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メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
に
お
い
て
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」

(
i
m
a
g
e
)

と
い
う
語
は
そ
れ
ほ
ど
使
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
彼
の
哲
学
が
「
知
覚
」

(
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
)

の
優
位
を
重
視
し
、
世
界
内
に
存
在
す
る
身
体
と
世
界

の
最
初
の
交
渉
を
知
覚
の
経
験
に
求
め
て
い
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
通

り
、
彼
の
哲
学
に
お
い
て
「
知
覚
さ
れ
た
も
の
」

(le
p
e
r
~
u
)

、
「
見
え

る
も
の
」
(le
visible)
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
「
イ

マ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
語
は
き
わ
め
て
限
定
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」

(
i
m
a
g
e
)
と
い
う
語
（
あ
る
い
は
ド
イ

ツ
語
の
B
i
l
d

と
い
う
語
）
が
、
知
覚
さ
れ
、
思
い
浮
か
べ
ら
れ
た
「
像
」
と
、

「
図
像
」
、
す
な
わ
ち
絵
画
や
写
真
な
ど
と
し
て
の
「
像
」
と
を
意
味
す

る
と
し
た
ら
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
が
「
知
覚
」
に
お
い
て
と
ら
え
て

い
た
も
の
は
、
何
ら
か
の
形
で
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
呼
ば
れ
う
る
「
像
」

と
、
い
く
ぶ
ん
か
は
重
な
り
合
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」

は
じ
め
に

す
な
わ
ち
「
像
」
に
は
「
心
像
」
や
「
想
像
」
と
い
う
心
理
学
的
な
意

味
内
容
と
「
図
像
」
「
映
像
」
と
い
う
美
学
的
な
意
味
内
容
が
含
ま
れ

て
い
る
。
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
絵
画
に
つ
い
て
多
く
を
語
っ
た
哲
学

者
だ
が
、
彼
が
セ
ザ
ン
ヌ
や
ク
レ
ー
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
は
「
絵
画
」

(
p
e
i
n
t
u
r
e
)

や
「
タ
ブ
ロ
ー
」

(
t
a
b
l
e
a
u
x
)
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
お

り
、
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
語
は
前
面
に
は
出
て
こ
な
い
。
彼
は
ま

る
で
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
を
忌
避
し
て
い
た
か

の
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。

そ
こ
に
は
相
応
の
理
由
が
あ
る
。
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
以
前
に
、
ベ

ル
ク
ソ
ン
が
独
自
の
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
(
i
m
a
g
e
)
概
念
を
「
物
質
と
記
憶
』

で
用
い
て
お
り
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
世
代
の
哲
学
者
は
「
イ
マ
ー

ジ
ュ
」
と
い
う
語
を
用
い
る
と
し
た
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
こ
の
概
念
の
用

法
と
区
別
を
し
て
用
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
他
方
で
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ

ン
テ
ィ
に
少
し
先
立
っ
て
、
サ
ル
ト
ル
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
批
判
し
て
現

象
学
的
な
意
識
の
志
向
性
理
論
を
用
い
て
、
独
自
の
想
像
力
論
、
イ
マ
ー

メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
と
イ
メ
ー
ジ
の
問
題

加

國

尚

志
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ジ
ュ
の
理
論
を
提
出
し
て
い
た
（
『
想
像
力
』
『
想
像
力
の
問
題
』
）
。
メ

ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
の
サ
ル
ト
ル
の
用
法
か
ら
も
自
ら
の
イ
マ
ー

ジ
ュ
概
念
を
区
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
位
置
に
い
た
ー
。
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
と
し
て
は
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
語
に
慎
重
に
な
ら
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
で
き
れ
ば
そ
れ
を
用
い
な
い
で
論
を
立
て

た
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
語

は
、
（
彼
が
も
し
そ
れ
を
独
自
に
用
い
よ
う
と
す
る
な
ら
）
最
初
か
ら

ベ
ル
ク
ソ
ン
と
サ
ル
ト
ル
の
間
と
い
う
位
置
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
の
で

も
ち
ろ
ん
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
も
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
語
を

用
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
彼
が
映
画
を
論
じ
た
「
映
画
と

新
し
い
心
理
学
」
(
-
九
四
五
年
）
で
は
、
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」

(
i
m
a
g
e
)

と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
2

。
映
画
や
写
真
の
像
に
「
イ
マ
ー

ジ
ュ
」
と
い
う
語
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
は
普
通
に
あ
る
こ
と
だ
が
、

こ
の
論
文
（
講
演
を
も
と
に
し
た
も
の
）
で
は
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学

と
映
画
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ

の
知
覚
理
論
に
お
い
て
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
語
が
頻
繁
に
は
使
用

さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
彼
が
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
語

を
厳
格
に
排
除
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い

る
と
も
言
え
る
。

あ
る
。

事
実
、

マ
ウ
ロ
・
カ
ル
ボ
ー
ネ
(
M
a
u
r
o
C
a
r
b
o
n
e
)
の
よ
う
に
「
イ

マ
ー
ジ
ュ
の
肉
」

(la
chair d
e
s
 i
m
a
g
e
s
)
と
い
う
概
念
を
用
い
る
メ
ル

口
1
1

ポ
ン
テ
ィ
研
究
者
3

や
、
ア
ナ
ベ
ル
・
デ
ュ
フ
ォ
ル
ク

(
A
n
n
a
b
e
l
l
e

D
u
f
o
r
c
q
)
の
よ
う
に
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
を
「
想
像
的
な
も
の

の
存
在
論
」

(l'ontologie
d
e
 l'imaginaire)

と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す

る
研
究
者
も
い
る
4

。
お
そ
ら
く
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
が
あ
ま
り
「
イ

マ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
語
を
用
い
な
い
か
ら
、
と
い
う
理
由
で
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
か
ら
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
呼
び
う
る
も
の
を
除
い
て

解
釈
す
る
と
い
う
の
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」

の
概
念
を
積
極
的
に
読
み
込
ん
で
い
く
こ
と
で
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ

の
哲
学
が
美
学
・
芸
術
学
と
取
り
結
ぶ
新
た
な
関
係
を
見
出
す
こ
と
も

可
能
で
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
今
日
「
イ
メ
ー
ジ
人
類
学
」

と
呼
ば
れ
る
試
み
（
ハ
ン
ス
・
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ィ
デ
イ
1
1

ユ
ベ
ル
マ
ン
等
5

)

は
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
が
知
覚
や
身
体
、
あ
る

い
は
無
意
識
や
「
肉
」
と
い
う
概
念
で
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を

芸
術
論
に
導
入
す
る
際
に
有
効
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
イ
メ
ー

ジ
人
類
学
」
は
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
「
身
体
」
の
強
い
結
び
つ
き
を
強
調

す
る
。
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
は
、
社
会
的
・
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
メ
デ
ィ

ア
を
通
じ
て
受
肉
す
る
も
の
で
あ
り
、
身
体
は
「
イ
メ
ー
ジ
本
来
の
場

所」

6

だ
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
の
側
か
ら
、
「
イ
メ
ー
ジ
」
を
め
ぐ
る
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こ
の
よ
う
な
理
論
的
要
請
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
、
メ

ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
は
そ
の
―
つ
の
あ
り
か
た
を
示
す
も
の
と
言

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
語
を
ほ
と
ん

ど
語
る
こ
と
が
な
い
（
し
た
が
っ
て
、
写
真
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
語

る
こ
と
が
な
く
、
映
画
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
し
か
語
ら
な
い
）
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
が
、
身
体
と
イ
メ
ー
ジ
の
結
び
つ
き
を
強
調
す
る
最

近
の
美
学
理
論
と
の
接
触
点
を
持
つ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ど
こ
に
あ
る

の
か
、
こ
こ
で
は
そ
の
問
い
に
至
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
迂
回
路
と
し

て
、
メ
ル
ロ
1
1
ポ
ン
テ
ィ
と
サ
ル
ト
ル
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
、
パ
ノ
フ
ス

キ
ー
、
フ
ロ
イ
ト
と
の
関
連
を
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
「
イ
コ
ノ

ロ
ジ
ー
」
と
「
イ
メ
ー
ジ
人
類
学
」
の
間
で
、
知
覚
と
想
像
の
主
体
、

し
た
が
っ
て
ま
た
イ
メ
ー
ジ
の
主
体
が
身
体
で
あ
る
、
と
い
う
問
題
、

そ
し
て
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
歴
史
の
非
決
定
性
を
め
ぐ
る

問
題
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
試
み
の
た
め
の
予
備
的
な
作
業
と
し
て
、
メ
ル
ロ
1
1
ポ

ン
テ
ィ
が
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
箇
所
を
、
デ
イ
デ
イ
1
1

イ
メ
ー
ジ
の
前
で

イ
メ
ー
ジ
と
い
う
用
語
は
評
判
が
悪
い
。
な
ぜ
な
ら
軽
率
な
こ

と
に
わ
れ
わ
れ
は
、
デ
ッ
サ
ン
と
は
写
し
、
コ
ピ
ー
、
二
次
的
な

も
の
で
あ
り
、
心
的
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
個
人
的
な
が

ら
く
た
の
山
の
中
に
あ
る
そ
の
種
の
デ
ッ
サ
ン
だ
と
考
え
た
か
ら

だ
。
し
か
し
、
イ
メ
ー
ジ
が
実
は
ま
っ
た
く
そ
ん
な
も
の
で
は
な

い
と
し
た
ら
、
デ
ッ
サ
ン
と
絵
も
同
様
に
即
自
的
な
も
の
に
は
属

さ
な
い
の
だ
。
そ
れ
ら
は
感
じ
る
こ
と
の
二
重
性
が
可
能
に
な
る

外
部
の
内
部
で
あ
り
、
内
部
の
外
部
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
内
部
と

