
、
い
わ
ば
、
消

え
去
っ
た
シ
ャ
ル
ル
八
世
が
そ
こ
に
い
て
、
我
々
の
前
に
現
前
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
見
て
い
る
の
は
シ
ャ
ル
ル
八
世
で
あ

り
、
タ
ブ
ロ
ー
で
は
な
い
、
し
か
し
な
が
ら
我
々
は
シ
ャ
ル
ル
八

世
を
そ
こ
に
い
な
い
も
の
と
し
て
措
定
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
は

彼
に
《
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
》
、
タ
ブ
ロ
ー
の
媒
介
に
よ
っ
て
到

達
す
る
の
で
あ
る
8

0

こ
こ
で
サ
ル
ト
ル
は
、
シ
ャ
ル
ル
八
世
の
肖
像
画
を
見
る
と
い
う
例

を
用
い
て
、
想
像
力
が
絵
画
を
見
る
際
に
ど
の
よ
う
に
働
く
か
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
。
絵
画
を
見
る
人
は
、
一
方
で
は
、
す
で
に
亡
く
な
っ

て
こ
の
世
に
い
な
い
シ
ャ
ル
ル
八
世
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
。
他
方

で
、
描
か
れ
た
限
り
で
の
シ
ャ
ル
ル
八
世
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
唇
の

色
は
実
際
に
キ
ャ
ン
バ
ス
上
に
あ
り
、
そ
れ
が
見
る
者
に
働
き
か
け

る
。
そ
の
結
果
、
あ
た
か
も
シ
ャ
ル
ル
八
世
自
身
が
そ
こ
に
い
る
か
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
時
、
シ
ャ
ル
ル
八
世
は
、
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
肖
像
画
と
し
て
の
タ
ブ

ロ
ー
と
は
別
の
仕
方
で
現
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
シ
ャ
ル
ル
八
世
は

メ
ー
ジ
が
生
じ
る
た
め
の
機
能
は
果
た
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
し
て
見

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
絵
を
見
る
側
の
意
識
の
二
つ
の
あ
り
方

に
つ
い
て
、
サ
ル
ト
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

私
た
ち
は
ま
ず
、
こ
の
シ
ャ
ル
ル
八
世
が
或
る
対
象
で
あ
る
こ
と

を
理
解
し
た
。
だ
が
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
タ
ブ
ロ
ー
、
キ
ャ
ン

バ
ス
、
絵
画
の
実
在
的
諸
層
と
同
じ
対
象
で
は
な
い
。
私
た
ち

が
キ
ャ
ン
バ
ス
や
枠
を
そ
れ
と
し
て
み
な
す
限
り
、
《
シ
ャ
ル
ル

八
世
》
と
い
う
美
的
対
象
は
現
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
美
的

対
象
が
タ
ブ
ロ
ー
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
実
在
化
す
る
意
識
に
は
そ
れ
は
現
れ
な
い
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。
《
シ
ャ
ル
ル
八
世
》
と
い
う
美
的
対
象
は
、
世
界
の

無
化
を
前
提
す
る
根
本
的
な
回
心
を
果
た
す
意
識
が
、
自
ら
を
想

像
す
る
も
の
と
し
て
構
成
す
る
、
ま
さ
に
そ
の
時
に
現
わ
れ
る
の

で
あ
る
，
゜

つ
ま
り
、
見
る
者
の
意
識
が
実
在
的
な
も
の
を
対
象
と
す
る
意
識
か

ら
想
像
す
る
意
識
に
転
換
す
る
の
で
な
け
れ
ば
美
的
対
象
と
し
て
の

シ
ャ
ル
ル
八
世
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
現
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ひ
と
た
び

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
タ
ブ
ロ
ー
は
、
そ
の
イ
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想
像
す
る
意
識
が
生
じ
れ
ば
、
実
在
化
の
意
識
は
背
後
に
退
く
。
そ
し

て
、
サ
ル
ト
ル
は
、
実
在
化
の
意
識
の
対
象
で
あ
る
タ
ブ
ロ
ー
を
、
イ

メ
ー
ジ
が
現
れ
る
た
め
の
媒
介
と
し
て
の
「
ア
ナ
ロ
ゴ
ン

a
n
a
l
o
g
o
n
」

で
あ
る
と
考
え
る
10

。
こ
の
よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
は
、
タ
ブ
ロ
ー
と
イ

メ
ー
ジ
を
意
識
と
そ
の
対
象
の
開
係
の
観
点
か
ら
は
っ
き
り
と
区
別

す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
論
の
文
脈
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
サ
ル
ト
ル

の
議
論
を
見
る
場
合
に
、
重
要
に
な
る
の
が
、
サ
ル
ト
ル
が
美
的
対
象

と
し
て
考
え
て
い
る
も
の
が
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
て
、
タ
ブ
ロ
ー
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
、
先
に
も
引
用
し
た
よ
う

に
、
美
的
対
象
と
い
う
名
前
は
タ
ブ
ロ
ー
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
と
言
う
。
サ
ル
ト
ル
が
イ
メ
ー
ジ
と
呼
ぶ
も
の
を
、
デ
ュ
フ
レ
ン

ヌ
は
「
表
象
さ
れ
た
対
象
objet
represente
」
(
P
E
4
4
9
)

と
呼
ぶ
が
、

デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
に
お
い
て
、
表
象
さ
れ
た
対
象
と
し
て
の
シ
ャ
ル
ル
八

世
は
、
感
覚
的
な
も
の
と
し
て
の
美
的
対
象
が
開
花
す
る
た
め
の
、
い

わ
ば
口
実
と
し
て
の
役
割
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
次
の
文
に
も
、
サ

ル
ト
ル
と
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
の
対
立
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

表
象
さ
れ
た
対
象
は
、
非
実
在
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
与

え
る
現
出
に
よ
っ
て
実
在
的
な
も
の
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
美
的

事
物
は
実
在
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
表
象
の
手
段
で
あ
る

の
だ
か
ら
、
非
実
在
化
さ
れ
て
い
る
。

(
P
E
4
4
9
)

デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
、
「
想
像
力
は
、
サ
ル
ト
ル
が
信
じ
る
ほ
ど
に
は
、

知
覚
に
対
し
て
根
本
的
に
異
質
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」

(
P
E
4
4
9
)

と
述
べ
る
。
知
覚
と
想
像
力
が
相
互
に
異
質
な
も
の
で
は

な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
対
応
し
て
、
実
在
的
な
も
の
と
非
実
在
的
な

