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1
　
は
じ
め
に

　
現
象
学
に
お
け
る
最
大
の
難
問
は
現
象
で
あ
る
。
Ｊ
・
Ｌ
・
マ
リ
オ
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
現
象
学
者
が
還
元
を
施
せ
ば
施
す
ほ
ど
、

そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
現
象
は
多
様
に
な
る
（M

A
R

IO
N

［（990

］、［（997

］）。
し
か
し
こ
の
こ
と
を
、
現
象
概
念
そ
の
も
の
が
曖
昧
に

な
る
と
否
定
的
に
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
現
象
学
者
の
数
ほ
ど
現
象
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
現
象

は
相
対
的
な
概
念
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
現
象
学
者
は
具
体
的
な
分
析
が
進
展
す
る
に
つ
れ
て
還
元
を
繰
り
返
し
作
動
さ
せ
る
が
、
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
む
し
ろ
現
象
そ
の
も
の
は
多
様
に
豊
か
に
な
っ
て
い
く
。
還
元
を
施
す
ご
と
に
現
象
は
多
様
で
豊
か
に
な
る
。
繰
り
返

さ
れ
る
還
元
の
実
施
は
ま
た
、
現
象
の
自
己
進
展
と
い
う
事
象
そ
の
も
の
の
動
き
か
ら
要
請
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
現
象
学
者
は
事
象

そ
の
も
の
に
冷
静
な
理
性
の
目
で
向
き
合
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
事
象
そ
の
も
の
の
動
き
が
、
現
象
学
者
か
ら
冷
静
さ
を
奪
っ
て
い
く
。

現
象
学
者
は
事
象
そ
の
も
の
の
動
き
に
巻
き
込
ま
れ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
動
き
に
促
さ
れ
て
繰
り
返
し
還
元
を
実
施
す
る
の
で
あ
る
。
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Ｒ
・
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
が
一
生
に
一
度
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
象
学
者
の
還
元
は
一
生
に
何
度
も
実
施
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ

る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
に
繰
り
返
し
施
さ
れ
た
還
元
に
よ
っ
て
、
現
象
は
い
か
な
る
も
の
と
し
て
姿
を
現
す
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
こ

の
問
い
に
、
Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
が
用
い
た
元
型
概
念
を
照
射
さ
せ
る
こ
と
で
、
多
様
な
る
現
象
を
読
解
す
る
可
能
性
を
導
き
出
し
て
み
よ

う
と
思
う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
現
象
を
元
型
と
し
て
直
接
的
に
解
釈
す
る
テ
キ
ス
ト
を
現
象
学
内
部
か
ら
引
き
出
す
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
現
象
学
の
現
象
と
ユ
ン
グ
の
元
型
を
媒
介
す
る
論
者
と
し
て
、
本
稿
で
は
井
筒
俊
彦
の
東
洋
哲
学
の
意
義
を
際
立
た
せ
よ
う
と
思

う
。

2
　
現
象
学
者
に
と
っ
て
の
現
象
と
学

2
─1
　
存
在
論
と
し
て
の
現
象
学

　
現
象
学
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
現
象
学
運
動
の
中
で
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
こ
の
問
い
を
改
め
て
問
う
て
み
た
い
。
Ｍ
・
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
第
7
節
で
「
現
象
学
と
は
何
か
」
を
問
題
に
し
た
際
に
、
ま
ず
は
現
象Phänom

en

と
学Logos

と
に

用
語
を
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
に
遡
っ
て
そ
の
内
実
を
解
明
し
た
。
本
稿
で
の
最
初
の
問
い
「
現
象
学
と
は
何
か
」
に
対
し

て
一
定
の
応
答
を
試
み
る
た
め
に
、
そ
し
て
本
稿
の
主
要
な
目
的
「
多
様
な
る
現
象
を
元
型
と
し
て
読
解
す
る
こ
と
」
を
明
確
に
す
る
た

め
に
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
議
論
を
ま
ず
は
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
現
象
学
は
存
在
論
で
あ
る
。
彼
の
存
在
論
は
、
存
在
者
の
存
在
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
存
在
一
般
の
意
味
へ

と
問
い
を
投
げ
か
け
る
。
彼
自
身
の
言
葉
で
言
え
ば
、「
存
在
者
か
ら
存
在
を
引
き
剥
が
しA

bhebung

、
存
在
そ
の
も
の
を
解
明
す
る

こ
とExplikation

」（SZ.�27

）
で
あ
る
。
前
半
の
作
業
、
つ
ま
り
存
在
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
存
在
者
を
引
き
剥
が
し
（ab

）、
も
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っ
て
存
在
そ
の
も
の
を
際
立
た
せ
る
こ
と
（heben

）
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
西
洋
哲
学
史
の
批
判
的
解
体
で
あ
る
。
そ
し
て
後
半

の
解
明
、
つ
ま
り
外
部
へ
と
向
け
て
（ex

）
綾
を
な
す
こ
と
（plicare/falten

）
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
の
歴
史
の
試
み
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
現
象
学
は
、
存
在
の
意
味
、
存
在
者
の
存
在
を
暴
露
さ
せ
る
た
め
に
、
哲
学
史
の
批
判
的
解
体
作

業
を
徹
底
し
て
遂
行
し
続
け
る
立
場
、
つ
ま
り
存
在
論
に
他
な
ら
な
い
。

2
─2
　
現
象
と
学
の
相
即

　
存
在
論
と
し
て
の
現
象
学
の
立
場
を
明
確
に
し
た
あ
と
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
現
象
学
と
い
う
術
語
の
解
体
に
と
り
か
か
る
。
現
象
学

は
現
象ϕαινόμενον

と
学λόγοϛ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
前
者
の
現
象
が
現
象
学
の
「
何W

as

」、
つ
ま
り
現
象
学
が
扱
う
主
題
を
表

し
て
い
る
。
そ
し
て
後
者
の
学
が
現
象
学
の
「
い
か
にW

ie

」
つ
ま
り
現
象
学
の
方
法
を
示
し
て
い
る
。
先
取
し
て
言
え
ば
、
新
田
義

弘
が
適
切
に
言
語
化
し
た
よ
う
に
、
現
象
学
に
お
け
る
事
象
と
方
法
は
分
離
さ
れ
て
各
々
理
解
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
両
者
は
相
即
す

る
関
係
に
あ
る
（
新
田
［200（

］、［2009

］）。
し
た
が
っ
て
、
事
象
そ
の
も
の
と
し
て
現
象
と
学
は
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
個
別
に
独

立
さ
せ
て
分
析
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
あ
く
ま
で
語
の
要
素
と
し
て
両
者
を
分
け
た
が
、『
存
在
と
時
間
』
第
7
節
で

明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
こ
そ
現
象
学
に
お
け
る
事
象
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
現
象
学
の
主
題
で
あ
る
現
象
と
現
象
学
の
方
法
で
あ
る
学
が
相

即
す
る
状
況
で
あ
る）

（
（

。

　
さ
て
現
象
に
つ
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
そ
の
語
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
の
動
詞ϕαίνεσϑαι

「
じ
ぶ
ん
を
示
す
」
に
由
来
す
る
こ
と
を

指
摘
し
、
現
象
の
意
味
を
「
じ
ぶ
ん
を
示
す
当
の
も
の
、
じ
ぶ
ん
を
示
す
も
の
、
あ
ら
わ
な
も
の
」
と
す
る
（SZ.28

）。
そ
し
て
同
時
に

重
要
な
指
摘
と
し
て
、
動
詞ϕαίνεσϑαι

は
「
自
白
の
も
と
に
も
た
ら
す
、
明
る
み
に
出
す
」
と
い
う
意
味
の
動
詞ϕαίνω

の
中
動
態
で

あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
多
く
の
西
欧
語
で
、
再
帰
代
名
詞
を
伴
っ
た
他
動
詞
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
の
動
詞



井
筒
俊
彦
の
元
型
的
現
象
学
の
射
程
（
中
山
）�

二
八

の
中
動
態
が
、
現
象
概
念
に
は
深
く
関
係
し
て
い
る
。
つ
ま
り
現
象
と
は
、
能
動
的
な
行
為
で
も
受
動
的
な
事
態
で
も
な
く
、
中
動
態
的

な
出
来
事
、
行
為
が
再
帰
的
に
主
体
に
関
係
す
る
出
来
事
と
し
て
生
じ
る
、
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
明
か
に
な
る
。

2
─3
　
現
象
と
あ
ら
わ
れ

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
現
象
の
内
実
を
確
定
し
つ
つ
同
時
に
、
あ
ら
わ
れ
／
現
出Erscheinung

と
の
相
違
に
注
意
を
喚
起
す
る
。
現
象

は
じ
ぶ
ん
を
示
す
当
の
も
の
だ
が
、
あ
ら
わ
れ
／
現
出
は
じ
ぶ
ん
を
示
し
な
が
ら
も
、
示
す
こ
の
じ
ぶ
ん
自
身
を
示
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。

あ
ら
わ
れ
／
現
出
と
は
「
…
じ
ぶ
ん
を
示
さ
な
い
或
る
も
の
が
、
み
ず
か
ら
を
示
す
或
る
も
の
を
つ
う
じ
て
、
自
分
を
告
げ
る
こ
と
で
あ

る
。
あ
ら
わ
れ
る
と
は
、
じ
ぶ
ん
を
示
さ
な
い
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
」（SZ.�29

）。
端
的
に
言
え
ば
、
現
象
は
自
己
を
示
す
も
の
、
自
己
示

現Sichzeigen

で
あ
り
、
あ
ら
わ
れ
／
現
出
は
自
己
を
示
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
、
自
己
を
示
す
も
の
と
自
己
を
示
さ
な
い

も
の
が
、
現
象
学
の
現
象
に
密
接
に
関
係
し
合
っ
て
い
る
。「
現
象
は
、
し
た
が
っ
て
け
っ
し
て
あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
。
他
方
す
べ
て
の