外
部
な
し
に
は
想
像
的
な
も
の
の
問
題
の
す
べ
て
を
な
す
準
ー
現

前
や
迫
り
来
る
可
視
性
を
わ
れ
わ
れ
は
け
っ
し
て
理
解
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

7

こ
の
文
章
は
、
基
本
的
に
サ
ル
ト
ル
の
想
像
力
論
に
お
け
る
「
イ

メ
ー
ジ
」
概
念
を
批
判
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
想
像
的
な
も
の
」

(
i
m
a
g
i
n
a
i
r
e
)
を
現
実
の
否
定
と
し
て
「
不
在
」
「
非
存
在
」
と
し
て
と

用
し
て
い
る
。

ユ
ベ
ル
マ
ン
が
興
味
深
い
仕
方
で
引
用
し
て
い
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
話

を
始
め
た
い
。
デ
イ
デ
イ
1
1

ユ
ベ
ル
マ
ン
は
『
イ
メ
ー
ジ
の
前
で
』
に

お
い
て
、
メ
ル
ロ
1
1
ポ
ン
テ
ィ
の
『
眼
と
精
神
』
か
ら
次
の
文
章
を
引

46 



I論文 Iメルロ＝ポンティとイメージの問題 I 

ら
え
る
サ
ル
ト
ル
に
対
し
て
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
「
想
像
的
な
も

の
」
と
身
体
の
関
わ
り
を
強
調
し
な
が
ら
、
絵
画
が
「
現
実
的
な
も
の

の
想
像
的
組
成
」

(la
t
e
x
t
u
r
e
 i
m
a
g
i
n
a
i
r
e
 d
u
 reel) 
8

を
示
し
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
、
サ
ル
ト
ル
と
の
立
場
の
違
い
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
哲
学
の
解
釈
の
文
脈
で
は
そ
う
読
め
る
こ
の
箇
所

に
つ
い
て
、
デ
イ
デ
イ
1
1

ユ
ベ
ル
マ
ン
は
次
の
よ
う
な
解
釈
を
前
に
置

い
て
い
る
。

イ
メ
ー
ジ
と
い
う
概
念
を
切
り
裂
く
こ
と
、
そ
れ
は
ま
ず
、
版

画
も
複
製
も
、
図
版
も
、
「
具
象
的
」
様
相
す
ら
も
示
さ
な
い
、

こ
の
語
が
も
つ
そ
の
抑
揚
へ
と
回
帰
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
「
形
象
化
さ
れ
た
形
象
」
つ
ま
り
表
象
的
対
象

へ
と
固
定
さ
れ
た
形
象
の
こ
と
で
あ
る
を
い
ま
だ
前
提
と

す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
形
象
化
し
つ
つ
あ
る
形
象
だ
け
を
、
つ
ま

り
過
程
を
、
色
彩
化
さ
れ
量
塊
化
さ
れ
た
現
働
的
問
い
を
前
提
と

す
る
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
へ
回
帰
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま

り
そ
れ
は
、
あ
る
描
か
れ
た
表
面
や
あ
る
衣
の
袈
に
お
い
て
ま
さ

に
見
え
る
よ
う
に
な
り
う
る
も
の
を
知
る
た
め
の
、
い
ま
だ
開
か

れ
て
い
る
問
い
な
の
だ
。
箱
を
開
き
な
が
ら
、
期
待
に
満
ち
た
眼

差
し
の
次
元
へ
と
自
分
の
目
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
を
再
び
開
く

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
時
間
を
か
け
て
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ

は
、
か
つ
て
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
が
表
明
し
た
貴
重
な
命
令
へ
と

回
帰
す
る
ひ
と
つ
の
あ
り
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
，

デ
イ
デ
イ
1
1

ユ
ベ
ル
マ
ン
は
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
が
「
迫
り
来
る

可
視
性
」

(visibilite
i
m
m
i
n
e
n
t
e
)
と
呼
ん
だ
も
の
を
「
形
象
化
し
つ
つ

あ
る
形
象
」

(figure
f
i
g
u
r
a
n
t
e
)
と
呼
び
換
え
て
い
る
。
そ
し
て
彼
の

提
案
は
、
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
語
を
「
表
象
的
対
象
」
に
限
定
し
て

し
ま
う
の
で
は
な
く
、
「
見
え
る
よ
う
に
な
る
も
の
」

(
d
e
v
n
i
r
visible) 

へ
と
こ
の
語
を
拡
張
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
補
助
線
を
一
本
引
く
こ
と
で
、
私
た
ち
は
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
が
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
語
を
使
わ
ず
に
述
べ
た
こ
と
の

中
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
や
サ
ル
ト
ル
ら
の
用
法
に
限
定
さ
れ
な
い
、
「
開

か
れ
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
可
能
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
気
づ

く
だ
ろ
う
。

メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
や
サ
ル
ト
ル
ら
の
「
イ
マ
ー

ジ
ュ
」
概
念
と
異
な
る
方
向
を
見
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
に

「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
を
身
体
に
関
係
づ
け
る
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
た
し
か
に
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
を
「
行
動
の
可
能
性
の
中
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心
」
と
し
て
の
「
身
体
」
と
関
連
づ
け
て
い
た
10

。
知
覚
と
し
て
の
イ

マ
ー
ジ
ュ
が
記
憶
と
物
質
の
遭
遇
す
る
場
面
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ

は
身
体
が
両
者
を
接
合
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
か
ぎ
り
で
は
、
ベ
ル

ク
ソ
ン
は
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
身
体
の
関
係
を
提
出
し
て
い
る
（
ド
ゥ

ル
ー
ズ
は
『
シ
ネ
マ
』
で
こ
の
点
を
強
調
し
て
映
画
論
に
ベ
ル
ク
ソ
ン

の
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
を
生
か
そ
う
と
し
た
）
。
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
論
が
潜
在
的
に
持
っ
て
い
た
身
体
性

の
理
論
を
拡
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
1
1
0

ま
た
サ
ル
ト
ル
の
場
合
は
、
彼
の
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
議
論
に
は
ほ

と
ん
ど
身
体
は
関
わ
っ
て
こ
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
自
発
的
な
想

像
的
意
識
に
関
わ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
サ
ル
ト
ル

は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
中
間
的
性
格
を
批
判
し
、
「
イ

マ
ー
ジ
ュ
」
を
実
在
性
か
ら
解
放
し
て
、
「
非
実
在
」
「
非
現
実
」
と
し

て
、
あ
く
ま
で
志
向
的
意
識
の
相
関
的
対
象
と
し
て
規
定
し
よ
う
と
し

た
12

。
こ
ち
ら
は
、
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
を
知
覚
や
実
在
や
身
体
か
ら
切

り
離
す
こ
と
で
、
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
独
自
性
を
確
保
し
、
そ
の
こ
と

に
よ
り
、
「
現
実
の
否
定
と
し
て
の
美
1
1

芸
術
作
品
」
と
い
う
観
念
を

取
り
出
し
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
サ
ル
ト
ル
の
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
あ
る

い
は
美
の
理
論
は
、

マ
ラ
ル
メ
以
降
の
象
徴
主
義
文
学
や
超
現
実
主
義

の
美
学
に
適
合
し
て
い
る
。
し
か
し
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
こ
の
よ

ー

メ

ル

口
1
1
ポ
ン
テ
ィ
の
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
解
釈

イ
マ
ー
ジ
ュ
と
見
る
こ
と

が
用
い
な
か
っ
た
代
わ
り
に
他
の
表
現
で
述
べ
た
も
の
た
と
え

ば
先
の
引
用
で
あ
れ
ば
「
感
じ
る
こ
と
の
二
重
性
」
「
準
ー
現
前
」
「
迫

り
来
る
可
視
性
」
を
す
く
い
上
げ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
「
感
じ

る
も
の
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
動
く
も
の
」
で
あ
る
身
体
と
の
関
わ
り

で
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
独
自
の
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
論
を
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ

ろ
う
し
、
そ
こ
か
ら
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
概
念
を
拡
張
し
て
芸
術
や
美

学
の
問
題
を
語
る
視
点
を
探
り
当
て
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
に
ち
が
い

な
い
。し

た
が
っ
て
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
論
を
、
ま

ず
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
サ
ル
ト
ル
の
間
に
、
そ
れ
ゆ
え
内
在
に
依
拠
し
た

知
覚
実
在
論
と
超
越
に
関
わ
る
志
向
性
の
現
象
学
の
間
に
位
置
づ
け
る

こ
と
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
と
は
別
の
も
う
ひ
と
つ

だ
と
す
る
と
、
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
語
を
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ

う
な
立
場
も
と
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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の
議
論
の
文
脈
を
指
摘
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
メ
ル

口
1
1

ポ
ン
テ
ィ
が
新
カ
ン
ト
派
、
と
り
わ
け
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
の
哲
学
と
の
間
に
保
っ
て
い
た
批
判
的
距
離
で
あ
り
、
新
カ
ン
ト