も
の
は
互
い
に
浸
透
し
あ
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
切
り
離
す
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
知
覚
さ
れ
た
も
の
は
少
な
く

と
も
多
少
は
想
像
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、
知
覚
さ
れ
た
も
の
の
一
種
で
あ
る
美
的
対
象
も
、
想
像
的
な
も

の
で
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
、

そ
れ
を
否
定
す
る
。
彼
は
、
「
だ
が
そ
の
こ
と
（
想
像
力
が
知
覚
に
対
し

て
根
本
的
に
異
質
で
は
な
い
こ
と
、
引
用
者
注
）
は
、
知
覚
さ
れ
る
対
象

で
あ
る
美
的
対
象
が
想
像
的
な
も
の
で
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」

(
P
E
4
4
9
)
。
つ
ま
り
、
知
覚
は
想
像
力

と
無
縁
で
は
な
い
が
、
美
的
対
象
は
想
像
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
矛
盾
し
た

こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
解
く
鍵
は
、
デ
ュ
フ

レ
ン
ヌ
に
お
い
て
経
験
的
想
像
力
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
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第
三
節

第
一
節
の
冒
頭
で
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
が
超
越
論
的
想
像
力
と
経
験
的

想
像
力
を
区
別
し
て
い
る
文
章
を
引
用
し
た
が
、
そ
の
後
の
部
分
で
、

彼
は
経
験
的
想
像
力
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
す
で
に
引
用
し
た
部

分
も
含
め
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

超
越
論
的
に
は
、
想
像
力
は
或
る
所
与
が
あ
る
よ
う
に
す
る
の
で

あ
り
、
経
験
的
に
は
、
こ
の
所
与
が
或
る
意
味
を
持
つ
よ
う
に
す

る
、
な
ぜ
な
ら
こ
の
所
与
は
諸
々
の
可
能
な
も
の
に
よ
っ
て
豊
か

に
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
に
お
け
る
経
験
的
想
像
力
と
イ
メ
ー
ジ

い
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
彼
は
、
「
逆
に
、
私
た
ち
は
、
想
像
力
が
、

少
な
く
と
も
そ
の
経
験
的
な
相
に
お
い
て
は
、
美
的
知
覚
に
お
い
て
優

越
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
」

(
P
E
4
4
9
)

と

述
べ
る
。
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
の
は
、
デ
ュ
フ
レ
ン

ヌ
と
サ
ル
ト
ル
の
間
に
あ
る
、
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に

考
え
る
か
に
関
す
る
相
違
点
に
関
わ
っ
て
い
る
11

。
次
節
で
は
デ
ュ
フ

レ
ン
ヌ
の
イ
メ
ー
ジ
概
念
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

実
際
の
と
こ
ろ
想
像
力

が
、
現
出
を
展
開
し
活
気
づ
け
る
た
め
に
知
覚
に
も
た
ら
す
も
の
、

そ
れ
を
想
像
力
は
無
か
ら
作
り
出
す
の
で
は
な
い
。
想
像
力
が

表
象
を
養
う
の
は
、
生
き
ら
れ
た
経
験
に
お
い
て
す
で
に
構
成
さ

れ
た
諸
々
の
知
を
も
っ
て
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
想
像

力
は
二
重
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
想
像
力
は
知
を

動
員
し
、
ま
た
そ
れ
は
獲
得
さ
れ
た
も
の
を
見
え
る
も
の
に
変
え

る
の
で
あ
る
。

(
P
E
4
3
5
)

超
越
論
的
想
像
力
は
空
間
と
時
間
を
開
く
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

何
も
の
か
が
現
出
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
こ
で
現
出
し
た
も
の
、

こ
こ
で
は
そ
れ
が
所
与
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
経
験
的
想
像
力
は
、
こ

れ
に
、
過
去
の
知
覚
経
験
か
ら
得
ら
れ
た
知
を
持
ち
込
む
と
デ
ュ
フ
レ

ン
ヌ
は
言
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
所
与
は
表
象
と
な
る
。
こ
こ
で
知
と

言
わ
れ
て
い
る
も
の
が
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
よ
り
具
体
的

な
事
例
が
扱
わ
れ
て
い
る
次
の
文
章
を
見
て
み
よ
う
。

私
は
雪
が
冷
た
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
つ
ま

り
、
私
は
自
分
が
こ
の
冷
た
さ
に
つ
い
て
な
し
た
経
験
の
記
憶
を

ジ
と
し
て
介
入
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

）
の
可
能
性
の
源
は
何
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
が
イ
メ
ー
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現
働
化
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
私
が
雪
を
見
る
と

き
、
雪
は
私
が
こ
の
現
働
化
を
行
う
こ
と
な
し
に
私
に
冷
た
い
も

の
と
し
て
現
わ
れ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
ま
ず
は
、
冷
た
さ
が
冷
た

さ
の
知
を
思
い
出
さ
せ
る
よ
う
な
何
ら
か
の
推
論
に
よ
っ
て
知
ら

れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
冷
た
さ
は
例
え
ば
白
さ

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
非
概
念
的
で
あ
り
な
が
ら
非
感
覚
的
で
も
あ
る
こ
の
種
の
直

接
的
現
前
は
、
ま
さ
に
雪
の
知
覚
に
付
き
添
い
、
そ
の
知
覚
を
雄

弁
な
も
の
に
す
る
冷
た
さ
の
《
イ
メ
ー
ジ
》
で
あ
る
。

(
P
E
4
3
7
)

今
「
私
」
は
雪
を
見
て
い
る
が
、
こ
の
「
私
」
は
ま
だ
そ
の
雪
に
触

れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
私
」
は
そ
の
雪
を
冷
た
い
も
の
と
し
て
知

覚
し
て
い
る
。
こ
れ
が
可
能
な
の
は
、
「
私
」
が
過
去
に
雪
を
見
て
触

れ
た
経
験
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
過
去
に
雪
に
触
れ
、
そ
の
冷
た
さ
を

感
じ
た
こ
と
は
、
記
憶
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
こ
の

記
憶
の
こ
と
を
「
知
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
こ
の
「
知
」
は
、
そ
れ
を

意
図
的
に
思
い
起
こ
す
こ
と
な
し
に
、
現
在
の
知
覚
に
組
み
込
ま
れ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
現
在
の
雪
は
冷
た
い
も
の
と
し
て
、
か
つ
、
実
際
に
そ