あ
ら
わ
れ
は
、
た
し
か
に
現
象
に
依
拠
し
て
い
る
」（SZ.�30

）。
現
象
す
る
こ
と
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
／
現
出
が
現
象
に
依
拠
す
る
と
は

つ
ま
り
、
現
象
す
る
際
に
は
じ
ぶ
ん
を
示
す
こ
と
と
同
時
に
、
じ
ぶ
ん
を
示
さ
な
い
こ
と
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の

よ
う
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
両
者
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
真
理
概
念
で
あ
る
ア
レ
ー
テ
イ
アαλήθεια

を
見
抜
い
た
。
人
が
真
理
を
直

観
す
る
際
に
は
、
覆
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
が
暴
露
さ
れ
る
と
同
時
に
、
覆
蔵
さ
れ
て
い
く
も
の
が
あ
る
。
日
常
的
な
語
り
で
言
え
ば
、
見

る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
と
同
時
に
、
見
え
な
く
な
っ
て
い
く
も
の
が
あ
る
。
現
象
学
に
と
っ
て
重
要
な
問

い
は
、
こ
の
見
え
な
く
な
っ
て
い
く
も
の
、
じ
ぶ
ん
を
示
さ
な
い
も
の
、
覆
蔵
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
の
「
何W

as

」
で
あ
る
。
現
象
学

が
現
象
を
主
題
に
す
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
現
象
の
現
象
学
と
は
、
Ｅ
・
フ
ッ
サ
ー
ル
が
言
う
意
味
で
の
意
識
へ
の
所
与
の
「
い
か
に

W
ie

」
か
ら
出
発
し
つ
つ
も
、
意
識
に
与
え
ら
れ
な
い
こ
の
「
何W

as

」
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
現
象
学
の
問
い
は
、「
い
か
に
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W
ie

」
か
ら
「
何W

as

」
へ
と
次
元
転
換
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
「
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
の
応
答
と
し
て
、

つ
ま
り
本
質
と
し
て
現
象
を
問
う
の
で
あ
り
、
意
識
を
所
与
性
の
舞
台
と
し
た
現
象
の
与
え
ら
れ
方
の
様
態
を
問
う
の
で
は
な
い）

2
（

。
フ
ッ

サ
ー
ル
の
現
象
学
を
批
判
的
に
解
体
し
つ
つ
、
存
在
者
の
存
在
へ
の
問
い
（
存
在
論
）
と
し
て
現
象
学
を
際
立
た
せ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

意
図
も
こ
こ
に
あ
る
。

2
─4
　
存
在
論
的
差
異
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
志
向
性
理
論

　
周
知
の
よ
う
に
現
象
と
あ
ら
わ
れ
／
現
出
の
差
異
性
構
造
を
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
存
在
者
と
存
在
と
い
う
存
在
論
的
差
異
と
し
て
際
立

た
せ
た
。
存
在
は
存
在
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
つ
つ
も
、
そ
れ
じ
た
い
は
原
理
的
に
あ
ら
わ
れ
な
い
。『
存
在
と
時
間
』
で
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
の
戦
略
は
、
存
在
者
を
通
じ
て
存
在
を
剔
抉
し
つ
つ
存
在
そ
の
も
の
を
分
析
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
範
例
と
さ
れ
た
の

が
、
存
在
を
了
解
し
て
い
る
独
特
な
存
在
者
で
あ
る
現
存
在
で
あ
る
。
他
方
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
分
析
の
主
戦
場
を
内
在
的
意
識
に
設
定
し

た
た
め
、
こ
の
意
識
へ
の
現
象
の
所
与
の
い
か
に
を
問
う
こ
と
に
視
線
が
向
か
っ
た
た
め
、
存
在
と
存
在
者
の
差
異
を
際
立
た
せ
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
見
て
い
た
差
異
は
、
あ
く
ま
で
現
出
と
現
出
者
で
あ
る
。
両
者
は
、
現
出
が
時
間
位
相
に
即
し
た
一

面
的
な
与
え
ら
れ
方
を
す
る
一
方
で
、
そ
れ
ら
を
通
時
的
に
取
り
ま
と
め
る
こ
と
で
現
出
者
と
し
て
把
捉
さ
れ
て
く
る
と
い
う
構
造
を
も

つ
（H

ua.�X
III,�8

）。
現
出
も
現
出
者
も
と
も
に
意
識
に
与
え
ら
れ
る
領
域
の
出
来
事
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
フ
ッ
サ
ー
ル
の
志
向
性

理
論
に
よ
っ
て
は
、
存
在
者
の
存
在
、
現
象
に
伏
在
す
る
隠
れ
の
次
元
を
扱
う
こ
と
は
難
し
い
。
こ
こ
で
現
象
学
の
問
い
の
次
元
が
転
換

し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
現
象
に
と
も
な
っ
て
見
え
る
も
の
で
は
な
く
、
現
象
に
と
も
な
っ
て
見
え
な
く
な
る
領
域
へ
と
、

現
象
学
の
問
い
が
向
か
っ
て
い
る
。
現
象
学
は
ほ
ん
ら
い
、
現
象
し
な
い
も
の
の
学
な
の
で
あ
る
。
本
稿
で
の
問
い
も
こ
の
よ
う
に
問
い

の
次
元
を
転
換
さ
せ
る
こ
と
で
、
現
象
学
に
お
け
る
現
象
と
い
う
主
題
を
本
質
へ
の
問
い
と
し
て
整
序
し
、
現
象
に
伴
っ
て
隠
れ
る
次
元
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に
、
夢
や
幻
覚
に
お
い
て
顕
著
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
彩
ら
れ
た
多
様
な
元
型
を
見
抜
い
て
い
く）

3
（

。
こ
の
よ
う
に
元
型
と
し
て
現
象
を
解
釈
す

る
た
め
に
本
稿
で
は
、
井
筒
俊
彦
の
東
洋
哲
学
を
媒
介
さ
せ
る
。
と
り
わ
け
彼
の
思
想
に
内
在
す
る
現
象
学
へ
の
批
判
的
視
座
の
う
ち
に
、

こ
う
し
た
本
質
と
し
て
の
現
象
の
批
判
的
解
体
が
含
ま
れ
て
い
る
。
か
か
る
解
体
作
業
を
通
じ
て
井
筒
は
、
元
型
の
現
象
学
を
創
設
し
よ

う
と
す
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、
井
筒
と
現
象
学
の
近
く
て
遠
い
／
遠
く
て
近
い
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

3
　
井
筒
俊
彦
と
現
象
学

　
世
界
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
研
究
者
、
言
語
哲
学
者
の
井
筒
俊
彦
は
、
父
親
の
影
響
で
幼
少
期
よ
り
禅
の
修
行
を
行
っ
て
き
た
。
禅
体

験
の
方
が
、
彼
の
研
究
人
生
に
対
し
て
先
行
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
彼
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
思
想
史
の
研
究
、
と
り
わ
け
神
秘
主

義
思
想
の
研
究
を
通
じ
て
、
ま
た
言
語
学
や
言
語
哲
学
の
研
究
か
ら
、
こ
う
し
た
原
的
体
験
を
言
語
化
す
る
可
能
性
を
探
る
。
そ
の
際
に

彼
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
の
が
、
同
時
代
の
西
洋
哲
学
で
あ
る
現
象
学
と
の
出
会
い
だ
っ
た）

4
（

。
本
章
で
は
、
井
筒
俊
彦
の
『
意
識
と

本
質
』
で
の
思
惟
を
導
く
動
機
の
一
つ
と
し
て
現
象
学
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

3
─1
　
Ｊ
・
Ｐ
・
サ
ル
ト
ル
哲
学
と
の
出
会
い

　
井
筒
は
『
三
田
文
学
』（
（�

9�

8�

5
年
（（
月
）
に
発
表
し
た
小
論
「
三
田
時
代
─
─
サ
ル
ト
ル
哲
学
と
の
出
会
い
」
に
お
い
て
、
自
身

の
哲
学
的
思
索
に
お
け
る
サ
ル
ト
ル
か
ら
の
影
響）

5
（

を
述
べ
て
い
る
。
井
筒
が
サ
ル
ト
ル
哲
学
か
ら
影
響
を
受
け
た
背
景
に
は
、
当
時
の
井

筒
の
個
人
的
な
終
戦
体
験
、「
ま
わ
り
の
現
実
が
、
ま
る
で
夢
幻
の
濃
霧
の
な
か
に
揺
曳
す
る
存
在
の
影
の
よ
う
に
頼
り
な
げ
に
見
え
て

い
た
」（『
全
集
』
第
9
巻
、
97
頁
）
体
験
と
、
西
洋
的
な
も
の
に
感
傷
的
に
な
り
、
西
洋
的
な
も
の
を
渇
望
す
る
心
理
状
態
が
あ
る
。
そ
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の
よ
う
な
中
で
井
筒
は
サ
ル
ト
ル
の
哲
学
の
噂
を
聞
く
。
彼
は
す
ぐ
さ
ま
サ
ル
ト
ル
の
著
作
『
存
在
と
無
』
を
丸
善
で
注
文
す
る
が
、
こ

の
哲
学
書
が
届
く
よ
り
先
に
井
筒
が
出
会
っ
た
の
が
文
学
作
品
の
『
嘔
吐
』
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
井
筒
は
、
サ
ル
ト
ル
の
哲
学
の
前
に
サ

ル
ト
ル
の
文
学
に
出
会
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
と
は
い
え
井
筒
は
『
嘔
吐
』
を
実
存
主
義
の
小
説
と
し
て
で
は
な
く
、
実
存
哲
学
と
し
て
読
み
込
む
。
彼
が
と
り
わ
け
感
銘
を
受
け
た

の
が
同
作
中
で
描
写
さ
れ
る
嘔
吐
体
験
で
あ
る
。
井
筒
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
嘔
吐
体
験
と
は
、
存
在
が
分
節
化
さ
れ
る
以
前
に
お
け
る
、