派
的
な
批
判
哲
学
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
言
い
方
で
は
主
知
主
義
的

な
対
象
構
成
の
哲
学
へ
の
批
判
的
姿
勢
の
持
つ
意
味
を
、
「
イ
メ
ー
ジ
」

に
つ
い
て
の
美
学
的
議
論
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
見
る
こ
と
に
つ
な
が

る
だ
ろ
う
。

メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
『
行
動
の
構
造
』
お
よ
び
『
知
覚
の
現
象
学
』

が
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
派
の
生
理
学
者
で
あ
る
ク
ル
ト
・
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ

イ
ン
の
『
生
体
の
機
能
』
か
ら
強
く
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
周
知

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
に
先
立
っ
て
ゴ
ル
ト

シ
ュ
タ
イ
ン
を
評
価
し
な
が
ら
「
認
識
の
現
象
学
」
を
論
じ
た
の
が
カ
ッ

シ
ー
ラ
ー
の
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
で
あ
る
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
点
で
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
『
行
動
の
構
造
』

や
『
知
覚
の
現
象
学
』
の
記
述
が
、
単
に
知
覚
し
行
動
す
る
身
体
の
哲

学
で
は
な
く
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
と
呼
ぶ
機
能
と

身
体
の
関
係
を
常
に
側
面
的
に
意
識
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
と
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
考
え
方
の
相
違
は
ど

こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
「
シ
ン
ボ
ル
」
を
操
る
能
力
、

し
た
が
っ
て
直
接
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
可
能
的
な
も
の
に
態

度
を
と
る
能
力
を
、
や
は
り
「
精
神
」
の
能
力
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
精
神
」
の
能
力
は
人
間
に
固
有
の
も
の
で
あ
り
、
「
文
化
」

の
発
現
に
関
わ
る
能
力
で
あ
り
、
表
象
的
対
象
を
構
成
し
て
可
知
的
な

内
的
意
味
を
与
え
る
能
力
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
で
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー

の
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
は
、
概
念
を
直
観
に
結
び
つ
け
る
カ
ン
ト
の
図

式
的
構
想
力
を
文
化
領
域
全
般
（
言
語
、
神
話
、
宗
教
、
芸
術
、
理
論

的
認
識
）
の
能
力
に
拡
張
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
た
し
か
に
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
の
研
究
か

ら
多
く
の
も
の
を
得
て
い
る
が
、
そ
の
結
論
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
よ
り

も
、
よ
り
身
体
の
機
能
を
重
視
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
の
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
の
主
体
が
カ
ン
ト
的
な
図
式
的
構
想
力
の

主
体
で
あ
り
、
精
神
あ
る
い
は
知
性
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
は
そ
れ
は
身
体
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は

一
九
五
四
ー
一
九
五
五
年
講
義
「
制
度
化
」

(
l
"

institution)
で
、
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
哲
学
の
弱
み
…
批
判
主
義
が
到
達
点
で
あ
る
、

と
信
じ
、
哲
学
的
意
味
は
「
沈
殿
」

(
s
e
d
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
)
に
お
い
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て
そ
れ
自
身
を
取
り
上
げ
る
も
の
な
の
に
、
そ
れ
が
主
導
的
価
値

を
持
つ
と
信
じ
て
い
る
こ
と
。
批
判
主
義
そ
れ
自
身
を
シ
ン
ボ
ル

形
式
と
し
て
考
え
、
シ
ン
ボ
ル
形
式
に
つ
い
て
の
哲
学
と
考
え
な

3
 

い
こ
と
。

こ
の
講
義
で
の
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
批
判
の
文
脈
は
、
芸
術
作
品
と
「
シ

ン
ボ
ル
形
式
」
の
関
係
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
よ
う

な
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
芸
術
家
は
、
知
覚
に
与

え
ら
れ
た
も
の
か
ら
身
を
引
き
離
し
、
そ
れ
を
―
つ
の
シ
ン
ボ
ル
形
式

に
転
換
す
る
、
知
性
主
義
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
、
芸
術
家
に
と
っ
て
の
作
品
と
歴
史
に

と
っ
て
の
作
品
の
意
味
の
ず
れ
を
指
摘
す
る
。

芸
術
家
に
と
っ
て
、
作
品
と
は
―
つ
の
試
み
で
あ
る
。
そ
し
て

歴
史
に
と
っ
て
は
、
絵
画
全
体
が
ひ
と
つ
の
始
ま
り
な
の
で
あ

る。

14

メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
芸
術
家
に
と
っ
て
作
品

の
意
味
は
開
か
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
芸
術
の
歴
史
（
美
術
史
）
に
と
っ

て
は
、
絵
画
の
あ
り
か
た
自
体
が
ま
だ
決
定
さ
れ
て
い
な
い
、
開
か
れ

た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
芸
術
家
は
、
自
分
が
何
を
し
て
い
る

の
か
を
正
確
に
は
知
ら
な
い
の
で
あ
り
、
美
術
史
的
な
絵
画
の
規
定

は
、
ま
だ
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
が
「
制
度
化
」

(
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
)

と
呼
び
、
「
沈
殿
」
「
取
り
上
げ
直
し
」
と
呼
ん
で
い
る

も
の
は
、
い
わ
ば
、
後
に
な
っ
て
か
ら
そ
の
意
味
が
理
解
さ
れ
、
そ
こ

に
最
初
か
ら
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
よ
う
な
、
時
間
の
逆
説
の
こ
と
で
あ

る。
こ
う
し
た
議
論
の
流
れ
の
な
か
で
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
『
シ
ン
ボ
ル

形
式
と
し
て
の
遠
近
法
』
が
言
及
さ
れ
る
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
眼

と
精
神
』
(
-
九
六
一
年
）
で
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
パ
ノ
フ
ス
キ
ー

の
同
著
に
言
及
し
て
い
る
し
、
そ
こ
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
ル
ネ
サ

ン
ス
の
遠
近
法
絵
画
と
デ
カ
ル
ト
の
『
屈
曲
光
学
』
の
視
覚
理
論
を
一

種
の
人
為
主
義
と
し
て
批
判
し
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
新
し
い
絵
画
と

視
覚
の
探
求
と
し
て
セ
ザ
ン
ヌ
以
降
の
絵
画
を
と
ら
え
る
、
と
い
う
視

点
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
弟
子
で
あ
っ
た
ユ

ベ
ー
ル
・
ダ
ミ
ッ
シ
ュ
が
述
懐
し
て
い
る
よ
う
に
、
若
き
日
の
ダ
ミ
ッ

シ
ュ
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
や
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
を
読
む
よ
う
に
勧
め
た
の
は

メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
パ
リ
で
は
誰
も
そ
う
し
た

も
の
を
知
ら
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
1
5
0

そ
の
意
味
で
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
「
シ
ン
ボ
ル

so 
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形
式
」
の
美
術
史
（
そ
れ
は
や
が
て
「
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
」
と
し
て
体
系

化
さ
れ
る
わ
け
だ
が
）
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
で
は
先
駆
的
な
紹
介
者
で

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
『
眼
と
精
神
』
で
は
、
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
と
し
て

の
遠
近
法
』
か
ら
ご
く
わ
ず
か
な
参
照
（
そ
れ
も
誤
植
さ
れ
た
）
が
あ

る
だ
け
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
立
論
が
パ
ノ
フ

ス
キ
ー
に
依
拠
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
一
九
五
四
ー
一
九
五
五

年
講
義
「
制
度
化
」
で
は
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
に
よ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
の
遠
近

法
解
釈
を
紹
介
し
な
が
ら
、
留
保
も
示
し
て
い
る
。
こ
の
留
保
に
着
目

し
て
み
た
い
。

こ
こ
で
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
が
「
制
度
化
」
と
い
う
こ
と
で
問
題
に

し
て
い
る
の
は
、
個
人
の
歴
史
が
集
団
の
歴
史
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く

構
造
で
あ
る
。
絵
画
史
に
な
ぞ
ら
え
て
言
う
と
、
個
人
の
技
法
上
の
発

明
が
な
ぜ
集
団
の
様
式
の
歴
史
に
な
っ
て
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
個
人
の
作
品
と
歴
史
の
間
に
は
、
遡
行
的
な
関
係
が
あ
る
。
「
娘

で
あ
る
作
品
は
母
で
あ
る
作
品
と
な
る
」

16

。
す
な
わ
ち
、
過
去
の
作

品
か
ら
学
ば
れ
た
個
人
と
し
て
の
画
家
の
作
品
は
、
そ
れ
以
降
の
他
の

画
家
の
作
品
の
様
式
を
決
定
す
る
歴
史
的
な
作
品
へ
と
変
貌
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
ぜ
起
こ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を

メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
問
題
に
す
る
。

こ
こ
で
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
「
原
因
」

(
c
a
u
s
e
)
と
「
徴
候
」

(
s
y
m
p
t
6
m
e
)
を
区
別
す
る
。
中
世
に
対
す
る
オ
リ
エ
ン
ト
の
影
響
は

「
原
因
」
で
は
な
く
（
精
神
分
析
で
言
う
と
こ
ろ
の
）
「
徴
候
」
で
あ
る
。

古
代
の
絵
画
に
お
け
る
遠
近
感
の
工
夫
か
ら
、
中
世
に
お
い
て
は
「
後

退
」
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
導
入
さ
れ
た
オ
リ
エ
ン
ト
の
影
響
は
こ