の
冷
た
さ
を
触
覚
に
よ
っ
て
感
じ
る
こ
と
な
し
に
知
覚
さ
れ
る
。
こ
こ

で
「
知
」
と
い
う
言
葉
と
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て

い
る
が
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
こ
れ
を
区
別
し
て
い
る
。
冷
た
い
雪
の
知

覚
の
例
に
先
立
っ
て
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
、
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

知
覚
に
固
有
な
こ
と
と
は
、
こ
れ
ら
の
知
が
そ
こ
に
お
い
て
知
と

し
て
、
い
わ
ば
知
覚
さ
れ
た
も
の
に
外
側
か
ら
つ
け
加
え
ら
れ
る

よ
う
な
追
加
情
報
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
に
加
え
ら

れ
る
注
釈
の
よ
う
に
喚
起
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
て
、
知
は
そ
こ
に
お
い
て
知
覚
さ
れ
た
事
物
の
意
味
と
し
て
、

そ
れ
と
共
に
、
そ
れ
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々

が
想
像
力
に
帰
す
る
の
は
こ
の
知
の
近
さ
で
あ
る
、
と
い
う
の
も

こ
の
よ
う
に
統
合
さ
れ
た
知
は
ま
さ
に
イ
メ
ー
ジ
と
呼
ば
れ
る
べ

き
だ
か
ら
で
あ
る
。

(
P
E
4
3
7
)

つ
ま
り
、
知
と
イ
メ
ー
ジ
と
で
は
位
相
が
異
な
っ
て
お
り
、
知
覚
さ

れ
た
も
の
の
う
ち
に
現
働
化
さ
れ
、
そ
の
意
味
と
な
っ
て
い
る
限
り
で

の
知
が
イ
メ
ー
ジ
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
（
…
）
世

界
は
、
暗
黙
の
裡
に
同
時
に
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
我
々
に
現
前
し
て
い
る

の
で
な
け
れ
ば
、
我
々
に
血
肉
を
具
え
た
も
の
と
し
て
現
前
し
な
い
」

(
P
E
4
3
8
)

と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
1
2
0

36 



I 論文 1 ミケル・デュフレンヌの美学思想における想像力とイメージ 1 

そ
の
時
私
は
、
想
像
的
態
度
と
は
反
対
に
知
覚
的
態
度
を
と
っ
て

こ
の
よ
う
に
通
常
の
知
覚
に
お
け
る
経
験
的
想
像
力
の
働
き
に
つ
い

て
説
明
し
た
後
に
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
、
そ
れ
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
、

美
的
対
象
の
知
覚
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

（
…
）
通
常
の
知
覚
を
完
成
し
活
気
づ
け
る
経
験
的
想
像
力
は
、

美
的
知
覚
に
よ
っ
て
、
か
き
立
て
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ

抑
制
さ
れ
る
。
（
…
）
な
ぜ
か
？

一
言
で
言
え
ば
、
美
的
対
象

に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
光
景
は
自
足
し
て
お
り
、

れ
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。

(
P
E
4
4
8
)

コ
ク
を
つ
け
ら

こ
こ
で
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
が
言
っ
て
い
る
、
「
コ
ク
を
つ
け
ら
れ
る
」

と
い
う
の
は
、
先
の
引
用
で
見
た
、
所
与
に
対
し
て
経
験
的
想
像
力
が

知
を
統
合
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
が
表
象
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
美
的
対
象
の
知
覚
に
お
い
て
は
、

こ
の
よ
う
な
経
験
的
想
像
力
の
働
き
が
抑
制
さ
れ
る
と
言
う
の
で
あ

る
。
抑
制
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く
働
か
な
い
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。
絵
画
に
描
か
れ
た
シ
ャ
ル
ル
八
世
に
つ
い
て
の
言
及
に
続
い

て
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

よ
う
に
言
う
。

も
は
や
斑
点
を
色
と
し
て
、
線
を
デ
ッ
サ
ン
と
し
て
さ
え
知
覚
し

て
い
な
い
。
そ
れ
は
や
は
り
知
覚
す
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
タ
ブ

ロ
ー
を
知
覚
す
る
こ
と
で
は
も
は
や
な
い
。
私
が
タ
ブ
ロ
ー
を
そ

れ
と
し
て
見
る
や
否
や
、
そ
の
主
題
が
私
に
現
わ
れ
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
し
、
主
題
が
私
に
現
わ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て

私
は
想
像
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
P
E
4
5
1
)

デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
、
想
像
的
態
度
と
知
覚
的
態
度
の
対
立
と
い
う
サ

ル
ト
ル
の
議
論
を
批
判
す
る
が
、
美
的
対
象
は
知
覚
さ
れ
る
も
の
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
知
覚
の
み
が
働
い
て
い
る

と
言
う
わ
け
で
は
な
い
。
何
か
が
そ
こ
に
表
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
分
か
る
た
め
に
は
、
や
は
り
想
像
力
は
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
に
限
定
を
つ
け
な
が
ら
も
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
次
の

雲
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
知
覚
す
る
こ
と
は
、
雨
、
私
に
関
わ

り
の
あ
る
或
る
雨
を
、
そ
の
帰
結
と
共
に
心
配
す
る
こ
と
で
あ

る
。
キ
ャ
ン
バ
ス
の
上
で
は
、
曇
り
空
は
雨
を
告
げ
は
せ
ず
、
自

分
自
身
を
し
か
告
げ
な
い
。
雲
と
い
う
対
象
は
表
象
さ
れ
て
い
る

い
る
と
さ
え
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
？

否
、
と
い
う
の
も
、
私
は
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通
常
の
知
覚
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
対
象
は
現
前
し
実
在
す
る
対
象

だ
け
で
あ
り
、
想
像
力
は
あ
ち
こ
ち
探
し
回
っ
て
諸
々
の
可
能
性

を
持
ち
だ
し
て
く
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
雲
は
、

虚
構
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
常
に
、
そ
れ
も
ま
た
虚
構
の
も
の
で

あ
る
雨
の
先
触
れ
で
あ
る
。
私
は
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、

こ
の
知
は
陰
に
隠
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
も
し
こ
の
知
が
あ
か
ら
さ

ま
に
な
っ
て
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
た
ら
、
も
し
私
が
雨
を
作
り
出
す