も
の
そ
の
も
の
と
の
遭
遇
体
験
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
の
『
嘔
吐
』
に
お
け
る
か
か
る
描
写
は
、
井
筒
の
諸
テ
キ
ス
ト
の
な
か
で
サ
ル
ト
ル

が
引
用
さ
れ
る
際
に
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
言
及
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
井
筒
自
身
は
こ
れ
を
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
古
来
、
東
洋
の
哲
人
た
ち
が
、『
無
』
と
か
、『
空
』
と
か
い
う
存
在
解
体
的
概
念
の
形
で
展
開
し
て
き
た
も
の
を
、
サ
ル
ト
ル
は

実
存
的
に
『
嘔
吐
』
化
し
、
そ
れ
を
一
種
の
言
語
脱
落
、
つ
ま
り
存
在
の
言
語
的
意
味
秩
序
崩
壊
の
危
機
的
意
識
体
験
と
し
て
現
代

哲
学
の
場
に
持
ち
こ
ん
で
く
る
。
こ
の
主
体
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
斬
新
さ
が
私
を
魅
了
し
た
。
そ
れ
は
、
当
時
、
よ
う
や
く
私
の
う
ち

に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
意
味
論
的
分
節
理
論
の
実
存
的
基
底
が
、
東
西
文
化
の
別
を
超
え
た
普
遍
性
を
も
つ
こ
と
を
私
に
確
信
さ

せ
た
。
そ
れ
以
来
、
私
の
思
想
は
、
あ
る
一
つ
の
方
向
に
、
着
実
に
進
み
始
め
た
。」（『
全
集
』
第
9
巻
、
99
頁
）

　
引
用
文
中
で
井
筒
自
身
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
井
筒
の
サ
ル
ト
ル
哲
学
と
の
遭
遇
は
、
嘔
吐
と
い
う
「
言
語
脱
落
」
す
る
「
危
機
的

意
識
体
験
」
の
実
演
で
も
あ
る
と
同
時
に
、
自
ら
の
「
意
味
論
的
分
節
理
論
の
基
底
が
、
東
西
文
化
の
別
を
超
え
た
普
遍
性
を
も
つ
こ

と
」
を
井
筒
自
身
に
確
信
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
る
体
験
だ
っ
た
。『
意
識
と
本
質
』
で
「
東
洋
思
想
の
共
時
的
構
造
化
」
と
表
現
さ
れ

て
い
る
井
筒
の
壮
大
な
哲
学
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
こ
の
よ
う
に
、
一
人
の
現
象
学
者
と
遭
遇
し
た
（�

9�

5�

0
年
代
に
端
を
発
し
て
い
た
と
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言
え
よ
う）

6
（

。

3
─2
　『
意
識
と
本
質
』
に
お
け
る
現
象
学
者
た
ち

　『
意
識
と
本
質
』
は
井
筒
の
主
著
と
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
彼
は
こ
の
本
で
自
ら
の
立
場
を
「
東
洋
哲
学
」（oriental�philoso-

phy

）
と
名
づ
け
て
い
る
。
こ
の
「
東
洋
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
地
理
的
・
歴
史
的
に
西
洋
か
ら
区
分
さ
れ
る
東
洋
で
は
な
く
、
井
筒
自

身
の
思
想
の
内
面
に
発
見
さ
れ
た
東
洋
、
つ
ま
り
「
精
神
的
東
洋
」
が
含
意
さ
れ
て
い
る
（『
全
集
』
第
六
巻
、
3�

0�

5
頁）

7
（

）。
そ
れ
ゆ
え
、

『
意
識
と
本
質
』
の
な
か
で
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
し
た
西
洋
の
様
々
な
現
象
学
者
た
ち
が
言
及
さ
れ
て
い
て
も
、
な
ん
ら
不
思

議
な
こ
と
で
は
な
い
。
井
筒
は
現
象
学
を
西
洋
哲
学
の
単
な
る
一
つ
の
立
場
と
捉
え
た
の
で
は
な
く
、
共
時
的
に
構
造
化
さ
れ
た
視
線
に

あ
っ
て
は
、
少
な
く
と
も
自
身
の
「
東
洋
哲
学
」
の
構
築
に
寄
与
し
う
る
立
場
と
み
な
し
て
い
た
の
だ
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
点
で
現

象
学
は
井
筒
の
「
東
洋
哲
学
」
に
か
か
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
意
識
の
様
々
な
様
相
を
め
ぐ
っ
て
本
質
が
問
わ
れ
る
、
そ
の
方
法

論
的
立
場
に
お
い
て
で
あ
る
。

　『
意
識
と
本
質
』
で
井
筒
は
様
々
な
現
象
学
者
た
ち
に
言
及
し
て
い
る
。
最
初
に
言
及
さ
れ
る
の
が
井
筒
と
言
語
脱
落
体
験
を
共
有
し

た
サ
ル
ト
ル
で
あ
る
。
井
筒
は
サ
ル
ト
ル
の
著
作
『
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
基
礎
理
念
』、『
嘔
吐
』
を
引
用
し
つ
つ
、
志
向
性
が
発
動
す

る
に
先
立
っ
て
前
反
省
的
に
了
解
さ
れ
て
い
る
気
分
、
つ
ま
り
非
志
向
的
な
本
質
了
解
を
そ
れ
ら
か
ら
読
み
取
り
、
存
在
提
示
の
直
前
に

あ
る
言
語
脱
落
的
体
験
の
記
述
と
し
て
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る）

8
（

　
次
に
井
筒
が
言
及
す
る
現
象
学
者
が
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
で
あ
る
。
井
筒
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
評
価
も
、
サ
ル
ト
ル
と
同
じ
観
点
で

な
さ
れ
て
い
る
。
井
筒
に
よ
る
と
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
存
在
者
を
普
遍
化
さ
せ
ず
に
、
物
を
即
物
的
自
体
性
に
お
い
て
捉
え
て
い
た
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
言
う
「〔
こ
の
〕
前
客
体
化
的
個
体
」（cet�individu�préobjectif

）
こ
そ
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
自
体
性
で
あ
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る
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、
志
向
的
対
象
と
し
て
客
体
化
さ
れ
て
認
識
さ
れ
る
以
前
の
、
原
初
的
実
在
性
に
お
け
る
個
物
の
こ
と
で
あ
る

（『
全
集
』
第
六
巻
、
33
頁
）

　
以
上
の
文
脈
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
志
向
性
理
論
を
井
筒
は
明
確
に
批
判
し
、
解
体
を
試
み
て
い
る
。
サ
ル
ト
ル
や

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
よ
う
な
、
志
向
性
が
作
動
す
る
に
先
立
っ
て
本
質
了
解
を
見
て
い
る
現
象
学
者
た
ち
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
こ
と

は
、
志
向
性
理
論
の
枠
内
で
本
質
を
扱
っ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
に
対
し
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
否
定
的
な
評
価
に
な
る
。
井
筒
に
即
せ
ば
、

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
的
本
質
を
、
現
実
遊
離
の
抽
象
性
か
ら
救
出
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
。
実
在
性
か
ら
引
き
離
さ
れ
た

本
質
と
は
、
抽
象
化
し
て
取
り
出
さ
れ
た
も
の
（
概
念
的
本
質
）
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
言
う
本
質
は
、
こ
の
よ
う
な
抽
象
的

普
遍
者
と
し
て
の
本
質
で
は
な
く
、
生
き
ら
れ
た
現
実
の
本
質
で
あ
る
（『
全
集
』
第
六
巻
、
45
頁
）。

　
井
筒
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
観
点
も
、
こ
う
し
た
本
質
理
解
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
井
筒
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
厳
密
な

ら
ざ
る
本
質
」（essences�inexactes
）
に
言
及
し
て
い
る
。
井
筒
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
よ
う
な
「
厳
密
な
本
質
」、

つ
ま
り
事
物
を
論
理
的
類
や
範
疇
に
ま
で
抽
象
化
し
て
取
り
出
し
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
本
質
は
、「
具
体
的
現
実
性
に
密
着

し
、
不
断
に
生
々
流
転
す
る
現
実
の
起
伏
を
忠
実
に
な
ぞ
っ
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
柔
軟
で
可
塑
的
な
『
本
質
』」（『
全
集
』
第
六
巻
、

44
頁
以
下
）
で
あ
る
。
良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
象
学
を
存
在
論
と
見
抜
い
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
の
対
決
を
試
み
つ
つ
、
現
象
学

を
第
0
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
と
し
て
実
践
的
に
解
釈
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
徹
底
し
た
非
志
向
的
現
象
学
の
立
場
に
た
つ
。
サ
ル
ト
ル

と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
同
様
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
本
質
理
解
に
も
、
こ
う
し
た
志
向
性
理
論
へ
の
批
判
的
眼
差
し
が
見
て
取
れ
る
こ
と
が

理
解
で
き
る
。
以
上
か
ら
、
非
志
向
的
な
本
質
理
解
の
立
場
を
鮮
明
に
し
て
い
る
現
象
学
者
た
ち
を
井
筒
は
肯
定
的
に
評
価
し
た
こ
と
が

理
解
さ
れ
る
。
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3
─3
　
意
識
の
構
造
論
と
し
て
の
現
象
学

　
井
筒
が
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
を
評
価
す
る
点
は
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
意
識
の
表
層
と
深
層
の
動
的
な
構
造
に
着
目
し
た
点
で
あ

る
。
井
筒
は
志
向
性
理
論
の
批
判
的
考
察
を
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
「
意
識
は
い
ろ
い
ろ
違
っ
た
仕
方
で
あ
り
得
る
」
と
い
う
文
言
か

ら
引
き
出
し
て
い
く
。
こ
の
文
言
に
は
意
識
の
二
つ
の
方
向
性
、
つ
ま
り
水
平
と
垂
直
の
関
係
が
見
出
さ
れ
る
。
水
平
の
関
係
は
、
フ
ッ