の
「
後
退
」
が
「
迂
回
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
さ
せ
る
、
未
来
へ
向
け
て

の
「
徴
候
」
、
予
兆
な
の
で
あ
る
。
実
際
に
遠
近
法
が
、
キ
リ
ス
ト
教

的
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
思
想
と
連
続
的
な
無
限
空
間
の
思
想
と
と
も
に

可
能
と
な
る
の
だ
と
し
て
も
、
中
世
の
時
期
の
「
量
塊
（
マ
ッ
ス
）
の

様
式
」
か
ら
、
表
現
を
支
え
る
基
体
（
支
持
体
）
の
「
等
質
性
」
が
作

り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
様
式
の
中
に
は
、
遠
近
法
的

な
作
図
を
生
み
出
す
「
原
因
」
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
、
絵
画
と
絵
画
の
「
論
理
」
が
異

な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
「
見
出
さ
れ
た
も
の
が
正
確
に
何
を

意
味
す
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
」

17

と
い
う
側
面
が
絵
画
に
は
あ
る
。

「
ひ
と
は
思
っ
て
い
た
以
上
の
意
味
を
も
つ
何
か
を
す
る
」
。
し
た
が
っ

て
、
そ
こ
に
は
「
偶
然
と
理
性
の
混
合
」

18

が
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
世

が
古
代
の
遠
近
感
の
エ
夫
か
ら
逸
脱
す
る
の
は
、
歴
史
を
単
純
に
反
復

継
続
し
て
い
く
の
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
で
は
「
偶
然
」
で
あ
る
が
、

絵
画
の
問
題
の
取
り
上
げ
直
し
や
シ
ス
テ
ム
の
置
き
換
え
が
あ
る
と
い

う
意
味
で
は
「
理
性
」
（
合
理
的
）
な
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
が
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
に
留
保
を
示
す
の

は
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
と
し
て
考
え
て
い
る
よ
う

な
「
世
界
感
覚
」

(We
l
t
g
e
f
O
h
l
)

や
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
考
え
て
い
た

よ
う
な
「
歴
史
化
さ
れ
、
拡
大
さ
れ
た
批
判
主
義
」
19

に
対
し
て
で
あ
る
。

ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
近
代
に
至
る
西
洋
絵
画
を
可
能
に
し
た
遠
近
法
と
い

う
空
間
処
理
は
、
彼
ら
に
し
た
が
え
ば
、
そ
れ
な
し
で
は
西
洋
絵
画
が

精
神
的
文
化
と
し
て
不
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
な
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
と

し
て
「
成
熟
点
」
、
す
な
わ
ち
そ
れ
以
降
は
「
極
度
に
客
観
的
（
イ
タ

リ
ア
絵
画
）
な
も
の
」
と
「
極
度
に
主
観
的
（
バ
ロ
ッ
ク
絵
画
）
な
も

の
」
へ
の
揺
れ
が
あ
る
程
度
「
均
衡
」
す
る
点
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
カ
ス
テ
ル
に
言

及
し
な
が
ら
、
多
く
の
画
家
が
出
た
後
で
は
、
そ
れ
は
「
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
な
凡
作
」
の
形
式
で
あ
り
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
慣
習
的
な
イ
メ
ー
ジ
に

す
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
を
と

ら
え
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
す
べ
て
の
言
語
が
そ
こ
に
依
拠
す
る
「
純

粋
文
法
」
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
比
較
さ
れ
う
る
が
、
そ
こ
で

は
、
個
々
の
発
話
行
為
は
忘
却
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
そ
こ
で
セ
ザ
ン
ヌ
が
ル
ネ
サ
ン
ス
と
は
別
の

遠
近
法
を
発
見
す
る
試
み
を
追
い
な
が
ら
、
画
家
の
「
選
択
」

(
c
h
o
i
x
)

を
問
題
に
す
る
。
各
々
の
選
択
は
絵
画
を
「
継
承
し
な
が
ら
作
り
直
す
」
。

た
し
か
に
画
家
の
選
択
は
「
乗
り
越
え
の
試
み
」
な
の
で
あ
る
が
、
そ

こ
に
は
「
反
復
」
や
「
再
解
読
」
が
あ
り
、
単
な
る
乗
り
越
え
で
は
な

く
、
「
保
存
す
る
乗
り
越
え
」
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
、
マ
テ
ィ

ス
の
映
画
の
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
の
場
面
を
例
に
と
り
、
マ
テ
ィ
ス
が

筆
使
い
を
た
め
ら
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
つ
い
て
述

べ
な
が
ら
、
画
家
の
身
ぶ
り
の
な
か
に
問
題
の
解
決
を
知
ら
な
い
ま
ま

解
決
す
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

そ
れ
は
「
選
択
」
と
い
う
よ
り
も
「
作
業
」

(travail)

で
あ
る
、
と
メ

ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
述
べ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
絵
画
の
よ
う
な
文
化
が
可
能
と
な
る
可
能
性
の
条
件

と
し
て
の
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
を
解
読
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、

「
作
業
中
の
画
家
」
に
お
い
て
「
基
礎
づ
け
な
お
さ
れ
る
歴
史
」

20

が

あ
る
こ
と
を
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
指
摘
す
る
。
「
作
品
の
制
度
化
」

は
「
ジ
グ
ザ
グ
」
に
、
「
あ
い
ま
い
な
移
行
」
と
し
て
展
開
す
る
の
で

あ
る
2
1
0

パ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
遠
近
法
を
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
と
呼
ぶ
の
は
、
も

ち
ろ
ん
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
か
ら
と
ら
れ
て
お
り
、
「
精
神
的
意
味
内
容
が

そ
れ
に
よ
っ
て
具
体
的
感
性
的
記
号
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
こ
の
記
号
に

内
面
的
に
同
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」

22

と
い
う
点
を
ふ
ま
え
て
で
あ

る
。
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
『
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
研
究
』
で
は
、
「
純
粋
な
形
、

52 
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モ
テ
ィ
ー
フ
、
イ
メ
ー
ジ
、
物
語
、
寓
意
を
そ
れ
ぞ
れ
根
本
原
理
の
表

出
と
し
て
考
え
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
「
象
徴
的
価

値
」
と
呼
ん
だ
も
の
を
発
見
し
、
解
釈
す
る
こ
と
が
「
深
い
意
味
で
の

イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」
、
す
な
わ
ち
「
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
」
で
あ
る
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
2
3
0

先
に
も
述
べ
た
通
り
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
や
パ

ノ
フ
ス
キ
ー
を
フ
ラ
ン
ス
で
先
駆
的
に
語
っ
た
人
で
あ
っ
た
わ
け
だ

が
、
彼
の
立
場
は
新
カ
ン
ト
派
的
な
立
場
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
『
眼

と
精
神
』
で
は
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
を
参
照
し
な
が
ら
も
、
と
く
に
何
の
批

判
も
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
九
五
四
ー
一
九
五
五
年
講
義
で
は
、
「
シ

ン
ボ
ル
形
式
」
と
い
う
用
語
に
対
す
る
留
保
が
、
歴
史
の
偶
然
性
（
た

だ
し
単
純
な
偶
然
性
で
は
な
く
、
反
復
や
取
り
上
げ
直
し
を
も
つ
歴
史
）

の
概
念
と
、
「
作
業
中
の
画
家
」
の
視
覚
へ
の
問
い
か
け
と
と
も
に
示

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
芸
術
作
品
の
歴
史
（
美
術
史
、
と
言
っ
て
も

よ
い
）
に
さ
ま
ざ
ま
な
逸
脱
や
開
か
れ
た
意
味
が
あ
り
、
そ
の
「
様
式

的
契
機
」
の
分
析
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
、
個
々
の
作
品
や
画
家
に
よ

る
歴
史
の
取
り
上
げ
直
し
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
画
家
の
行
っ

た
こ
と
が
歴
史
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
と
い
う
こ
と

を
、
当
の
画
家
も
含
め
て
誰
も
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
メ
ル
ロ
1
1
ポ
ン
テ
ィ
が
新
カ
ン
ト
派
的

）
の
よ
う
な
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
穏
や
か
な
留
保
か
ら
お
よ
そ

デ
ィ
デ
ィ
1
1

ユ
ベ
ル
マ
ン
の
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
批
判

な
知
覚
概
念
を
批
判
し
な
が
ら
、
身
体
の
潜
在
的
な
知
、
そ
れ
自
体
と

し
て
は
非
知
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
、
理
性
以
前
、
意
識
以

前
の
知
を
語
っ
て
い
た
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
こ
と
が
わ

か
る
。
絵
画
を
前
に
し
て
、
た
し
か
に
私
た
ち
は
自
然
に
物
を
見
る
よ

う
に
見
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
絵
画
に
込
め
ら
れ
た
「
内
的
意
味
」
が

わ
か
ら
な
い
よ
う
で
は
、
絵
画
を
鑑
賞
し
た
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
ま
た
、
「
見
る
こ
と
」
が
そ
の
ま
ま
「
知
る
こ
と
」
で

あ
る
よ
う
な
態
度
は
、
絵
画
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
存
在
を
飛
び
越
え

て
し
ま
う
。
そ
れ
は
イ
メ
ー
ジ
を
超
え
て
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
の
認
識