な
ら
、
私
は
美
的
対
象
を
見
失
う
の
で
あ
る
。

(
P
E
4
5
1
)

風
景
を
描
い
た
絵
画
を
見
る
場
合
、
描
か
れ
た
風
景
を
描
か
れ
た
風

景
と
し
て
見
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
想
像
力
は
働
い
て
い
る
。

そ
の
点
に
お
い
て
は
、
芸
術
作
品
の
美
的
知
覚
に
お
け
る
想
像
力
の
働

き
に
は
、
通
常
の
知
覚
に
お
け
る
そ
れ
と
近
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
眼
前
に
あ
る
も
の

が
さ
ら
に
別
の
物
を
想
像
さ
せ
る
か
ど
う
か
と
い
う
違
い
に
開
わ
る
こ

と
で
あ
る
。
通
常
の
知
覚
に
お
い
て
は
、
イ
メ
ー
ジ
は
暗
黙
の
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
知
覚
さ
れ
て
い
る
も
の
が
現
実
の
知
覚
対
象

で
あ
る
以
上
は
、
こ
の
対
象
は
、
行
動
を
促
す
可
能
性
を
持
つ
も
の
と

し
て
知
覚
さ
れ
て
い
る
。

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
我
々
の
行
動
を
促
す
。
そ
し

て
想
像
力
は
こ
の
行
動
あ
る
い
は
我
々
の
情
念
の
可
能
な
方
向
を

描
き
だ
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
機
能
が
ま
さ
に
対
象
を
表
象

す
る
こ
と
に
あ
る
美
的
対
象
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た
対
象
は
、
純

粋
に
表
象
さ
れ
た
、
し
た
が
っ
て
無
害
な
も
の
で
あ
る
（
…
）
。

芸
術
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た
対
象
は
外
部
の
何
者
に
も
送
り
返
さ

な
い
。
そ
れ
は
世
界
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
世
界
を
構
成
す

る
の
で
あ
り
、
こ
の
世
界
は
表
象
さ
れ
た
対
象
の
内
側
に
あ
る
の

で
あ
る
。

(
P
E
4
4
9
)

通
常
の
知
覚
に
お
い
て
、
想
像
力
は
、
た
し
か
に
、
対
象
が
そ
れ
と

し
て
知
覚
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て

介
在
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
い
わ
ば
暗
黙
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、

そ
の
対
象
が
知
覚
者
の
行
動
を
促
す
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
場
合

に
は
、
想
像
力
は
さ
ら
に
展
開
し
て
、
そ
こ
で
知
覚
さ
れ
て
い
る
も
の

以
外
の
も
の
を
も
想
像
し
、
可
能
な
行
動
を
示
唆
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
美
的
対
象
の
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
は
想
像
力
は

働
か
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
、
美
的
対
象
に

お
い
て
経
験
的
想
像
力
は
抑
制
さ
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

美
的
対
象
を
い
わ
ば
き
っ
か
け
と
し
て
想
像
力
が
働
き
他
の
こ
と
を
想
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像
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
つ
い
て

は
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

も
し
、
逆
に
、
私
が
知
覚
す
る
こ
と
を
拒
み
つ
つ
想
像
す
る
な
ら

ば
、
美
的
対
象
は
消
え
去
る
。
想
像
力
は
、
そ
れ
が
知
覚
と
協

働
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
し
て
知
覚
の
解
任
と
と
も
に
、
美
的

対
象
の
放
棄
を
要
求
す
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
意
識
の
相
関
者
で

は
な
い
も
の
と
し
て
で
な
け
れ
ば
、
働
く
こ
と
を
求
め
ら
れ
な
い
。

か
く
し
て
私
が
シ
ャ
ル
ル
八
世
を
目
指
し
、
余
分
な
も
の
を
取
り

払
い
、
歴
史
か
ら
引
き
離
す
な
ら
、
私
は
作
品
に
背
を
向
け
て
い

る
の
だ
(
…
)
。

(
P
E
4
5
1
,
 45
2
)
 

デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
に
と
っ
て
、
知
覚
と
想
像
力
は
別
の
も
の
で
は
な
く
、

知
覚
に
お
い
て
想
像
力
が
働
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
知
覚
の
成

立
に
あ
た
っ
て
想
像
力
が
働
く
と
い
う
限
り
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
知

覚
す
る
こ
と
と
、
何
か
を
思
い
浮
か
べ
る
と
い
う
意
味
で
想
像
す
る
こ

と
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。
描
か
れ
た
シ
ャ
ル
ル
八
世
を
見
る
の
で
は

な
く
、
シ
ャ
ル
ル
八
世
を
想
像
す
る
限
り
に
お
い
て
、
す
で
に
美
的
対

象
は
見
逃
さ
れ
て
い
る
。
知
覚
す
る
こ
と
と
、
何
か
を
思
い
浮
か
べ
る

こ
と
を
分
け
、
か
つ
、
そ
こ
で
シ
ャ
ル
ル
八
世
の
例
を
持
ち
出
し
つ
つ
、

そ
こ
で
思
い
浮
か
べ
ら
れ
た
シ
ャ
ル
ル
八
世
は
美
的
対
象
と
し
て
は
扱

わ
れ
な
い
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
自
ら
の
立
場

が
サ
ル
ト
ル
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
で
は
な
ぜ
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
、
サ
ル
ト
ル
を
批
判
す
る
の

か
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
、
サ
ル
ト
ル
が
知
覚

的
意
識
と
想
像
的
意
識
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
を
批
判
し
た
。
デ
ュ

フ
レ
ン
ヌ
に
よ
れ
ば
、
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
「
知
覚
と
想
像
力
は
意
識

の
還
冗
不
可
能
な
二
つ
の
態
度
で
あ
り
必
然
的
に
排
除
し
あ
う
。
そ
れ

は
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
想
像
力
は
つ
ね
に
経
験
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
」

(
P
E
4
4
2
)

。
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
超
越
論
的
と
経
験
的
と
い

う
二
種
類
の
想
像
力
を
考
え
て
い
る
。
超
越
論
的
想
像
力
は
、
そ
も
そ

も
何
か
が
あ
る
と
い
う
経
験
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
経
験
的

想
像
力
に
よ
っ
て
、
対
象
の
再
認
が
可
能
に
な
る
の
だ
か
ら
、
知
覚
と

想
像
力
を
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
経
験
的
想
像
力
が
自

律
的
に
展
開
し
、
知
覚
か
ら
離
れ
て
い
く
こ
と
は
あ
る
の
で
あ
り
、
サ

ル
ト
ル
が
論
じ
て
い
る
想
像
力
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
と
デ
ュ
フ
レ
ン