サ
ー
ル
が
空
間
論
、
時
間
論
、
身
体
論
、
他
者
論
で
縦
横
に
展
開
し
た
地
平
志
向
性
の
問
題
系
で
あ
る
。
対
す
る
に
後
者
の
、
意
識
の
垂

直
の
次
元
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
が
意
識
の
表
層
と
深
層
の
関
係
で
あ
る
。
井
筒
は
さ
ら
に
こ
の
深
層
意
識
の
う
ち
に
、『
意
識
と
本
質
』

の
IX
で
図
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
深
層
か
ら
表
層
へ
向
け
て
、（
（
）
意
識
の
ゼ
ロ
・
ポ
イ
ン
ト
、（
2
）
無
意
識
（
Ｃ
）、（
3
）「
元
型
」

を
生
起
さ
せ
る
言
語
ア
ラ
ヤ
識
（
Ｂ
）、（
4
）
想
像
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
作
動
す
る
中
間
地
帯
（
Ｍ
）
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
多
層
構
造

を
読
み
込
ん
で
い
る
。
図
で
表
現
す
る
と
意
識
の
深
層
か
ら
表
層
へ
と
ま
る
で
基
づ
け
関
係
が
成
立
す
る
か
の
よ
う
な
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な

構
造
と
理
解
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
こ
の
意
識
構
造
は
深
層
か
ら
表
層
へ
の
一
方
向
的
な
動
き
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
深
層
と
表
層
が
連

動
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
中
間
地
帯
（
Ｍ
）
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
る
創
造
的
想
像
力
の
働
き
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
示
す
も
の
で

あ
る
。
井
筒
の
「
東
洋
哲
学
」
に
は
、
こ
う
し
た
意
識
を
越
え
た
も
の
、
意
識
で
な
い
意
識
（
無
意
識
）
を
も
含
め
て
意
識
を
構
造
化
す

る
こ
と
が
、
そ
の
基
盤
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
（『
全
集
』
第
六
巻
、
95
頁）

9
（

）。

　
思
い
起
こ
せ
ば
志
向
性
理
論
に
基
づ
く
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
い
て
も
、
意
識
の
構
造
を
解
明
し
つ
つ
分
析
が
繰
り
出
さ
れ
て
い
た
。

志
向
性
理
論
に
お
い
て
は
、「
…
の
意
識
」
に
お
い
て
分
節
さ
れ
た
対
象
（
ノ
エ
マ
）
を
、
意
識
作
用
（
ノ
エ
シ
ス
）
が
把
握
す
る
と
さ

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
意
識
体
験
に
基
づ
い
た
事
物
の
認
知
は
、
先
行
す
る
本
質
の
認
知
に
基
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
本
質

そ
の
も
の
が
す
で
に
「
言
語
ア
ラ
ヤ
識
」
の
意
味
的
種
子
が
現
勢
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
井
筒
は
言
う
。
つ
ま
り
本
質
と
は
、
フ
ッ
サ

ー
ル
が
言
う
よ
う
に
意
識
に
所
与
さ
れ
る
個
々
の
対
象
に
自
由
変
更
を
加
え
て
、
そ
れ
ら
操
作
の
う
ち
に
通
底
す
る
も
の
と
し
て
獲
得
さ
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れ
る
の
で
は
な
く
、
常
に
す
で
に
志
向
性
に
先
立
っ
て
了
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ノ
エ
シ
ス
─ノ
エ
マ
の
志
向
的
相
関
関
係
は
、
す

で
に
本
質
を
分
節
し
た
個
別
対
象
的
意
識
で
あ
る
。
志
向
性
が
発
動
す
る
手
前
で
、
つ
ま
り
非
志
向
的
に
本
質
を
洞
察
す
る
こ
と
で
井
筒

が
得
た
の
が
「
言
語
ア
ラ
ヤ
識
」
で
あ
る
（『
全
集
』
第
六
巻
、
125
頁
）。
井
筒
に
と
っ
て
は
、
エ
ポ
ケ
ー
を
通
じ
て
経
験
的
意
識
か
ら
離

脱
し
て
超
越
論
的
態
度
に
立
つ
現
象
学
で
す
ら
、
意
識
の
表
層
に
お
け
る
対
象
理
論
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
井
筒
が
提
唱
す
る
の

が
「
…
の
意
識
」
か
ら
ノ
エ
マ
の
部
分
を
払
拭
し
つ
く
し
た
意
識
、「
純
粋
無
雑
な
ノ
エ
ー
シ
ス
そ
れ
自
体
」（『
全
集
』
第
六
巻
、
150
頁
）、

「
一
切
の
ノ
エ
ー
マ
の
完
全
な
無
化
」（『
全
集
』
第
六
巻
、
266
頁
）
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
章
で
は
、
井
筒
が
『
意
識
と
本
質
』
で
取
り
組
ん
だ
現
象
学
の
意
義
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
確
認
で
き
た
の
は
、
サ
ル
ト
ル
、

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
な
ど
志
向
性
理
論
に
批
判
的
な
フ
ラ
ン
ス
系
の
現
象
学
者
た
ち
に
対
し
て
、
井
筒
は
肯
定
的
な
評
価

を
下
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
み
ら
れ
る
志
向
性
理
論
に
対
し
て
井
筒
は
、
徹
底
し
て
批
判
的
な
立
場
に
た
つ
。

と
り
わ
け
本
質
の
理
解
に
お
い
て
、
井
筒
は
フ
ラ
ン
ス
系
の
現
象
学
者
た
ち
と
フ
ッ
サ
ー
ル
を
対
立
さ
せ
て
理
解
し
て
い
る
。
井
筒
の
こ

の
立
場
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
本
質
理
解
、
と
り
わ
け
彼
の
「
本
質
直
観
」
の
記
述
を
追
う
限
り
で
正
当
で
あ
る
と
言
え
る）

（1
（

。
ま
た
、

フ
ッ
サ
ー
ル
に
後
続
す
る
フ
ラ
ン
ス
系
の
現
象
学
者
た
ち
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
を
批
判
す
る
こ
と
で
自
ら
の
現
象
学
を
彫
琢
し
て
い

っ
た
こ
と
か
ら
も
、
井
筒
が
サ
ル
ト
ル
ら
を
肯
定
的
に
評
価
し
た
の
も
頷
け
る
。

4
　
元
型
の
超
越
論
的
意
義

　
前
章
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
井
筒
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
サ
ル
ト
ル
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
な
ど
の
現
象
学
者
を
取

り
上
げ
な
が
ら
、
と
り
わ
け
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
志
向
性
理
論
お
け
る
本
質
理
解
へ
と
批
判
的
眼
差
し
を
向
け
て
い
た
。
井
筒
は
、
柔



井
筒
俊
彦
の
元
型
的
現
象
学
の
射
程
（
中
山
）�

三
六

軟
で
可
塑
的
な
本
質
を
看
取
す
る
直
観
と
そ
の
哲
学
的
方
法
を
、
ア
ラ
ビ
ア
哲
学
に
お
け
る
本
質
理
解
を
背
景
と
し
て
企
て
る
。
井
筒
は

『
意
識
と
本
質
』
で
、
ア
ラ
ビ
ア
哲
学
に
お
け
る
「
マ
ー
ヒ
ー
ヤ
ー
」
と
「
フ
ィ
ー
ヤ
ー
」
と
い
う
本
質
の
区
分
を
参
照
し
つ
つ
、
東
洋

思
想
に
お
け
る
実
在
論
と
唯
名
論
の
あ
い
だ
の
論
争
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

（
（
）
第
一
の
立
場
は
、
あ
ら
ゆ
る
本
質
を
否
定
す
る
徹
底
し
た
唯
名
論
で
あ
る
。
井
筒
は
こ
こ
に
仏
教
や
老
荘
思
想
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
、

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
を
み
る
。

（
2
）
第
二
の
立
場
は
、「
こ
の
も
の
性
」
を
認
め
、
一
般
者
を
実
在
で
は
な
く
概
念
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
立
場
に
は
本
居
宣
長
が

属
す
る
と
さ
れ
る
。

（
3
）
第
三
は
概
念
の
実
在
論
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
井
筒
は
、
イ
ン
ド
思
想
か
ら
ニ
ヤ
ー
ヤ
学
派
と
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
、
中

国
思
想
か
ら
儒
教
を
取
り
上
げ
る
。

（
4
）
第
四
の
立
場
は
一
般
者
（
普
遍
者
）
を
認
め
る
も
の
の
、
そ
れ
は
自
然
的
態
度
に
よ
っ
て
は
到
達
で
き
な
い
た
め
現
象
学
的
還
元

が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
は
新
儒
教
が
含
ま
れ
る
。
な
お
、
仏
教
（
特
に
禅
）
も
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
一
般
者
（
普
遍

者
）
に
到
達
す
る
こ
と
を
目
指
す
が
、
新
儒
教
と
は
異
な
る
と
さ
れ
る
。

（
5
）
第
五
の
立
場
に
は
、
ス
ー
フ
ィ
ー
思
想
、
カ
バ
ラ
ー
思
想
、
密
教
、
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
（
老
荘
思
想
の
一
部
、
屈
原
の
思
想
な
ど
）、

易
思
想
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
立
場
も
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
一
般
者
（
普
遍
者
）
に
到
達
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
こ
の
立
場
は
禅
や
新

儒
教
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
事
象
を
現
象
さ
せ
る
躍
動
的
な
生
命
の
流
れ
と
し
て
の
普
遍
性
を
認
め
る
と
と
も
に
、
元
型
的
で

イ
マ
ジ
ナ
ル
な
本
質
を
認
め
る
（『
全
集
』
第
6
巻
、
57
頁
以
下
）。

　
井
筒
は
以
上
の
よ
う
に
、
本
質
の
実
在
を
め
ぐ
っ
て
、
西
洋
哲
学
も
含
め
た
東
洋
思
想
の
歴
史
展
開
を
整
序
配
置
し
、
ユ
ン
グ
の
心
理