に
な
る
。
絵
画
の
「
像
」
「
イ
メ
ー
ジ
」
を
前
に
し
て
、
美
術
史
が
「
イ

コ
ノ
ロ
ジ
ー
（
図
像
学
）
」
と
し
て
、
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
の
「
認
識
」

に
還
冗
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
に
対
し
て
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ

は
正
面
か
ら
反
対
は
し
て
い
な
い
が
、
そ
こ
に
偶
然
性
や
「
作
業
」
の

概
念
、
あ
る
い
は
「
沈
殿
」
や
「
取
り
上
げ
直
し
」
に
よ
る
「
開
放
性
」

を
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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三
十
年
後
に
は
、
デ
イ
デ
イ
1
1

ユ
ベ
ル
マ
ン
が
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
と
カ
ッ

シ
ー
ラ
ー
に
対
し
て
、
そ
の
認
識
論
的
な
態
度
や
無
意
識
の
否
定
に
つ

い
て
強
い
調
子
で
批
判
を
展
開
す
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

パ
ノ
フ
ス
キ
ー
に
と
っ
て
無
意
識
は
存
在
し
な
い
…
象
徴
の
制

作
者
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的
意
図
を
超
え
た
象
徴
機
能
だ
け
が
存

在
す
る
の
で
あ
る
。
…
そ
れ
は
形
式
の
一
般
的
生
成
的
な
文
法
を
、

「
ひ
と
つ
の
文
化
の
特
徴
と
な
る
あ
ら
ゆ
る
思
考
、
知
覚
、
行
動

を
産
出
」
で
き
る
文
法
を
目
指
し
て
い
る
。
…
要
す
る
に
そ
れ
は
、

あ
ら
ゆ
る
形
式
を
産
出
で
き
る
機
能
形
式
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

そ
れ
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
積
極
的
に
主
張
し
た
機
能
の
「
形
式

的
統
一
性
」
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
象
徴
機
能
は

要
す
る
に
理
性
の
対
象
で
あ
り
、
イ
デ
ア
の
あ
ら
ゆ
る
特
徴
を
備

え
、
特
異
な
現
象
世
界
を
自
分
の
超
越
的
法
則
に
従
属
さ
せ
る
の

だ
。
と
こ
ろ
が
ま
さ
に
明
白
に
、
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
構
築
は
、
そ

の
よ
う
な
モ
デ
ル
と
は
正
反
対
の
方
向
で
作
用
と
「
無
意
識
の
形

成
」
の
メ
タ
心
理
学
を
構
成
し
て
い
た
。

24

お
そ
ら
く
こ
の
批
判
は
強
す
ぎ
る
だ
ろ
う
。
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
に
し
て

も
、
「
象
徴
的
価
値
」
を
画
家
が
自
覚
し
て
い
な
い
可
能
性
は
認
め
て

い
る
の
だ
か
ら
、
本
当
は
あ
る
種
の
無
意
識
的
な
領
域
を
想
定
し
な
く

て
は
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
依
拠
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
的
な
認
識
論
的

態
度
で
美
術
史
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
試
み
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の

試
み
と
同
様
に
「
フ
ロ
イ
ト
以
前
」
の
理
性
、
と
呼
べ
る
も
の
に

属
し
て
い
た
。
彼
の
試
み
は
、
そ
の
対
象
の
多
元
決
定
性
を
演
繹

の

論

理

形

式

典

型

的

に

カ

ン

ト

的

な

以

外

の

形

で

考

え
る
こ
と
を
嫌
悪
し
て
い
た
。

25

た
と
え
ば
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
神
話
や
芸
術
の
問
題
を
前
に
し
て
「
シ

ン
ボ
ル
」
を
人
間
の
不
可
欠
の
機
能
と
し
て
語
る
場
合
に
お
い
て
さ
え
、

フ
ロ
イ
ト
（
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
、
マ
ル
ク
ス
）
は
忌
避
し
て
い
た
2
6
0

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
眼
に
は
、
「
性
的
本
能
」
を
強
調
す
る
フ
ロ
イ
ト
は
、

経
験
的
事
実
か
ら
人
間
性
の
統
一
を
危
う
く
す
る
詭
弁
と
映
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
は
、
シ
ン
ボ
ル
を
操
作
す
る
能
力
は
本
能

と
は
結
び
つ
け
ら
れ
ず
、
や
は
り
知
性
あ
る
い
は
精
神
と
結
び
つ
け
ら

れ
、
人
間
性
の
特
色
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
カ
ッ
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シ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
芸
術
は
「
シ
ン
ボ
ル
的
言
語
」
な
の
で
あ
る
。
カ
ッ

シ
ー
ラ
ー
が
依
拠
す
る
次
の
よ
う
な
ゲ
ー
テ
の
言
葉
は
、
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
に
と
っ
て
人
文
主
義
的
教
奨
主
義
あ
る
い
は
啓
蒙
主
義
が
根
本
に

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
批
判
主
義
自
体
が
、
十
八
世

紀
末
ド
イ
ツ
の
人
文
主
義
を
前
提
と
す
る
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
で
あ
る

と
す
る
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
批
判
の
意
味
も
理
解
で
き
よ
う
。

芸
術
ー
第
二
の
自
然
、
そ
れ
も
ま
た
、
神
秘
的
で
は
あ
る
が
よ

り
了
解
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
悟
性
の
う
ち
に
起

源
を
持
つ
か
ら
。

27

絵
画
が
「
悟
性
」

(
V
e
s
t
a
n
d
)

に
起
源
を
持
つ
の
だ
と
し
た
ら
、
私

た
ち
が
絵
画
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
「
理
解
」
す
る
こ
と
だ
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
が
カ
ン

ト
の
「
図
式
的
構
想
力
」
と
同
じ
く
、
抽
象
的
な
観
念
を
感
性
的
記
号

に
置
き
換
え
る
或
る
構
造
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
何
の
不

思
議
も
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
「
イ
メ
ー
ジ
」
を
前
に
し
て
、
見
る
こ
と
そ
の
も
の
に

内
在
す
る
「
理
解
不
可
能
な
も
の
」
ま
さ
に
ゲ
ー
テ
は
「
神
秘

に
満
ち
た
」

(
g
e
h
e
i
m
n
i
s
v
o
l
l
)
と
言
っ
て
い
た
の
だ
が
を
見
る
、

う
に
語
っ
て
い
る
。

と
い
う
経
験
を
語
る
た
め
に
は
、
身
体
に
、
ま
た
無
意
識
に
帰
る
必
要

が
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
が
、
そ
れ

と
し
て
語
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
「
イ
メ
ー
ジ
」
の

美
学
「
イ
メ
ー
ジ
人
類
学
」
（
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
）
と
い
う
語
が
よ

り
ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い
に
貢
献
す
る
と
し
た
ら
、
絵
画

作
品
の
経
験
を
画
家
の
学
術
的
知
識
に
で
は
な
く
、
作
業
中
の
画
家
の

視
覚
と
身
振
り
そ
の
も
の
に
遡
求
さ
せ
よ
う
と
す
る
現
象
学
的
な
視
点

と
、
絵
画
を
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
の
よ
う
な
「
純
粋
文
法
」
ま

さ
に
ル
ネ
サ
ン
ス
の
「
遠
近
法
」
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
機
能
し

て
い
た
の
だ
が
に
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
い
ま
だ
決
定
さ
れ
て

い
な
い
開
か
れ
た
沈
黙
の
意
味
の
場
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
精
神

分
析
的
な
意
味
論
的
視
点
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
デ
イ
デ
イ
1
1

ユ
ベ
ル

マ
ン
は
、
ラ
カ
ン
や
バ
タ
イ
ユ
や
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
ら
の
試
み
と
と
も
に
、

『
開
か
れ
た
イ
メ
ー
ジ
』
で
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
に
つ
い
て
、
次
の
よ

さ
て
、
こ
の
〔
身
体
が
徴
候
の
中
で
観
客
に
供
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
〕
こ
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
そ
の
も
の
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
イ

メ
ー
ジ
の
「
身
体
」
の
問
題
に
、
そ
れ
を
「
肉
」
と
の
関
わ
り
の

角
度
か
ら
定
式
化
し
な
が
ら
締
め
直
す
必
要
が
あ
っ
た
。
メ
ル
ロ
1
1
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ポ

ン

テ

ィ

が

フ

ッ

サ

ー

ル

に

し

た

が

い

な

が

ら

「

対

象
と
し
て
の
身
体
」
あ
る
い
は
「
機
能
的
身
体
」

(
K
o
r
p
e
r
)
を
超

え
て
理
解
し
て
い
た
、
偉
大
な
現
象
学
的
教
え
に
な
ら
っ
て
、
身

体
が
そ
れ
に
よ
っ
て
生
気
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
肉
」

(
c
h
a
i
r
)

そ
の

も
の
を
理
解
す
る
以
前
に
「
現
象
的
身
体
」
あ
る
い
は
「
経
験
の

身
体
」

(
L
e
i
b
)

に
問
い
か
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

28

し
か
し
デ
イ
デ
イ
1
1

ユ
ベ
ル
マ
ン
は
現
象
学
的
記
述
に
も
満
足

し
な
い
。
そ
こ
に
は
「
現
れ
の
ス
タ
イ
ル
」
が
欠
け
て
お
り
、
作

家
や
詩
人
の
方
が
哲
学
者
よ
り
も
「
イ
メ
ー
ジ
の
還
元
不
可
能
性

(
i
r
r
e
d
u
c
t
i
b
i
l
i
t
e
)
」
を
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
肉