ヌ
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
エ
ド
ワ
ー
ド
・

S
・
ケ
ー
シ
ー
は
、
デ
ュ

フ
レ
ン
ヌ
が
美
的
経
験
に
お
け
る
想
像
力
の
働
き
を
抑
制
的
に
考
え
る

理
由
を
二
つ
挙
げ
て
い
る
。
「
第
一
は
、
美
的
対
象
が
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ

に
よ
っ
て
何
よ
り
も
ま
ず
知
覚
さ
れ
た
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
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そ
の
う
え
で
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
…
）
第
二
の
理
由
は
作
品
が
単
に
知
覚
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
（
…
）
我
々
が
そ
れ
（
作
品
、

引
用
者
注
）
に
入
り
込
む
の
は
情
緒
に
よ
っ
て
で
あ
る
」

13

。
本
論
文

に
関
わ
る
の
は
第
一
の
理
由
だ
が
、
本
論
文
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
問

題
は
知
覚
と
想
像
力
の
区
別
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
身

体
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
先
に
、
超
越
論
的
想
像
力
が
身
体
的

な
も
の
で
あ
る
と
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
が
言
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

ま
た
、
彼
は
、
感
覚
的
な
も
の
の
開
花
と
し
て
の
美
的
対
象
は
、
身
体

に
よ
っ
て
迎
え
ら
れ
る
と
も
言
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
彼
は
、
身
体
を
共

通
感
覚
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
間
感
覚
的
な
移
行
の
シ
ス
テ
ム
と

し
て
捉
え
て
い
た
。
雪
の
知
覚
に
お
い
て
、
雪
は
感
覚
的
な
も
の
と
し

て
、
す
な
わ
ち
白
い
色
を
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に

過
去
の
経
験
か
ら
得
ら
れ
た
冷
た
さ
の
イ
メ
ー
ジ
が
介
入
す
る
。
こ
の

冷
た
さ
は
、
そ
れ
が
最
初
に
経
験
さ
れ
た
時
は
触
覚
的
経
験
で
あ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
記
憶
と
な
り
、
新
た
な
視
覚
経
験
に
統
合
さ
れ

て
、
そ
こ
で
冷
た
い
雪
の
知
覚
が
成
立
す
る
。
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
が
間
感

覚
的
な
移
行
と
い
う
場
合
、
そ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
た
の
は
、
こ
の
よ

う
な
事
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
同
時
的
な
諸
感
覚
の
交

流
が
起
こ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
記
憶
が
介
在
し
て
い
る
の
だ
が
、

一
種
の
感
覚
間
の
融
合
経
験
が
起
こ
っ
て
い
る
と
考
え

結
び

ら
れ
る
。
そ
の
点
で
言
え
ば
、
知
覚
に
想
像
力
が
介
入
す
る
と
い
う
場

合
で
も
、
そ
こ
に
は
つ
ね
に
身
体
が
関
わ
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か

し
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
が
感
覚
的
経
験
の
支
え
な
し
に
展
開
し
始
め
る
と

き
、
感
覚
的
な
も
の
は
背
景
に
押
し
や
ら
れ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、

身
体
的
経
験
が
背
後
に
退
く
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
デ
ュ
フ
レ
ン

ヌ
の
サ
ル
ト
ル
批
判
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
に
と
っ
て

の
身
体
の
重
要
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
が
イ
メ
ー
ジ
の
成

立
に
あ
た
っ
て
の
想
像
的
意
識
の
重
要
性
を
説
き
、
タ
ブ
ロ
ー
は
ア
ナ

ロ
ゴ
ン
と
し
て
の
役
割
し
か
果
た
さ
な
い
と
言
う
時
、
そ
こ
に
身
体
性

の
後
退
が
見
ら
れ
る
と
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
美
的
対

象
と
い
う
語
で
指
す
べ
き
も
の
が
サ
ル
ト
ル
と
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
に
お
い

て
異
な
る
の
も
、
サ
ル
ト
ル
の
よ
う
に
想
像
的
意
識
に
よ
っ
て
現
れ
る

イ
メ
ー
ジ
こ
そ
が
美
的
対
象
で
あ
る
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
体
性

が
見
失
わ
れ
る
と
い
う
危
険
が
感
じ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

本
論
文
で
は
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
の
イ
メ
ー
ジ
論
を
、
彼
の
想
像
力
と
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し
た
い
。

の
関
連
に
お
い
て
見
て
き
た
。
彼
に
お
い
て
、
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
主
に
、

想
像
力
に
よ
っ
て
潜
在
的
な
も
の
と
し
て
知
覚
に
統
合
さ
れ
た
限
り
で

の
記
憶
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
知
覚
と
想
像
力
を
密
接
な
関
係
に
あ
る

も
の
と
み
な
す
彼
の
理
論
に
お
い
て
は
、
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の

で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
彼
の
想
像
力
論
は
、
サ
ル
ト
ル
の
そ
れ

と
鋭
い
対
照
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
潜
在
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
顕
在
化
し

た
も
の
と
し
て
の
意
図
的
な
想
像
に
つ
い
て
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
、
少

な
く
と
も
美
的
対
象
の
知
覚
に
関
す
る
限
り
で
は
、
抑
制
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
知
覚
と
想
像
力
を
分
離
さ
せ

て
捉
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
知
覚
と
想
像
力
を
明
確
に
区
別

す
る
サ
ル
ト
ル
に
対
し
、
少
な
く
と
も
美
的
対
象
に
関
し
て
は
そ
れ
ら

が
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
の
が
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
の
立
場
で

あ
る
。
そ
し
て
、
サ
ル
ト
ル
の
イ
メ
ー
ジ
論
と
想
像
力
論
に
対
す
る
デ
ュ

フ
レ
ン
ヌ
の
違
い
は
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
に
と
っ
て
の
身
体
の
重
要
性
に

そ
の
要
因
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
論
文
で
は
デ
ュ
フ

レ
ン
ヌ
の
初
期
の
著
作
に
お
け
る
想
像
力
論
を
、
サ
ル
ト
ル
と
の
関
係

に
お
い
て
検
討
し
た
が
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
晩
年
の
著
作
ま
で
一
貫
し