学
用
語
で
あ
る
元
型
を
導
入
し
て
い
る
。
本
質
の
実
在
を
認
め
な
い
唯
名
論
（
上
記
の
（
（
））
や
、
概
念
と
し
て
の
実
在
を
問
題
に
す
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る
立
場
（
上
記
の
（
2
）、（
3
））
に
対
し
て
、
本
質
の
実
在
を
認
め
る
の
が
上
記
（
4
）
と
（
5
）
で
あ
る
。
と
は
い
え
井
筒
は
本
質

に
向
き
合
う
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
立
場
の
不
徹
底
さ
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
井
筒
の
思
惟
の
強
調
点
は
（
5
）
に
あ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
（
5
）
の
立
場
に
お
け
る
本
質
論
こ
そ
、『
意
識
と
本
質
』
の
IX
と
X
で
縦
横
無
尽
に
展
開
さ
れ
る
元
型
論
で
あ
る
。
本

章
で
は
ま
ず
ユ
ン
グ
の
元
型
に
つ
い
て
概
観
し
た
後
、
フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
本
質
批
判
を
つ
う
じ
て
繰
り
出
さ
れ
た
井
筒
の
元
型
論
の
意
義

を
確
認
す
る
。

4
─1
　
ユ
ン
グ
の
元
型

　
ユ
ン
グ
に
と
っ
て
元
型
と
は
何
な
の
か
。
周
知
の
よ
う
に
ユ
ン
グ
は
当
初
、
神
経
症
の
治
癒
を
目
指
し
た
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
に
親

し
い
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
フ
ロ
イ
ト
は
神
経
症
を
、
患
者
自
身
の
生
育
史
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
説
明
可
能
で
あ
る
と
し
、
と
り
わ
け
幼
児

期
の
性
的
な
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
探
り
、
患
者
自
身
に
そ
の
自
覚
を
促
す
仕
方
で
神
経
症
の
治
療
を
目
指
し
た）

（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
ユ
ン
グ

が
関
心
を
抱
い
た
の
は
神
経
症
で
は
な
く
、
精
神
病
（
現
在
の
統
合
失
調
症
）
で
あ
っ
た）

（1
（

。
精
神
病
は
そ
の
病
因
を
個
人
的
決
定
因
へ
と

還
元
で
き
な
い
と
ユ
ン
グ
は
考
え
る
。
精
神
病
に
特
徴
的
な
患
者
の
パ
ラ
ノ
イ
ア
（
妄
想
）
に
は
、
あ
る
種
の
共
通
性
を
備
え
た
夢
と
密

接
な
類
似
性
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
妄
想
に
現
れ
る
神
話
と
類
似
し
た
構
造
を
ユ
ン
グ
は
元
型
と
名
づ
け
た
（CW

3,�549

）

　
元
型
は
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
種
の
普
遍
的
な
構
造
を
持
つ
。
元
型
に
は
、
例
え
ば
古
代
エ
ジ
プ
ト
文
明
に
明
確
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、

太
陽
の
動
き
を
生
命
の
恵
み
と
し
、
そ
の
太
陽
に
な
ぞ
ら
え
て
英
雄
神
話
が
創
造
さ
れ
た
よ
う
に
、
人
類
が
繰
り
返
し
て
き
た
体
験
が
蓄

積
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
こ
の
よ
う
に
元
型
は
、
人
類
の
体
験
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
も
の
の
う
ち
か
ら
普
遍
的
に
構
造
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

無
意
識
に
印
象
づ
け
ら
れ
た
も
の
の
単
な
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
は
な
い
。
元
型
は
普
遍
的
な
構
造
を
も
つ
が
、
と
は
い
え
客
観
的
な
も
の

で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
元
型
は
あ
く
ま
で
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
主
観
的
で
あ
り
つ
つ
も
普
遍
的
な
構
造
を
も
つ
の
で
あ
る
。
い
わ
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八

ば
人
類
の
体
験
が
蓄
積
さ
れ
て
く
る
と
い
う
経
験
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
普
遍
的
な
構
造
を
有
す
る
と
い
う
超
越
論
的
な
も
の
で

あ
る
。
経
験
的
か
つ
超
越
論
的
、
超
越
論
的
経
験
に
お
け
る
現
象
と
し
て
元
型
は
見
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
例
え
ば
、
元
型
と
い

う
概
念
が
ユ
ン
グ
の
臨
床
経
験
か
ら
だ
け
で
な
く
、
フ
ロ
イ
ト
と
の
決
別
と
い
う
彼
自
身
の
固
有
体
験
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
理
解
さ
れ
う
る
。
実
際
ユ
ン
グ
は
、
フ
ロ
イ
ト
と
決
別
す
る
こ
と
で
精
神
的
な
病
に
陥
り
、
様
々
な
元
型
を
体
験
し
そ
れ
ら
を

マ
ン
ダ
ラ
と
し
て
ス
ケ
ッ
チ
し
て
い
る）

（1
（

。
つ
ま
り
元
型
は
、
夢
や
幻
覚
を
体
験
す
る
当
事
者
に
と
っ
て
原
理
的
に
主
観
的
で
し
か
あ
り
え

な
い
現
象
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
原
理
的
に
主
観
的
で
し
か
あ
り
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
元
型
は
普
遍
的
な
構
造
を
備
え
て
い

る
。
人
格
と
い
っ
た
経
験
的
な
主
観
は
確
か
に
そ
の
時
代
や
地
域
、
文
化
な
ど
に
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
主
観
的
な
も
の

で
あ
る
元
型
は
、
こ
の
よ
う
な
文
化
的
制
限
を
被
る
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
元
型
は
、
文
化
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
顕
在
化
し
て
く
る
も

の
に
尽
き
る
の
で
は
な
く
、
文
化
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
顕
在
化
し
て
く
る
も
の
の
基
礎
と
な
る
普
遍
的
な
構
造
を
備
え
て
い
る

（CW
9i,�（55

）。
ユ
ン
グ
の
元
型
は
こ
の
よ
う
に
、
経
験
的
で
あ
る
と
同
時
に
超
越
論
的
な
現
象
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
。

　
ユ
ン
グ
は
こ
う
し
た
元
型
の
類
型
を
詳
細
に
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
無
意
識
の
元
型
と
し
て
の
ア
ニ
マ
・
ア
ニ
ム
ス
に
焦
点
を
絞

り
た
い
。
無
意
識
は
ま
ず
は
影
と
い
う
元
型
と
し
て
出
会
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
克
服
す
べ
き
人
格
の
欠
点
と
し
て
見
出
さ
れ
、
他
者
へ
と

投
影
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
影
と
の
対
決
を
つ
う
じ
て
、
よ
り
深
い
無
意
識
の
元
型
と
人
は
出
会
う
こ
と
に
な
る
（CW

（（,�（30f.

）。
そ
れ

が
ア
ニ
マ
・
ア
ニ
ム
ス
で
あ
る
。
外
的
態
度
を
表
す
ペ
ル
ソ
ナ
と
相
補
的
関
係
に
あ
る
ア
ニ
マ
・
ア
ニ
ム
ス
は
、
内
に
向
け
ら
れ
た
無
意

識
に
よ
り
創
造
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
こ
に
こ
そ
神
話
的
で
象
徴
的
な
性
格
が
見
い
だ
さ
れ
る
。「
集
合
的
無
意
識
の
自
律
性
は
ア
ニ
マ
・

ア
ニ
ム
ス
像
の
な
か
に
表
現
さ
れ
る
。
ア
ニ
マ
・
ア
ニ
ム
ス
は
集
合
的
無
意
識
の
内
容
を
人
格
化
し
、
そ
の
内
容
は
、
投
影
が
引
き
戻
さ

れ
る
と
意
識
へ
の
統
合
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
ア
ニ
マ
・
ア
ニ
ム
ス
像
は
集
合
的
無
意
識
の
内
容
を
意
識
に
滲
み
出

さ
せ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
仲
介
の
機
能
を
は
た
す
の
で
あ
る
」（CW

9ii,�38

）。
ア
ニ
マ
・
ア
ニ
ム
ス
も
一
つ
の
人
格
で
あ
る
が
、
そ
れ
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三
九

は
ペ
ル
ソ
ナ
の
よ
う
な
外
的
態
度
で
は
な
く
、
象
徴
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
ユ
ン
グ
は
、
ア
ニ
マ
が
無
意
識
的
な
も
の
で
あ
る
限
り

で
、
そ
れ
は
女
性
（
母
）
と
し
て
投
影
さ
れ
る
と
言
う
。
世
界
各
地
に
み
ら
れ
る
大
地
母
神
の
図
像
や
女
神
信
仰
な
ど
が
、
元
型
と
し
て

の
ア
ニ
マ
の
具
体
的
な
事
例
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
ア
ニ
マ
・
ア
ニ
ム
ス
と
し
て
の
元
型
に
は
自
律
的
な
運
動
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
ユ
ン
グ

は
指
摘
す
る）

（1
（

。

　
振
り
返
れ
ば
我
々
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
第
七
節
で
先
に
確
認
し
た
の
も
、
現
象
に
お
け
る
現
れ
と
隠
れ
と
い
う
自
律

し
た
動
き
で
あ
っ
た
。
元
型
に
お
い
て
は
、
現
れ
が
意
識
に
対
応
し
、
隠
れ
が
無
意
識
に
対
応
す
る
。
我
々
の
解
釈
に
と
っ
て
重
要
な
の

は
、
隠
れ
の
次
元
を
非
現
出
と
す
る
の
で
は
な
く
、
元
型
に
お
け
る
無
意
識
の
次
元
、
つ
ま
り
多
様
な
象
徴
的
世
界
と
し
て
解
釈
す
る
こ