の
問
題
に
は
フ
ロ
イ
ト
の
重
要
性
も
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
デ
イ
デ
イ
1
1

ユ
ベ
ル
マ
ン
は
、
「
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
を
読

み
直
し
な
が
ら
ラ
カ
ン
の
著
作
に
取
り
組
ん
だ
」

29

と
も
述
懐
し
て
い

る
。
た
し
か
に
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
が
『
眼
と
精
神
』
で
取
り
上
げ

る
絵
画
作
品
は
セ
ザ
ン
ヌ
、
マ
テ
ィ
ス
、
ド
ロ
ー
ネ
ー
、
ク
レ
ー
と
い
っ

た
作
品
で
あ
り
、
彼
が
取
り
組
む
の
は
「
イ
メ
ー
ジ
」
の
問
題
で
は
な

く
、
「
奥
行
き
」
「
線
」
「
色
」
と
い
っ
た
、
画
家
に
と
っ
て
「
イ
メ
ー

ジ
」
以
前
に
問
題
と
な
る
要
素
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
こ
で
も
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
に
「
イ
メ
ー
ジ
」

の
身
体
論
を
期

イ
メ
ー
ジ
と
本
能
メ
ル
ロ
11
ポ
ン
テ
ィ
と
フ
ロ
イ
ト

待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
見
え
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
ま
さ
に
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
、
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
「
肉
」

の
問
題
を
フ
ロ
イ
ト
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
性
や
本
能
を

備
え
た
身
体
と
と
も
に
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
面
が
あ
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
最
後
に
そ
の
側
面
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
身
体
の
現
象
学
が
ほ
と
ん
ど
フ
ロ
イ
ト
の

無
意
識
と
接
触
し
な
が
ら
こ
れ
は
た
と
え
ば
彼
が
パ
ウ
ル
・
シ

ル
ダ
ー
の
「
身
体
図
式
」
論
に
依
拠
す
る
と
き
に
顕
著
に
な
る
、

し
か
し
フ
ロ
イ
ト
に
つ
い
て
は
批
判
的
な
視
点
を
維
持
し
て
い
た
こ
と

は
た
し
か
で
あ
る
。
最
初
の
著
作
『
行
動
の
構
造
』
で
は
、
ゴ
ル
ト
シ
ュ

タ
イ
ン
の
影
響
が
強
く
、
フ
ロ
イ
ト
に
つ
い
て
は
批
判
的
な
留
保
が
強

く
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
彼
な
り
の
仕
方

で
フ
ロ
イ
ト
を
評
価
し
て
い
た
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
『
知
覚
の
現
象
学
』

の
「
性
的
存
在
と
し
て
の
身
体
」
で
、
身
体
の
性
的
な
意
味
を
認
め
る

と
き
に
、
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
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フ
ロ
イ
ト
自
身
が
、
彼
の
具
体
的
な
分
析
に
お
い
て
は
、
諸

徴
候
は
い
つ
も
複
数
の
意
味
を
持
つ
、
あ
る
い
は
「
多
元
決
定

(
s
u
r
d
e
t
e
r
m
i
n
e
)
」
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
さ
せ
る

と
き
に
、
因
果
的
思
考
を
放
棄
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の

こ
と
は
、
徴
候
が
確
立
さ
れ
る
と
き
に
、
主
体
の
う
ち
に
は
い
つ

も
諸
々
の
存
在
理
由
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と

で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
人
生
に
お
け
る
い
か
な
る
出
来
事
も
、

適
切
に
語
る
な
ら
、
外
か
ら
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

゜

る。

3

性
的
な
も
の
を
「
徴
候
」
と
し
て
理
解
す
る
、
と
い
う
条
件
で
、
「
見

え
る
身
体
は
性
的
な
図
式
に
支
え
ら
れ
て
い
る
」

31

の
で
あ
り
、
「
エ

ロ
ス
的
知
覚
(
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
e
r
o
t
i
q
u
e
)
」
32

も
認
め
ら
れ
る
。
性
的
な
も

の
の
原
初
性
を
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
明
確
に
認
め
て
い
た
の
で
あ

る。
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
こ
の
よ
う
な
リ
ビ
ド
ー
や
エ
ロ
ス
を
構
造
的

に
備
え
た
「
エ
ロ
ス
的
知
覚
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
こ
と
を

展
開
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
後
年
の
『
眼
と
精
神
』

で
セ
ザ
ン
ヌ
や
ク
レ
ー
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
も
、
そ
こ
に
は
性
的
な

意
味
に
つ
い
て
の
考
察
は
ま
っ
た
く
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な

「
エ
ロ
ス
的
知
覚
」
は
、
彼
の
芸
術
論
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に

も
見
え
る
。
し
か
し
、
『
知
覚
の
現
象
学
』
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
セ

ザ
ン
ヌ
の
懐
疑
」
で
は
フ
ロ
イ
ト
の
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
論

が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

ヴ
ィ
ン
チ
を
「
精
神
の
人
」
と
理
解
す
る
こ
と
に
賛
成
し
な
い
。
フ
ロ

イ
ト
に
よ
る
「
聖
ア
ン
ナ
と
聖
母
子
」
の
解
釈
に
触
れ
な
が
ら
、
メ
ル

口
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
芸
術
家
と
幼
児
期
や
性
欲
と
の
開
係
は
や
は
り
否
定

で
き
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
仮
に
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
が
ヴ
ァ
レ
リ
ー

の
言
う
よ
う
な
「
精
神
の
人
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
が
そ
う
な
ら

な
く
て
は
な
ら
な
い
何
か
が
が
幼
児
期
に
は
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
は
や
は
り
一
種
の
「
実
存
的
精
神
分
析
」
の
議
論

に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
画
家
の
主
体
と
し
て
の
選
択
、
と
い
う
サ
ル

ト
ル
的
な
投
企
(projet)

の
議
論
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
む
し
ろ
、
サ
ル
ト
ル
の
想
像
力
論
へ
の
批
判
と
し
て
メ
ル
ロ
1
1

ポ

ン
テ
ィ
が
フ
ロ
イ
ト
に
言
及
す
る
第
二
の
場
面
と
し
て
、
一
九
五
四
ー

一
九
五
五
年
講
義
「
受
動
性
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
こ
の
講
義
で
、
サ
ル
ト
ル
の
よ
う
に
「
現
実
」

と
「
想
像
」
を
き
っ
ぱ
り
と
区
別
す
る
立
場
に
批
判
を
加
え
て
い
る
。

メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
よ
う
に
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
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サ
ル
ト
ル
の
想
像
力
論
は
意
識
の
受
動
性
を
ま
っ
た
く
認
め
な
い
た
め

に
、
私
た
ち
の
知
覚
と
想
像
の
両
義
的
な
関
係
を
見
落
と
し
て
し
ま
っ

て
い
る
。
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
知
覚
と
想
像
の
分
か
ち
が
た
さ
を
主

張
す
る
。わ

れ
わ
れ
の
現
実
的
生
活
は
、
そ
れ
が
存
在
す
る
も
の
に
か
か

わ
る
か
ぎ
り
で
、
す
で
に
想
像
的
な
も
の
(
i
m
a
g
i
n
a
i
r
e
)

で
あ

る。

33

し
た
が
っ
て
目
覚
め
の
幻
想
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
逆
に
夢
の

準
知
覚
的
な
性
格
と
い
う
も
の
が
あ
る
ー
神
話
。

34

メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
、
「
想
像
的
な
も
の
」
を
知
覚
と
切
り
離
す

の
で
は
な
く
、
両
者
が
一
体
と
な
っ
た
知
覚
の
様
態
を
問
題
に
し
よ
う

と
す
る
。
知
覚
を
「
生
身
で
与
え
ら
れ
る
」

(
L
e
i
b
h
a
f
t
g
e
g
e
b
e
n
)
と
と

ら
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
く
ぼ
み
(
c
r
e
u
x
)
」
「
蝕
」

(ellipse)

を
も
っ
た
知
覚
と
し
て
、
世
界
の
定
立
の
「
隔
た
り
」
「
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
」

と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に

応
じ
て
、
知
覚
の
主
体
と
し
て
の
身
体
は
、
単
に
知
覚
の
主
体
で
あ
る

だ
け
で
は
な
く
、
「
想
像
的
な
も
の
」
「
夢
」
の
主
体
で
も
あ
る
こ
と
に

眠
る
こ
と
、
そ
れ
は
世
界
へ
の
直
接
的
な
現
前
で
も
、
純
粋
な
不

在
で
も
な
い
。
そ
れ
は
隔
た
り
を
お
い
た
存
在
な
の
で
あ
る
。

35

し
た
が
っ
て
、
知
覚
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
と
し
て
、
ま
た

一
般
的
に
ド
ラ
マ
の
状
況
と
の
関
係
と
し
て
の
身
体
は
、
夢
の
主

体
で
あ
り
、
〈
想
像
的
意
識
〉
で
は
な
い
。
眠
り
は
夢
と
同
じ

も
の
で
は
な
く
、
脱
分
化
し
た
(
d
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
i
e
)
身
体
へ
の
回
帰