て
こ
の
概
念
に
こ
だ
わ
り
、
展
開
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
の
展
開
が
い
か

な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
の
検
討
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と

1

―
1
0
0九
年
に
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
と
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
思
想
を
比
較
す
る
研

究
を
発
表
し
た
マ
イ
ケ
ル
・
バ
ー
マ
ン
は
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
に
つ
い
て
「
大
陸

哲
学
の
重
要
人
物
だ
が
無
視
さ
れ
て
い
る
」

(
M
i
c
h
a
e
l
B
e
r
m
a
n
,
 ^̂ 
D
u
f
r
e
n
n
e
 

a
n
d
 M
e
r
l
e
a
u
 ,
 
P
o
n
t
y
:
 A
 C
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
 M
e
d
i
t
a
t
i
o
n
 o
n
 P
h
e
n
o
m
e
n
o
l
o
g
y
"
,
 

A
n
a
l
e
c
t
a
 H
u
s
s
e
r
l
i
a
n
a
.
 
T
h
e
 Y
e
a
r
b
o
o
k
 o
f
 P
h
e
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
c
a
l
 R
e
s
e
a
r
c
h
.
 

V
o
l
u
m
e
 CIII. 
P
h
e
n
o
m
e
n
o
l
o
g
y
 a
n
d
 E
x
i
s
t
e
n
t
i
a
l
i
s
m
 
in 
t
h
e
 
T
w
e
n
t
i
e
t
h
 

C
e
n
t
u
r
y
.
 B
o
o
k
 
I• 

N
e
w
 W
a
v
e
s
 o
f
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
c
a
l
 Inspirations, E
d
i
t
e
d
 b
y
 

A
n
n
a
 ,
 
T
e
r
e
s
a
 T
y
m
i
e
n
i
e
c
k
a
,
 D
o
r
d
r
e
c
h
t
 `
 
Springer, p. 
145)
と
述
べ
て
い
る
。

2

デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
に
関
す
る
雑
誌
特
集
、
論
文
集
、
研
究
書
の
代
表
的
な
も

の
を
以
下
に
挙
げ
る
。

Gilbert
L
a
x
c
a
u
x
 (dir.), 
Vers u
n
e
 esthetique s
a
n
s
 

entrave. M
e
l
a
n
g
e
s
 offerts 
a
 Mi
k
e
l
 D
u
f
r
e
n
n
e
,
 Paris, U
G
E
,
 coll. 
＾^
lo, 1
8
≫
,
 

1
9
7
5
 ;
 Re
v
u
e
 d'esthetique, 
n
o
u
v
e
l
l
e
 serie, 
no. 
I
 :
 ̂
 ^

H
o
m
m
a
g
e
 it 
M
i
k
e
l
 

D
u
f
r
e
n
n
e
≫
,
 1
9
9
2
;
 R
e
v
u
e
 d'esth
翌ミ
ue,
no. 3
 
0~^^ 

M
i
k
e
l
 D
u
f
r
e
n
n
e
 :
 la vie, 

!'amour, la terre≫, 1
9
9
7
;
 F
r
e
d
e
r
i
c
 Jacquet, N
a
i
t
r
e
 a
u
 m
o
n
d
e
.
 Essai s
u
r
 la 

philosophie d
e
 M
i
k
e
l
 D
u
f
r
e
n
n
e
,
 M
i
m
e
s
i
s
,
 2
0
1
4
 ;
 Je
a
n
 ,
 
Baptiste D
u
s
s
e
r
t
 

et 
A
d
n
e
n
 J
d
e
y
 (
s
o
u
s
 la 
d
i
r
e
c
t
i
o
n
 de), M
i
k
e
l
 D
u
f
r
e
n
n
e
 et l'esth
翌
que.

E
n
t
r
e
 p
h
e
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
 et p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 d
e
 la 
N
a
t
u
r
e
,
 R
e
n
n
e
s
,
 P
r
e
s
s
e
s
 

Universitaires d
e
 R
e
n
n
e
s
,
 2
0
1
6
.
 
H
本
語
で
読
め
る
文
献
は
さ
ら
に
少
な
い

が
、
概
説
的
な
も
の
は
い
く
つ
か
あ
る
。
当
津
武
彦
「
ミ
ケ
ー
ル
・
デ
ュ
フ
レ

ン
ヌ
」
、
澤
渡
久
敬
編
『
続
・
現
代
フ
ラ
ン
ス
哲
学
』
、
雄
渾
社
、
一
九
七

0
年、

一
九
九
ー
ニ
―

1
0頁
。
山
縣
熙
「
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
」
、
今
道
友
信
編
『
西
洋
美
学

の
エ
ッ
セ
ン
ス
西
洋
美
学
理
論
の
歴
史
と
展
開
』
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
七

年
、
一

1

一
四
七
ー
―
―
一
六
七
頁
。

H
・
ス
ピ
ー
ゲ
ル
バ
ー
ク
「
ミ
ケ
ル
・
デ
ュ
フ
レ

註
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ン
ヌ
(
-
九
一

0

|
―
九
九
五
）
美
的
経
験
の
現
象
学
」
、
『
現
象
学
運
動
（
下
）
』
、

立
松
弘
孝
監
訳
、
世
界
書
院
、

1
1
0
0
0
年
、
二
八
一
ー
ニ
八
九
頁
。
ベ
ル
ン

ハ
ル
ト
・
ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ス
『
フ
ラ
ン
ス
の
現
象
学
』
、
佐
藤
真
理
人
監

訳
、
阿
部
文
彦
・
河
合
孝
昭
・
澤
里
岳
史
・
田
口
茂
•
田
辺
秋
守
・
谷
崎
秋
彦
・

野
内
聡
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二

0
0九
年
、
三
九
七
ー
四
一

0
頁
。
書
評
、

追
悼
記
事
等
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
が
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
を
比
較
的

大
き
く
取
り
上
げ
た
研
究
文
献
と
し
て
、
以
下
の
も
の
の
み
挙
げ
て
お
く
。
実

川
敏
夫
「
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
を
ど
う
読
む
べ
き
か
」
、
『
メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ

超
越
の
根
源
相
』
、
創
文
社
、
二

0
0
0年
、
一
五
七
ー
ニ
五
二
頁
、
そ
の
う
ち

特
に
第
三
節
「
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
に
よ
る
読
解
」
、
同
書
二

0
六
ー
ニ
ニ
八
頁
参
照
。

佐
藤
国
郎
「
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
の

existentiel
」
、
「
非
存
在
の
神
学
と
非
所
有
の

哲
学
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
を
超
え
て
」
、
ア
ル
テ
、
二

0
1
―
一
年
、
八
七
ー

1
0三
頁
。

3
 E

d
w
a
r
d
 S
.
 