と
で
あ
る
。
現
象
の
現
象
学
は
隠
れ
の
次
元
、
顕
現
せ
ざ
る
も
の
の
次
元
を
覆
蔵
さ
れ
た
も
の
と
し
て
扱
お
う
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら

元
型
の
現
象
学
は
こ
こ
で
積
極
的
に
顕
現
せ
ざ
る
も
の
を
扱
い
始
め
る
。
そ
れ
は
、
多
様
で
多
義
的
な
現
象
と
し
て
、
つ
ま
り
想
像
的
想

像
力
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
無
意
識
の
象
徴
的
世
界
と
し
て
顕
現
せ
ざ
る
も
の
の
次
元
を
扱
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
元
型
の
現
象
学

へ
と
転
回
さ
せ
る
た
め
に
こ
こ
で
、
井
筒
の
元
型
論
を
媒
介
さ
せ
た
い
。

4
─2
　
井
筒
俊
彦
の
元
型

4
─2
─1
　
微
細
で
柔
軟
で
可
塑
的
な
本
質
と
し
て
の
元
型

　
井
筒
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
志
向
性
理
論
を
批
判
す
る
こ
と
で
、
柔
軟
で
可
塑
的
な
本
質
理
解
を
導
い
た
こ
と
は
先
に
確
認
し
た
。
で
は
、

井
筒
の
言
う
柔
軟
で
可
塑
的
な
本
質
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
そ
れ
を
元
型
的
で
イ
マ
ジ
ナ
ル
な
本
質
と
言
う
。
経
験
世
界
に
見
い

だ
さ
れ
る
具
体
的
な
質
料
は
「
粗
大
」（
カ
シ
ー
フ
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
脱
質
料
的
事
物
が
想
像
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
り
、
こ
れ

は
「
微
細
」（
ラ
テ
ィ
ー
フ
）
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
想
像
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
微
細
な
存
在
者
で
あ
る
（『
全
集
』
第
六
巻
、
197
頁
）。
当
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四
〇

然
の
こ
と
な
が
ら
こ
の
微
細
な
存
在
者
は
、
意
識
の
志
向
性
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
る
言
語
的
意
味
（
概
念
）
と
い
っ
た
一
般
者
で
は
な
い
。

元
型
的
で
イ
マ
ジ
ナ
ル
な
思
考
は
、
言
語
的
な
単
位
に
よ
っ
て
別
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
な
質
料
に
共
時
的
な
共
通
性
を

見
出
す
。
現
象
学
的
に
い
え
ば
、
元
型
的
で
イ
マ
ジ
ナ
ル
な
本
質
は
、
経
験
を
志
向
性
に
回
収
せ
ず
に
、
質
料
に
従
っ
て
直
観
さ
れ
る
。

経
験
を
質
的
に
直
観
す
る
こ
と
で
道
き
出
さ
れ
る
の
が
元
型
的
で
イ
マ
ジ
ナ
ル
な
本
質
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
元
型
は
、
概
念
的
で
抽
象

的
な
普
遍
者
と
し
て
の
本
質
で
は
な
く
、
い
わ
ば
具
体
的
で
個
別
的
で
、
し
か
も
微
細
で
柔
軟
な
可
塑
的
本
質
で
あ
り
、
根
源
的
イ
マ
ー

ジ
ュ
の
自
己
顕
現
で
あ
る
。

　
本
質
を
元
型
と
し
て
扱
う
の
は
、
本
質
実
在
論
の
第
二
の
立
場
で
あ
り
、
上
で
確
認
し
た
よ
う
に
現
象
学
批
判
に
よ
っ
て
導
か
れ
る

（
5
）
の
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
間
の
意
識
深
層
に
生
起
す
る
元
型
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
形
象
性
の
う
ち
に
、
事
物
の
本
質
の
象
徴
的
顕

現
を
見
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
う
し
た
元
型
の
思
想
と
し
て
井
筒
は
、
ユ
ン
グ
や
ゲ
ー
テ
を
参
照
し
、
イ
マ
ジ
ナ
ル
の
思
想
に
つ

い
て
は
コ
ル
バ
ン
、
さ
ら
に
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
や
ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
を
参
照
す
る
。

4
─2
─2
　
元
型
と
意
識
構
造

　
井
筒
は
『
意
識
と
本
質
』
で
、
マ
ー
ヒ
ー
ヤ
（
普
遍
的
本
質
）
の
実
在
を
肯
定
す
る
第
二
の
立
場
と
し
て
元
型
を
導
入
し
て
い
る

（『
意
識
と
本
質
』
Ⅲ
、
Ⅶ
、
Ⅷ
）。
根
源
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
世
界
（m

undus�im
aginalis

）
と
し
て
の
意
識
の
深
層
に
お
い
て
、
マ
ー

ヒ
ー
ヤ
が
濃
厚
な
象
徴
性
を
帯
び
て
く
る
。
こ
の
象
徴
性
を
帯
び
た
本
質
が
元
型
で
あ
る
。
井
筒
は
こ
の
立
場
と
し
て
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ

ビ
ー
の
「
有
無
中
道
の
実
在
」、
ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
の
「
光
の
天
使
」、
易
の
六
十
四
卦
、
密
教
の
マ
ン
ダ
ラ
、
ユ
ダ
ヤ
神
秘
主
義
カ
ッ

バ
ラ
ー
の
「
セ
フ
ィ
ロ
ー
ト
」
を
挙
げ
て
い
る
（『
全
集
』
第
六
巻
、
68
、
173
、
197
頁
）。
そ
し
て
『
意
識
と
本
質
』
Ⅸ
の
冒
頭
で
、
元
型

を
「
生
々
し
い
普
遍
者
」、「
…
深
層
意
識
に
、『
根
源
的
』
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
自
己
開
示
す
る
『
本
質
』
…
」
と
し
て
提
示
す
る）

（1
（

。
井

筒
は
、「
集
合
的
無
意
識
」
は
元
型
的
に
規
定
さ
れ
た
構
造
を
も
つ
と
い
う
ユ
ン
グ
自
身
の
言
葉
を
引
用
し
、
元
型
は
こ
の
集
合
的
無
意
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四
一

識
に
潜
む
深
層
意
識
的
潜
在
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
と
積
極
的
に
述
べ
る
。
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
創
造
的
に
働
く
こ
と
で
、
人
間
の
深
層
意

識
領
域
に
元
型
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
自
己
顕
現
す
る
（『
全
集
』
第
六
巻
、
198
頁
以
下
）。
元
型
は
存
在
の
原
初
の
型
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
事

物
の
本
質
で
あ
る
。
し
か
し
本
質
が
自
己
形
象
化
す
る
さ
い
、
決
ま
っ
た
形
を
と
る
わ
け
で
は
な
い
。
ひ
と
つ
の
元
型
的
方
向
性
で
つ
な

が
れ
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
群
が
、
存
在
を
特
殊
な
形
で
分
節
し
、
分
節
圏
内
の
一
群
の
事
物
の
本
質
を
象
徴
的
に
呈
示
す
る
（『
全
集
』
第
六

巻
、
199
頁
以
下）

（1
（

）。

　
こ
の
よ
う
に
元
型
と
し
て
の
本
質
は
、
意
識
の
志
向
的
枠
組
に
お
け
る
抽
象
的
・
概
念
的
本
質
と
は
異
な
り
、
深
層
意
識
の
特
殊
な
機

構
に
由
来
す
る）

（1
（

。
い
ま
や
問
題
と
な
る
の
は
、
深
層
意
識
に
お
け
る
元
型
の
働
き
、
と
り
わ
け
元
型
に
よ
る
想
像
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
生
起

で
あ
る
。
井
筒
は
こ
こ
で
、
意
識
の
構
造
を
図
式
化
し
て
み
せ
る
。
井
筒
は
こ
の
図
式
で
、
深
層
意
識
を
三
層
に
区
分
し
て
い
る
。
最
下

層
で
あ
る
Ｃ
領
域
は
無
意
識
と
呼
ば
れ
、
こ
こ
か
ら
上
層
の
Ｂ
領
域
に
近
づ
い
て
い
く
こ
と
で
意
識
化
の
胎
動
が
始
ま
る
。
Ｂ
領
域
は
言

語
ア
ラ
ヤ
識
の
領
域
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
ユ
ン
グ
の
言
う
集
合
的
無
意
識
の
領
域
で
、
元
型
は
こ
こ
で
成
立
す
る）

（1
（

。
そ
し
て
こ
の
Ｂ
と

表
層
意
識
Ａ
の
間
に
展
開
す
る
Ｍ
が
、
想
像
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
働
く
領
域
と
さ
れ
る
。
Ｂ
で
成
立
し
た
元
型
は
、
こ
の
Ｍ
で
多
様
な
イ
マ

ー
ジ
ュ
と
し
て
生
起
す
る
。
問
題
は
こ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
り
、
そ
れ
は
経
験
的
に
は
象
徴
と
区
別
が
つ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
井
筒
は

イ
マ
ー
ジ
ュ
と
象
徴
の
違
い
と
し
て
、
外
界
に
直
接
の
対
象
物
を
も
つ
か
否
か
を
基
軸
に
据
え
る
。
象
徴
は
、
例
え
ば
剣
が
闘
い
、
ペ
ン

が
言
論
を
象
徴
す
る
よ
う
に
、
外
界
に
具
体
的
な
対
象
物
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
原
則
と
し
て
、
外
界
に
直
接
の

対
応
物
を
も
た
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、
経
験
的
現
実
の
世
界
に
直
結
す
る
表
層
意
識
Ａ
ま
で
の
ぼ
ら
ず
、
Ｍ
領
域
に
と
ど
ま

る
）
11
（

。
元
型
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
本
来
の
場
は
Ｍ
領
域
で
あ
る
（『
全
集
』
第
六
巻
、
207
頁
）。