6
 

3
 

で
あ
る
。

こ
う
し
た
文
章
を
見
る
な
ら
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
「
知
覚
」
が
、

想
像
的
な
も
の
や
夢
と
厳
格
に
区
別
さ
れ
た
知
覚
で
あ
る
と
言
う
よ
り

も
、
想
像
的
な
も
の
や
夢
を
も
可
能
性
と
し
て
含
み
込
ん
だ
知
覚
で
あ

る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
知
覚
と
想
像
を
区
別
し
て
、
想
像
を

知
覚
に
基
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
想
像
と
区
別
さ
れ
た
知
覚
と
想
像
と

が
共
存
す
る
経
験
が
、
む
し
ろ
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
考
え
て
い
た
知

覚
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
そ
れ
を
フ

ロ
イ
ト
の
「
非
知
覚
」

(
i
m
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
)
と
と
も
に
考
え
よ
う
と
し
て

い
る
。
知
覚
は
非
知
覚
（
知
覚
で
き
な
い
も
の
）
を
含
ん
で
い
る
の
で

な
る
。
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あ
っ
て
、
す
ぐ
に
気
づ
か
れ
る
よ
う
に
こ
の
モ
チ
ー
フ
が
「
見
え
る
も

の」

(
v
i
s
i
b
l
e
)

と
「
見
え
な
い
も
の
」

(
i
n
v
i
s
i
b
l
e
)

の
可
逆
的
な
交
差
と

い
う
彼
の
晩
年
の
存
在
論
の
着
想
に
通
じ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る。
こ
の
よ
う
な
知
覚
の
概
念
は
「
知
覚
の
現
象
学
』
で
は
ま
だ
動
揺
し

て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
「
コ
ギ
ト
」
に
つ
い
て
論
じ
た

箇
所
で
は
、
デ
カ
ル
ト
が
述
べ
た
よ
う
な
、
夢
あ
る
い
は
妄
想
と
現
実

あ
る
い
は
知
覚
の
区
別
が
つ
か
な
い
よ
う
な
懐
疑
の
状
態
と
い
う
も
の

は
、
知
覚
の
明
証
性
の
議
論
と
と
も
に
退
け
ら
れ
て
い
た
。
私
た
ち
は
、

夢
か
現
実
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
知
覚
と
い
う
も
の
は
経
験
し
な
い
の

で
あ
る
。
他
方
で
、
「
性
」
に
つ
い
て
論
じ
た
箇
所
で
は
、
ビ
ン
ス
ヴ
ァ

ン
ガ
ー
の
症
例
（
「
失
声
症
」
）
解
釈
な
ど
を
例
に
と
り
な
が
ら
、
「
エ

ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
知
覚
」
が
語
ら
れ
て
い
た
し
、
知
覚
と
幻
覚
が
、
一
っ

の
経
験
の
二
つ
の
様
態
で
あ
る
よ
う
な
場
面
も
他
の
箇
所
で
語
ら
れ
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
な
か
に
、
知
覚
の
「
生

き
生
き
し
た
現
前
」
の
明
証
性
を
認
め
る
一
種
の
「
現
象
学
」
的
な
態

度
と
、
知
覚
と
非
知
覚
の
絡
み
合
い
を
認
め
る
「
精
神
病
理
学
的
」
態

度
と
が
並
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て

「
知
覚
さ
れ
た
も
の
」
は
、
時
間
的
な
地
平
の
開
け
の
中
で
、
「
現
前
」

の
明
証
性
か
ら
ず
れ
こ
ん
で
い
き
、
変
様
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の

知
覚
の
変
様
の
担
い
手
は
身
体
で
あ
っ
て
、
身
体
と
世
界
の
関
わ
り
合

い
の
構
造
こ
そ
が
、
知
覚
と
非
知
覚
の
両
義
的
な
並
存
を
可
能
に
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
身
体
の
構
造
を
後
に
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
「
肉
」
(
c
h
a
i
r
)

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
し
、
そ
れ
は
ま
た
「
象

徴
機
能
」

(
s
y
m
b
o
l
i
s
m
e
)

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
も
な
る
。

こ
の
よ
う
な
身
体
の
夢
幻
的
知
覚
の
機
能
を
、
発
話
の
機
能
と
同
様

に
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
私
た
ち
が
何
か
を

見
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
何
か
を
知
ら
な
い
、

と
い
う
よ
う
な
、
身
体
と
知
覚
さ
れ
た
も
の
、
イ
メ
ー
ジ
と
の
関
係
を

提
ホ
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
絵
画
は
、
ク
レ
ー
の
述
べ
た
よ
う
に

「
見
え
る
よ
う
に
す
る
」

(
r
e
n
d
r
e
v
i
s
i
b
l
e
,
 f
a
i
r
e
 v
i
s
i
b
l
e
)
。
こ
の
よ
う
な

「
見
え
る
よ
う
に
す
る
」
機
能
を
備
え
た
、
そ
れ
自
身
「
見
え
る
も
の
」

の
―
つ
で
あ
る
画
像
1
1

イ
メ
ー
ジ
こ
そ
が
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
が
用

い
は
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
今
日
私
た
ち
が
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
言
葉

の
な
か
で
経
験
し
て
い
る
こ
と
の
中
心
軸
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
『
眼
と
精
神
』
か
ら
、
そ
れ
を
示
す
一
節
を
引
用
す
る
こ
と
と
し

こ‘°
f
‘
>
 本

質
と
実
存
、
想
像
的
な
も
の
と
現
実
、
見
え
る
も
の
と
見
え

な
い
も
の
、
画
家
は
す
べ
て
の
わ
れ
わ
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、
肉
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「
肉
」
で

的
な
本
質
か
ら
な
る
、
そ
し
て
暗
黙
の
意
味
作
用
の
現
実
的
類
似

か
ら
な
る
彼
の
夢
幻
的
宇
宙
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
混

ぜ
合
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

37

「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
語
は
こ
こ
に
は
出
て
こ
な
い
。
し
か
し
、

ラ
カ
ン
が
「
サ
ン
ト
ー
ム
」
と
呼
ん
だ
よ
う
な
、
現
実
と
想
像
的
な
も

の
、
そ
し
て
象
徴
や
表
現
と
の
編
み
上
げ
の
場
所
と
し
て
の
絵
画
、
イ

マ
ー
ジ
ュ
と
い
う
語
が
置
か
れ
る
べ
き
場
所
は
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い

る
38

。
そ
し
て
こ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
主
体
は
、
知
覚
の
主
体
で
も
あ
れ

ば
、
想
像
的
な
も
の
、
夢
の
主
体
で
も
あ
る
身
体
で
あ
り
、
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
表
現
で
は
「
象
徴
機
能
」

(
s
y
m
b
o
l
i
s
m
e
)
と
し
て
の
「
肉
」

(chair)

で
あ
る
。
「
イ
メ
ー
ジ
」
の
生
成
の
場
所
と
し
て
「
イ
メ
ー
ジ

人
類
学
」
が
想
定
し
て
い
る
「
身
体
」
は
、
ま
さ
し
く
そ
こ
で
知
覚
と

想
像
、
現
前
と
不
在
が
絡
み
合
わ
さ
れ
る
場
と
し
て
の
身
体
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
客
観
的
な
身
体
に
対
し
て
現
象
的
身
体

で
あ
る
と
同
時
に
、
快
感
や
本
能
と
混
ざ
り
合
い
、
象
徴
や
幻
想
を
産

出
す
る
、
精
神
分
析
と
も
あ
る
種
の
親
和
性
を
持
つ
身
体
1
1

な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

イ
メ
ー
ジ
を
め
ぐ
っ
て
、
今
日
の
「
イ
メ
ー
ジ
人
類
学
」
が
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
や
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
を
批
判
す
る
の
は
、
彼
ら
の
新
カ
ン
ト
派
的
な

主
知
主
義
的
態
度
に
対
し
て
で
あ
り
、
そ
れ
が
彼
ら
の
依
拠
し
た
ア
ビ
・

ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
の
「
文
化
科
学
」

(
K
u
l
t
u
r
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
)
を
狭
め
て

し
ま
い
、
そ
れ
が
本
来
持
っ
て
い
た
文
化
人
類
学
や
精
神
分
析
と
の
接

点
を
断
ち
切
っ
て
し
ま
っ
た
点
に
あ
る
39

。
こ
れ
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な

美
術
史
あ
る
い
は
美
学
が
、
身
体
を
軸
に
据
え
て
イ
メ
ー
ジ
を
考
察
す

る
と
い
う
こ
と
を
忌
避
し
て
き
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
画
家
と
美
術
史

家
、
そ
し
て
知
的
な
鑑
賞
者
は
「
精
神
の
人
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

た
わ
け
で
あ
る
が
、
身
体
や
無
意
識
の
導
入
は
、
「
イ
メ
ー
ジ
」
を
意

味
内
容
よ
り
も
「
徴
候
」
に
置
き
戻
し
、
そ
の
形
式
的
・
文
法
的
な
分

析
よ
り
も
、
多
元
決
定
的
な
事
後
的
解
釈
に
、
し
た
が
っ
て
鑑
賞
の
主

体
を
あ
る
種
の
「
非
知
」

(
n
o
n
'
s
a
v
o
i
r
)