C
a
s
e
y
,
 
^^
 
C
i
m
a
g
i
n
a
t
i
o
n
 c
o
m
m
e
 i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
i
r
e
≫
,
 V
e
r
s
 u
n
e
 

esthetique s
a
n
s
 entrave. M
e
l
a
n
g
e
s
 offerts a
 Mi
k
e
l
 D
u
f
r
e
n
n
e
,
 pp. 9
3
 ,
 113. 

4

デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
が
想
像
力
を
論
じ
た
論
文
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る。

M
i
k
e
l
D
u
f
r
e
n
n
e
 `^^
 
G
a
s
t
o
n
 B
a
c
h
e
l
a
r
d
 et la p
o
e
s
i
e
 d
e
 !
'
i
m
a
g
i
n
a
t
i
o
n
≫
,
 

I
a
l
o
n
9
 L
a
 H
a
y
e
,
 M
a
r
t
i
n
u
s
 Nijhoff, 1
9
6
6
,
 p
p
.
 
1
7
4
 ,
 18
7
;
 Id. 
＾̂ L
e
s
 a
 priori 

d
e
 !
'
i
m
a
g
i
n
a
t
i
o
n
≫
,
 A
r
c
h
i
v
o
 di jilosojia, P
a
d
u
a
,
 C
e
d
a
m
,
 1965, p
p
.
 5

3
 ,
 
63. 

ま
た
想
像
力
と
も
関
わ
る
「
想
像
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。

M
i
k
e
l
 D
u
f
r
e
n
n
e
,
 
^̂ C
i
m
a
g
i
n
a
i
r
e
≫
,
 E
s
t
h
e
t
i
q
u
e
 et p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 II, 
Paris, 

K
l
i
n
c
k
s
i
e
c
k
,
 
1
9
7
6
,
 p
p
.
 9

9
 ,
 13
2
 
(
こ
の
論
文
の
も
と
に
な
っ
た
日
本
に
お
け
る

講
派
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
日
本
語
訳
と
し
て
、
ミ
ケ
ル
・
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
「
反

抗
的
想
像
力
想
像
・
欲
望
・
言
語
・
世
界
」
（
広
田
昌
義
訳
）
、
「
現
代
思
想
』
、

第
一
巻
第
一
号
、
一
九
七
一
二
年
、
二
六
七
ー
ニ
八
七
頁
が
あ
る
）

;
 
Id. 
＾^
 
L
e
J
e
u
 

et l
'
i
m
a
g
i
n
a
i
r
e
≫
,
 ibid., 
p
p
.
 

1
3
3
 ,
 15
 0
．
な
お
、
本
論
は
初
期
の
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ

に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
概
念
を
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
論

文
に
お
け
る
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
の
思
想
の
分
析
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
す
こ
と
と

し
た
い
。

5

以
下
の
論
述
に
お
い
て
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
『
美
的
経
験
の
現
象
学
」

(
M
i
k
e
l

D
u
f
r
e
n
n
e
,
 P
h
e
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
 d
e
 !'experience esthetique, Paris, P
U
F
,
 1
9
5
3
)
 

か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
著
作
名
を
P
E
と
略
し
、
頁
数
を
付
す
。

6

こ
こ
で
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
が
カ
ン
ト
の
産
出
的
構
想
力
の
概
念
を
念
頭
に
お
い
て

い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
の
言
う
「
超
越

論
的
」
な
i
m
a
g
i
n
a
t
i
o
n
を
カ
ン
ト
の
翻
訳
の
伝
統
に
倣
っ
て
「
構
想
力
」
と
訳

す
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
後
で
見
る
よ
う
に
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
こ
の

概
念
を
、
サ
ル
ト
ル
や
、
本
論
で
は
扱
わ
な
い
が
ア
ラ
ン
や
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の

想
像
力
論
と
の
関
係
の
中
で
練
り
上
げ
て
い
く
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
文
脈
を

考
慮
し
て
本
論
で
は
こ
れ
を
「
想
像
力
」
と
訳
す
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
デ
ュ

フ
レ
ン
ヌ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
カ
ン
ト
論
（
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問

題
』
）
を
重
視
し
、
『
美
的
経
験
の
現
象
学
』
に
お
い
て
し
ば
し
ば
こ
れ
に
言
及

す
る
が
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
こ
の
著
作
を
ど
う
読
ん
だ

か
と
い
う
の
は
本
論
の
扱
う
範
囲
を
超
え
る
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ

い
て
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

7

こ
の
個
所
で
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
明
記
し
て
い
な
い
が
、
共
通
感
覚
と
し
て
の
身

体
、
そ
し
て
間
感
覚
的
な
移
行
と
い
う
点
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
彼
は
メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
の
『
知
覚
の
現
象
学
』
の
身
体
論
を
参
考
に
し
て
い
る
。
メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
(
:
・
)
私
の
身
体
は
ま
さ
に
、
等
価
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性
と
間
感
覚
的
置
き
換
え
の
完
全
に
出
来
上
が
っ
た
―
つ
の
体
系
で
あ
る
。
諸

感
官
は
通
訳
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
し
に
互
い
に
翻
訳
さ
れ
、
観
念
を
経
る
必

要
な
し
に
互
に
包
含
し
あ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
考
察
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
の
言
葉

に
そ
の
す
べ
て
の
意
味
を
与
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
『
人
間
と
は
共
通
感

覚
で
あ
っ
て
、
あ
る
時
は
一
方
の
側
か
ら
、
ま
た
あ
る
時
は
他
方
か
ら
触
れ
ら

れ
る
』
。
」

(
M
a
u
r
i
c
e
M
e
r
l
e
a
u
 ,
 
P
o
n
t
y
,
 P
h
e
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
 d
e
 la perception, 

Paris, G
a
l
l
i
m
a
r
d
,
 1
9
4
5
,
 p. 2
7
1
.
)
 

8

一ean
,
 
P
a
u
l
 Sartre, I
 

`• 
i
m
a
g
i
n
a
i
r
e
,
 Paris, G
a
l
l
i
m
a
r
d
,
 1
9
4
0
,
 p. 3
8
.
 