4
─2
─3
　
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
働
き

　
元
型
に
よ
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
喚
起
を
深
層
意
識
に
み
と
め
、
そ
れ
ら
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
言
語
ア
ラ
ヤ
識
と
い
う
無
意
識
領
域
で
捉
え
る
言
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四
二

語
学
の
立
場
を
、
井
筒
は
「
深
層
意
識
的
言
語
学
」
と
名
づ
け
る
。
こ
れ
は
、
コ
ト
バ
に
よ
る
異
次
元
的
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
喚
起
す
る
特

殊
な
意
味
構
造
を
、
ま
さ
に
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
生
起
す
る
瞬
間
に
捉
え
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
（『
全
集
』
第
六
巻
、
215
、
217
頁
）。「
深

層
意
識
的
言
語
学
」
は
言
語
に
呪
術
的
側
面
を
認
め
る
立
場
で
あ
り
、
（�

9�

5�

0
年
代
の
言
語
学
研
究
の
時
期
か
ら
一
貫
し
た
井
筒
の
立

場
で
あ
る）

1（
（

。
で
は
、
こ
う
し
た
深
層
意
識
に
お
け
る
本
質
、
具
体
的
普
遍
者
で
あ
る
元
型
は
、
深
層
意
識
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
作
動
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
は
意
識
・
存
在
の
ゼ
ロ
・
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
「
無
」
が
「
有
」
に
向
か
っ
て
動
き
だ
す
。
こ
の
起
動
の
第
一
段
階
に
現
成
す
る
根

源
的
存
在
分
節
の
形
態
が
元
型
で
あ
る
（『
全
集
』
第
六
巻
、
236
頁
）。
絶
対
無
分
節
者
の
存
在
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
言
語
ア
ラ
ヤ
識
の
次
元

で
第
一
次
的
に
分
節
さ
れ
、
意
味
分
節
体
と
な
り
、
そ
の
な
か
の
あ
る
も
の
は
元
型
と
し
て
自
己
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
元

型
は
中
間
領
域
で
形
象
化
し
て
、
元
型
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
な
っ
て
い
く
（『
全
集
』
第
六
巻
、
238
頁
）。
こ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
形
成
こ
そ
、
人

間
意
識
の
本
源
的
な
機
能
で
あ
る
と
井
筒
は
み
る
（『
全
集
』
第
六
巻
、
175
頁
）。
つ
ま
り
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
形
成
は
、
志
向
性
が
発
動
し
て

い
る
さ
な
か
で
も
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
我
々
が
目
の
前
の
対
象
に
注
意
を
向
け
て
、
こ
れ
を
「
何
かW

as

」
と
し
て
（als

）
意
識
す

る
と
は
、
対
象
の
あ
り
方
に
促
さ
れ
て
「
何
かW

as
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
意
味
種
子
が
言
語
ア
ラ
ヤ
識
で
ひ
そ
か
に
発
動
し
、
そ
れ
が

現
勢
化
さ
れ
、
一
定
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
働
き
始
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
我
々
は
「
何
かW

as

」
と
い
う
対
象
を
、
直
接
無
媒

介
に
認
識
す
る
の
で
は
な
く
、
さ
り
と
て
志
向
性
を
関
与
さ
せ
て
認
知
的
に
距
離
を
設
け
る
の
で
も
な
く
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
媒
介
し
て
創

造
的
に
認
識
し
て
い
る
。
具
体
的
に
実
在
す
る
事
物
を
認
識
す
る
際
に
お
い
て
す
ら
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
構
成
力
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
井

筒
の
元
型
論
か
ら
見
て
取
れ
る
（『
全
集
』
第
六
巻
、
178
頁
）。
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
働
き
は
こ
の
よ
う
に
、
む
し
ろ
日
常
的
な
経
験
に
内
在
し

た
超
越
論
的
な
出
来
事
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
元
型
は
そ
れ
が
直
接
的
に
は
夢
や
幻
覚
と
し

て
体
験
さ
れ
る
と
は
い
え
、
日
常
的
経
験
か
ら
乖
離
し
た
非
日
常
的
経
験
と
し
て
、
正
常
な
も
の
に
対
す
る
異
常
な
も
の
と
し
て
体
験
さ
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四
三

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
夢
や
幻
覚
も
、
経
験
か
ら
遊
離
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
現
実
の
経
験
な
の
だ
。

　
井
筒
は
こ
う
し
て
、
志
向
性
理
論
に
お
け
る
意
識
作
用
と
意
識
内
容
の
連
関
に
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
根
源
的
な
創
造
力
を
見
出
し
た
。
イ
マ

ー
ジ
ュ
が
多
様
に
積
極
的
に
活
動
す
る
こ
と
で
、
人
の
意
識
は
夢
想
状
態
に
入
る
。
実
際
、
密
教
な
ど
の
東
洋
思
想
の
精
神
的
伝
統
で
は
、

夢
想
に
ま
で
至
っ
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、
確
か
に
表
層
意
識
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま

っ
て
考
え
れ
ば
、
妄
想
や
幻
想
と
し
て
消
極
的
に
評
価
さ
れ
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
う
烙
印
を
押
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い）

11
（

。
し
か

し
な
が
ら
先
の
井
筒
の
立
場
で
あ
る
「
深
層
意
識
的
言
語
学
」
か
ら
眺
め
る
な
ら
ば
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
創
造
的
に
形
成
さ
れ
て
き

た
も
の
こ
そ
深
層
意
識
レ
ベ
ル
で
の
真
の
意
味
で
の
現
実
的
経
験
（
実
在
）
で
あ
り
、
存
在
真
相
の
自
己
顕
現
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ

よ
う）

11
（

。5
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
現
象
学
の
現
象
を
、
井
筒
俊
彦
に
よ
る
現
象
学
批
判
、
な
ら
び
に
微
細
で
柔
軟
で
可
塑
的
な
本
質
と
し
て
の
元
型
と
い
う
解

釈
と
媒
介
さ
せ
る
こ
と
で
、
元
型
と
し
て
解
釈
す
る
可
能
性
を
探
っ
て
き
た
。
現
象
に
伴
う
隠
れ
の
次
元
は
、
確
か
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
い

う
よ
う
に
原
理
的
に
見
え
な
い
次
元
で
あ
る
。
と
は
い
え
、「
見
せ
し
め
るsehen�lassen

」
を
方
法
と
す
る
現
象
学
は
、
見
え
な
い
と

い
う
仕
方
で
見
せ
し
め
る
消
極
的
な
段
階
に
留
ま
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
段
階
で
現
象
学
の
方
法
そ
れ
じ
た
い
を
変
容
さ
せ
る
こ

と
で
、
む
し
ろ
積
極
的
に
新
た
に
、
改
め
て
語
り
う
る
領
野
が
開
拓
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
し
て
語
る
現
象
学
の

現
象
こ
そ
、
ユ
ン
グ
の
元
型
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
経
験
的
か
つ
超
越
論
的
な
出
来
事
、
微
細
で
柔
軟
で
可
塑
的
な
本
質
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
か
か
る
分
析
動
向
に
は
、
現
象
学
の
語
り
の
技
法
の
変
容
も
必
然
的
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。
現
象
が
元
型
へ
と
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変
容
す
る
さ
い
に
は
、
語
り
も
元
型
に
つ
い
て
の
語
り
、
多
様
で
多
義
的
で
、
詩
的
で
象
徴
的
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
元
型
的
現
象
学

は
こ
の
よ
う
に
現
象
学
の
語
り
の
技
法
を
も
変
容
さ
せ
つ
つ
、
新
た
な
事
象
そ
の
も
の
を
切
り
拓
い
て
い
く
無
窮
の
運
動
を
現
象
学
者
た

ち
に
示
す
だ
ろ
う
。

註（
（
）　
具
体
的
に
は
、
現
象
学
の
現
象
に
も
学
に
も
、
そ
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
の
原
義
の
う
ち
に
中
動
態
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
行
為
の
担
い
手
で
あ
る
能
動
で
も
、
行
為
の
受
け
手
で
あ
る
受
動
で
も
な
く
、
出
来
事
と
し
て
生
じ
る
行
為
の
あ
り
方
を

表
現
す
る
中
動
態
に
着
目
し
た
研
究
と
し
て
、
國
分
［20（7

］
と
小
田
切
［20（8

］
を
参
照
さ
れ
た
い
。
前
者
は
中
動
態
的
出
来
事
の
臨
床
的
意
義

を
明
ら
か
に
し
、
後
者
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
中
動
態
の
扱
い
を
導
き
の
糸
と
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論
を
精
神
史
的
背
景
か
ら
位
置
づ
け
直

し
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
）　
か
か
る
問
い
を
「
現
出
す
る
こ
と
そ
れ
じ
た
いErscheinen�als�solches

」
と
し
て
主
題
化
し
つ
つ
際
立
た
せ
た
の
が
チ
ェ
コ
の
現
象
学
者

Ｊ
・
パ
ト
チ
カ
で
あ
る
（PA
T

O
ČK

A

［2000
］）。
パ
ト
チ
カ
の
こ
の
問
い
の
う
ち
に
エ
ポ
ケ
ー
と
還
元
と
い
う
現
象
学
の
方
法
の
手
続
き
が
密

接
に
連
関
し
て
い
る
こ
と
を
ノ
ボ
ト
ニ
ー
は
指
摘
し
て
い
る
（N

O
V

O
T

N
Ý

［2003

］）。

（
3
）　
現
象
学
の
学
／
ロ
ゴ
ス
の
側
面
の
、
つ
ま
り
方
法
と
し
て
の
現
象
学
の
意
義
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
「
見
せ
し
め
るsehen�lassen

」
と
い
う
使

役
的
事
態
の
臨
床
的
意
義
に
つ
い
て
は
中
山
［20（7

］
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
）　
現
象
学
者
に
よ
る
井
筒
俊
彦
の
東
洋
哲
学
の
批
判
と
し
て
、
と
り
わ
け
「
空
」
の
概
念
を
め
ぐ
る
批
判
と
し
て
斎
藤
［20（8