の
状
態
に
導
く
も
の
に
す
る
。

そ
の
た
め
、
「
イ
メ
ー
ジ
」
の
解
釈
学
に
必
要
な
の
は
、
西
洋
近
代
的

な
「
知
」
の
主
体
、
認
識
と
言
説
の
主
体
で
は
な
く
、
「
イ
メ
ー
ジ
」

を
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
し
て
可
能
な
ら
し
め
る
「
身
体
」
と
し
て
の
主
体

で
あ
り
、
「
非
知
」
と
無
意
識
の
主
体
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は

意
識
主
体
や
理
性
的
主
体
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、
主
体
な
ら
ざ
る

結
論
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I論文 Iメルロ＝ポンティとイメージの問題 I 

主
体
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
こ
う
し
た
文
脈
で
、
「
非
知
」
や
「
徴
候
」
に
つ
い
て
バ

タ
イ
ユ
や
フ
ロ
イ
ト
あ
る
い
は
ラ
カ
ン
40

が
呼
び
出
さ
れ
、
事
後
的
に

多
元
決
定
さ
れ
る
歴
史
（
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
）
に
つ
い
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

が
呼
び
出
さ
れ
る
の
と
並
ん
で
、
こ
の
よ
う
な
「
身
体
」
に
つ
い
て
、
「
イ

メ
ー
ジ
」
と
い
う
語
を
使
用
す
る
こ
と
の
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
驚
く
べ
き
こ
と
で

は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
絵
画
よ
り
も
さ
ら
に
広
範

な
「
イ
メ
ー
ジ
」
の
問
題
は
、
西
洋
近
代
的
な
主
体
と
歴
史
の
目
的
論

的
関
係
の
想
定
の
も
と
に
絵
画
の
歴
史
を
語
っ
て
き
た
美
術
史
を
問
い

直
す
契
機
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
ま
た
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
や
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
ら
の
観
念
論
、
あ

る
い
は
主
知
主
義
的
な
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
の
美
学
、
あ
る
い
は
「
イ

コ
ノ
ロ
ジ
ー
」
へ
の
性
急
な
批
判
が
、
フ
ロ
イ
ト
精
神
分
析
の
安
直
な

汎
性
欲
論
的
応
用
や
民
族
学
的
考
察
に
終
わ
る
な
ら
、
結
局
、
私
た
ち

は
観
念
論
と
唯
物
論
の
振
り
子
の
両
端
を
往
復
し
て
い
る
だ
け
で
あ
ろ

う
。
「
徴
候
」
「
多
元
決
定
」
「
不
安
」
と
い
っ
た
概
念
を
導
入
す
る
こ

と
に
よ
り
、
イ
メ
ー
ジ
の
考
察
に
お
い
て
、
観
念
論
と
唯
物
論
を
超
え

て
、
イ
メ
ー
ジ
本
来
の
場
が
提
示
さ
れ
る
た
め
に
は
、
存
在
論
的
な

考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
は
「
肉
」

(
c
h
a
i
r
)

の

概
念
を
伝
統
的
な
意
識
1
1

主
体
の
概
念
と
同
時
に
物
質
概
念
を
超
え
る

も
の
と
し
て
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
た
し
、
フ
ロ
イ
ト
に
つ
い
て
も
、

「
存
在
論
的
精
神
分
析
」
の
た
め
の
「
肉
」

(
c
h
a
i
r
)

の
概
念
を
提
示
し

よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
試
み
は
完
遂
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
わ

け
で
あ
る
が
、
「
イ
メ
ー
ジ
」
の
問
題
が
、
素
朴
な
唯
物
論
や
エ
ネ
ル

ギ
ー
論
的
汎
性
欲
論
し
た
が
っ
て
因
果
論
的
分
析
を
超
え

た
次
元
で
「
徴
候
」
や
「
多
元
決
定
」
を
導
入
し
、
「
裂
け
目
」
「
開
け
」

と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
の
考
察
を
要
求
す
る
と
し
た
ら
、
「
イ
メ
ー
ジ
」

(
i
m
a
g
e
)

と
「
肉
」

(
c
h
a
i
r
)

の
関
係
を
深
く
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
こ

と
も
、
ま
た
た
し
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
イ
メ
ー
ジ
」
は
や
は
り
ひ

と
つ
の
「
受
肉
」
で
あ
り
、
私
た
ち
は
そ
こ
に
た
だ
「
イ
メ
ー
ジ
」
を

見
る
だ
け
で
は
な
く
、
身
体
的
な
「
肉
」
の
経
験
を
持
つ
の
で
あ
り
、
「
イ

メ
ー
ジ
」
と
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
経
験
の
場
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。
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マ
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七
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頁
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0
p.cit., p
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39
「
と
き
に
は
美
術
史
家
た
ち
は
、
カ
ン
ト
的
あ
る
い
は
新
カ
ン
ト
主
義
的
な
仕
方

で
、
自
分
自
身
の
学
問
の
広
が
り
と
限
界
を
批
判
し
よ
う
と
努
め
て
き
た
。
し

か
し
彼
ら
は
い
ず
れ
に
せ
よ

I

そ
し
て
依
然
と
し
て
新
カ
ン
ト
主
義
的
な
仕

方
で
ー
自
ら
が
生
み
出
し
た
知
の
支
配
を
受
け
る
中
心
に
自
分
で
身
を
置
い

て
し
ま
っ
た
。
確
か
に
彼
ら
は
、
自
分
自
身
の
目
を
研
ぎ
澄
ま
し
、
自
分
た
ち

の
実
践
を
「
意
識
化
」
し
、
あ
ら
ゆ
る
無
邪
気
さ
に
、
す
な
わ
ち
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
の
無
邪
気
さ
に
反
駁
し
た
。
芸
術
的
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
に
、
彼
ら
は
、
記
号
、

象
徴
や
様
式
的
本
体
の
表
れ
を
探
し
求
め
た
が
、
め
っ
た
に
徴
候
を
見
つ
け
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
徴
候
を
見
つ
め
れ
ば
、
イ
メ
ー
ジ
の
中
心
に
開

い
た
裂
け
目
に
お
い
て
、
そ
の
ま
さ
に
怪
し
い
効
力
に
お
い
て
、
自
分
の
目
を

危
険
に
さ
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
だ
。
そ
れ
は
非
ー
知
に
よ
る
強

制
を
受
け
入
れ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
中
心
的
で
優
越
的
な
位
置
か
ら
、
知
る

主
体
が
占
め
る
強
力
な
位
置
か
ら
、
自
分
自
身
が
遠
ざ
か
る
こ
と
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
美
術
史
家
は
、
徴
候
を
病
ー
芸
術
と
い
う
こ
の
美
し
き
も
の
に
と
っ

て
は
あ
ま
り
に
も
物
騒
な
概
念
で
あ
る

I

と
同
一
視
し
て
い
た
た
め
そ
れ
を

警
戒
し
て
い
た
。
…
彼
ら
は
芸
術
を
知
る
こ
と
を
望
み
、
彼
ら
の
知
の
縫
合
さ

れ
た
イ
メ
ー
ジ
に
似
せ
て
芸
術
を
創
作
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
彼
ら
は
自
分
た

ち
の
知
が
、
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
を
引
き
裂
く
も
の
の
イ

メ
ー
ジ
に
類
似
し
て
、
引
き
裂
か
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」

（
デ
イ
デ
イ
1
1

ユ
ベ
ル
マ
ン
前
掲
書
二
七
四
頁
）

「
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
と
い
う
か
つ
て
の
概
念
は
、
い
ま
だ
に
時
代
に
即
し
た
意
味

を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
概
念
を
美
術
史
学
に
と
っ
て
実
り
豊
か
な
も
の

に
し
た
の
は
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
で
あ
っ
た
が
、
結
局
彼
も
イ
コ
ノ

ロ
ジ
ー
を
歴
史
的
な
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
解
明
可
能
な
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
図
像

ア
レ
ゴ
リ
ー
に
制
限
し
、
本
来
の
意
味
か
ら
逸
ら
せ
て
し
ま
っ
た
。
」
（
ベ
ル
テ
ィ

ン
ク
前
掲
書
二
九
頁
）

「
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
近
接
し
て
発
展
さ
せ
た
『
象
徴
形
式
の
哲
学
』
で
は
、

言
語
と
「
感
覚
的
直
観
像
」
の
区
別
は
、
前
者
に
「
感
覚
的
物
質
性
と
い
う
固

有
の
重
荷
が
ま
っ
た
く
な
い
」
点
に
あ
る
と
さ
れ
、
象
徴
の
世
界
に
お
け
る
ヒ

エ
ラ
ル
キ
ー
は
あ
ま
り
に
も
あ
か
ら
さ
ま
で
あ
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
イ
メ
ー

ジ
に
も
認
識
の
媒
介
機
能
を
認
め
る
が
、
認
識
の
「
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
利
用

す
る
に
は
、
イ
メ
ー
ジ
は
あ
ま
り
に
も
容
易
く
「
精
神
の
ま
な
ざ
し
」
を
あ
ら

ぬ
方
向
に
逸
ら
せ
て
し
ま
う
と
非
難
す
る
。
こ
の
よ
う
な
言
説
に
お
い
て
は
、

イ
メ
ー
ジ
そ
れ
自
体
が
メ
デ
ィ
ア
と
み
な
さ
れ
、
言
語
に
劣
る
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
」
（
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
前
掲
書
―
―

-
O
I三
一
頁
）
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