ジ
ャ
ン
11

ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
『
サ
ル
ト
ル
全
集
第
ニ
―
巻
想
像
力
の
問
題
想
像
力

の
現
象
学
的
心
理
学
』
、
平
井
啓
之
訳
、
人
文
書
院
、
一
九
五
五
年
、
四
九
ー

五
十
頁
。
訳
文
は
筆
者
に
よ
る
が
、
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
平
井
訳
を
参
照
し
た
。

9
 Ibid. p. 2
3
9
.
 
邦
訳
三
六
一
頁
。

10 
Ibid. p. 2
4
0
.
 邦
訳
一

1

一
六
一
一
頁
。

11
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
、
『
美
的
経
験
の
現
象
学
』
の
、
本
論
で
こ
れ
ま
で
扱
っ
た

個
所
と
は
別
の
部
分
で
も
サ
ル
ト
ル
の
想
像
力
論
を
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で

デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
、
サ
ル
ト
ル
の
想
像
力
論
に
お
い
て
も
、
必
ず
し
も
想
像
さ

れ
た
も
の
と
知
覚
さ
れ
た
も
の
は
完
全
に
切
り
離
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ア
ナ
ロ
ゴ

ン
が
あ
っ
て
こ
そ
想
像
力
も
働
く
の
だ
と
す
る
が
、
そ
れ
で
も
知
覚
さ
れ
た
も

の
は
想
像
力
が
働
く
に
あ
た
っ
て
引
き
金
の
役
し
か
果
た
し
て
い
な
い
と
す

る

(
P
E
2
60
)
。
な
お
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
が
サ
ル
ト
ル
を
主
題
的
に
扱
っ
た
論
文

と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

M
i
k
e
l
D
u
f
r
e
n
n
e
,
 
＾^
 
L
a
 critique d
e
 

la 
r
a
i
s
o
n
 d
i
a
l
e
c
t
i
q
u
e
≫
,
 Jalons, L
a
 H
a
y
e
,
 1
9
6
6
,
 p
p
.
 1
5
 0
,
 1
6
8
;
 Id, 
＾^
 
N
o
t
e
s
 

s
u
r
 L
e
s
 a
v
e
n
t
u
r
e
s
 d
e
 la d
i
a
l
e
c
t
i
q
u
e
≫
,
 ibid.、
pp.
1
6
9
 ,
 1
7
3
;
 Id, 

^^
 
Sartre a
n
d
 

M
e
r
l
e
a
u
 ,
 
P
o
n
t
y
≫
,
 translated f
r
o
m
 t
h
e
 f
r
e
n
c
h
 b
y
 H
u
g
h
 J.
 

S
i
l
v
e
r
m
a
n
 a
n
d
 

F
r
e
d
e
r
i
c
k
 A
 Elliston ̀
I
e
d
n
,
 P

a
u
l
 Sartre. 
C
o
n
t
e
m
p
o
r
a
r
y
 A
p
p
r
o
a
c
h
e
s
 to 

H
i
s
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
,
 e
d
i
t
e
d
 b
y
 H
u
g
h
 J.
 

S
i
l
v
e
r
m
a
n
 a
n
d
 F
r
e
d
e
r
i
c
k
 A
.
 Elliston, 

Pittsburgh, D
u
q
u
e
s
n
e
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 Press, 
I
 
9
8
 
0

》

p
p
.
2
0
9
 ,
 21
8
.
 
こ
ゎ
い
ら
は
い

ず
れ
も
サ
ル
ト
ル
の
政
治
思
想
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て

想
像
力
の
問
題
は
自
由
の
問
題
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
サ
ル
ト
ル
の

想
像
力
論
は
政
治
論
と
無
縁
で
は
な
い
が
、
本
論
の
扱
う
範
囲
か
ら
は
離
れ
て

い
る
と
い
う
判
断
か
ら
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
論
文
に
つ
い
て
は
扱
わ
な
い
。

こ
の
論
点
は
、
の
ち
の
『
眼
と
耳
』
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
「
潜
在
的
な
も
の
が

12
単
に
身
体
に
お
け
る
盲
目
の
知
で
な
い
な
ら
ば
（
…
）
、
こ
の
潜
在
的
な
も
の
に

認
め
ら
れ
る
現
前
は
知
覚
さ
れ
た
も
の
に
内
在
す
る
想
像
的
な
も
の
の
現
前
で

あ
る
。
こ
の
想
像
的
な
も
の
は
想
像
さ
れ
得
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
必
ず
し
も

想
像
さ
れ
な
い
。
生
地
の
滑
ら
か
さ
は
、
そ
の
現
前
を
私
が
企
ん
で
い
る
か
の

よ
う
に
は
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
現
前
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
が
決
し
て
知
覚
さ

れ
た
こ
と
は
な
く
、
私
の
身
体
の
う
ち
に
反
響
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
全
く

不
在
で
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
そ
こ
に
潜
在
的
に
あ

る
の
で
あ
る
」

(
M
i
k
e
l
D
u
f
r
e
n
n
e
,
 Loeil et 
l'oreille, 
M
o
n
t
r
e
a
l
,
 I
:
H
e
x
a
g
o
n
e
,
 

p
p
.
 1
9
0
 ,
 19
1
.
 
ミ
ケ
ル
・
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
『
眼
と
耳
』
、
棧
優
訳
、
み
す
ず
書
房
、

一
九
九
五
年
、
二
四
三
ー
ニ
四
四
頁
。
訳
文
は
筆
者
に
よ
る
が
、
訳
出
に
あ
た
っ

て
は
棧
訳
を
参
照
し
た
。
）
。
こ
こ
で
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
か

つ
て
生
地
に
触
れ
た
触
覚
的
経
験
の
記
憶
が
現
在
の
知
覚
に
介
在
し
、
実
際
に

触
れ
て
い
な
い
の
に
滑
ら
か
さ
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

13 
E
d
w
a
r
d
 S. 
C
a
s
e
y
,
 

^^
 
I
:
i
m
a
g
i
n
a
t
i
o
n
 c
o
m
m
e
 i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
i
r
e
≫
,
 V
e
r
s
 u
n
e
 

esthetique s
a
n
s
 entrave. M
e
l
a
n
g
e
s
 offerts a
 Mi
k
e
l
 D
u
f
r
e
n
n
e
,
 p. 
I
O
 I. 
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