］
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
）　
以
下
を
参
照
。「
な
か
で
も
私
の
思
想
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
決
定
的
に
色
づ
け
た
経
験
、
サ
ル
ト
ル
の
哲
学
と
の
出
会
い
が
、
鮮
や
か
な
形
象
の

連
鎖
と
な
っ
て
心
に
甦
る
。」（『
全
集
』
第
9
巻
、
97
頁
）

（
6
）　
井
筒
は
ま
た
安
岡
と
の
対
談
（「
思
想
と
芸
術
」、
（�

9�

8�

8
年
）
で
も
「
サ
ル
ト
ル
体
験
」
を
語
っ
て
い
る
。
以
下
を
参
照
。「
と
く
に
、
マ
ロ

ニ
エ
の
根
っ
こ
が
出
て
く
る
実
存
体
験
の
と
こ
ろ
、
さ
っ
き
安
岡
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
不
気
味
な
存
在
の
姿
を
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ
の
体
験
が
、
本

当
に
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
」（『
全
集
』
第
（0
巻
、
270
頁
）。
同
様
に
、「
そ
こ
で
、
彼
は
、
言
葉
が
全
部
脱
落
す
る
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。
マ
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五

ロ
ニ
エ
の
根
を
『
マ
ロ
ニ
エ
の
根
』
と
し
て
支
え
て
い
る
名
称
が
脱
落
し
て
区
別
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
存
在
の
本
当
の
混
沌
が
姿
を

現
す
。
そ
れ
だ
！
と
思
っ
た
で
す
ね
。
あ
れ
は
私
は
生
涯
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
体
験
で
す
。」（ibd.

）

（
7
）　
井
筒
俊
彦
の
「
精
神
的
東
洋
」
の
哲
学
的
意
義
を
鮮
や
か
に
取
り
出
し
た
も
の
に
、
永
井
［20（8

］
が
あ
る
。

（
8
）　
次
を
参
照
。「
絶
対
無
分
節
の
『
存
在
』
と
、
そ
れ
の
表
面
に
、
コ
ト
バ
の
意
味
を
手
が
か
り
に
し
て
、
か
細
い
分
節
線
を
縦
横
に
引
い
て
事
物
、

つ
ま
り
存
在
者
、
を
作
り
出
し
て
行
く
人
間
意
識
の
働
き
と
の
関
係
を
こ
れ
ほ
ど
見
事
に
形
象
化
し
た
文
章
を
私
は
他
に
知
ら
な
い
」（『
全
集
』
第

六
巻
、
9
頁
）。
同
様
に
井
筒
は
、
（�

9�

7�

0
年
マ
ギ
ル
大
学
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
所
テ
ヘ
ラ
ン
支
所
で
行
っ
た
講
演
「
東
西
の
存
在
主
義
」
で
、
サ

ル
ト
ル
の
小
説
『
嘔
吐
』
の
実
存
体
験
の
描
写
を
引
用
し
つ
つ
、
事
物
の
名
の
脱
落
し
た
存
在
の
実
在
性
が
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る

（『
存
在
の
概
念
と
実
在
性
』、
50
頁
以
下
）。
マ
ギ
ル
大
学
の
同
僚
で
あ
る
モ
ハ
ッ
ゲ
グ
と
と
も
に
訳
し
た
ザ
ブ
ザ
ワ
ー
リ
ー
『
形
而
上
学
詩
注
』
に

付
し
た
解
説
「
ザ
ブ
ザ
ワ
ー
リ
ー
形
而
上
学
の
根
本
構
造
」
で
も
、
サ
ル
ト
ル
の
『
嘔
吐
』
が
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
（
同
上
、
134
頁
、
212
頁

以
下
）。

（
9
）　
こ
れ
に
対
し
て
意
識
の
水
平
方
向
に
井
筒
が
捉
え
て
い
る
の
が
「
文
化
意
識
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
文
化
間
で
異
な
る
言
語

共
同
体
や
価
値
共
同
体
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
間
文
化
哲
学
を
も
視
野
に
収
め
つ
つ
先
の
意
識
の
垂
直
方
向
と
連
関
さ
せ
る
こ
と
で
、
本
質
論

の
問
題
性
を
井
筒
は
浮
き
彫
り
に
さ
せ
う
る
と
す
る
（『
全
集
』
第
六
巻
、
97
頁
以
下
）。

（
（0
）　
本
質
直
観
の
解
釈
を
め
ぐ
る
井
筒
に
よ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
中
山
［2022

］
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（（
）　
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
と
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
と
の
比
較
研
究
に
つ
い
て
はLO

H
M

A
R

�u.�B
R

U
D

ZIŃ
SK

A

［20（2

］
を
参
照
さ
れ
た
い
。

た
だ
し
当
該
論
集
は
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
に
お
け
る
諸
概
念
や
諸
臨
床
的
経
験
を
現
象
学
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
動
向
が
強
く
出
て
お
り
、
現
象

学
そ
の
も
の
の
臨
床
的
展
開
可
能
性
を
開
拓
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
（2
）　
フ
ロ
イ
ト
の
臨
床
例
の
中
に
も
精
神
病
の
様
態
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
症
例
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
で
扱
わ
れ

る
患
者
は
、
そ
の
妄
想
の
体
系
性
か
ら
も
統
合
失
調
症
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

（
（3
）　
次
を
参
照
。「
元
型
と
は
、
同
じ
か
あ
る
い
は
似
た
よ
う
な
神
話
的
概
念
を
何
度
も
繰
り
返
し
て
産
出
す
る
よ
う
な
一
種
の
前
段
階
的
な
も
の
で

あ
る
。」（CW

7,�（09

）

（
（4
）　
次
を
参
照
。「
マ
ン
ダ
ラ
は
チ
ベ
ッ
ト
密
教
や
真
言
密
教
だ
け
の
も
の
で
は
、
決
し
て
な
い
。
精
神
分
析
に
お
け
る
マ
ン
ダ
ラ
体
験
の
意
義
を
強

調
し
た
ユ
ン
グ
は
、
密
教
的
教
養
と
は
お
よ
そ
無
縁
の
自
分
の
患
者
が
、
夢
や
異
常
心
理
状
態
に
お
い
て
、
屢
々
不
思
議
な
心
象
図
形
を
経
験
し
、



井
筒
俊
彦
の
元
型
的
現
象
学
の
射
程
（
中
山
）�

四
六

そ
れ
を
絵
画
に
描
く
の
を
見
た
。
そ
れ
ら
の
絵
画
は
、
驚
く
ほ
ど
密
教
の
マ
ン
ダ
ラ
に
似
て
い
た
。
似
て
い
た
の
で
は
な
い
、
ま
さ
に
マ
ン
ダ
ラ
だ

っ
た
。
ユ
ン
グ
自
身
も
マ
ン
ダ
ラ
を
描
い
た
。
そ
れ
ら
の
象
徴
図
形
は
、
彼
自
身
の
作
品
も
含
め
て
、
す
べ
て
心
の
暗
い
奥
底
か
ら
、
自
然
に
、
自

発
的
に
、
湧
き
上
が
っ
て
く
る
も
の
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。
ユ
ン
グ
は
そ
れ
を
、
深
層
意
識
の
象
徴
的
自
己
表
現
と
し
て
理
解
し
た
。
す
な
わ
ち
、

意
識
深
層
に
ひ
そ
む
、
そ
れ
自
体
で
は
不
可
視
、
不
可
触
の
『
元
型
』
の
形
象
的
自
己
顕
現
と
し
た
の
で
あ
る
。」（『
全
集
』
第
六
巻
、
246
頁
以
下
）

（
（5
）　
次
を
参
照
。「
ア
ニ
マ
・
ア
ニ
ム
ス
の
影
響
に
つ
い
て
は
意
識
化
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
ア
ニ
マ
・
ア
ニ
ム
ス
そ
の
も
の
は
意
識
を
超
え
た
要

因
で
あ
り
、
観
察
し
た
り
意
志
の
力
で
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
ア
ニ
マ
・
ア
ニ
ム
ス
は
、
そ
の
内
容
は
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
が

自
律
的
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
た
め
、
た
え
ず
し
っ
か
り
と
こ
こ
ろ
に
と
ど
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」

（CW
9ii,�39

）

（
（6
）　
次
を
参
照
。「『
元
型
』（
ま
た
は
『
範
型
』）archetype

と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
一
種
の
普
遍
者
で
あ
る
、
だ
が
、
そ
れ
は
普
通
に
『
普
遍

者
』
の
名
で
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
概
念
的
、
あ
る
い
は
抽
象
的
、
普
遍
者
と
は
違
っ
て
、
人
間
の
実
存
に
深
く
喰
い
こ
ん
だ
、
生
々
し
い
普
遍
者
で

あ
る
。『
抽
象
的
普
遍
者
』（abstract�universals

）
か
ら
区
別
し
て
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ウ
ィ
ー
ル
ラ
イ
ト
（Philip�W

heelright:� “T
he�

B
urning�Fountain

”

）
は
こ
れ
を
『
具
象
的
普
遍
者
』（concrete�universals

）
と
呼
び
、
ゲ
ー
テ
の
「
根
源
現
象
」（U

rphänom
en

）
に
結

び
つ
け
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
真
の
詩
的
直
観
の
み
が
、
世
界
内
の
事
物
を
そ
れ
ら
の
『
元
型
』
に
お
い
て
把
握
す
る
。
／
個
々
の
事
物
を
個
々
の

事
物
と
し
て
で
な
く
、
そ
の
『
元
型
』
に
お
い
て
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
物
を
そ
の
存
在
根
源
的
『
本
質
』
に
お
い
て
見
る
と
い
う
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
い
。『
元
型
』
は
『
本
質
』
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
深
層
意
識
に
、『
根
源
的
』
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
自
己
を
開
示
す
る
『
本
質
』
で

あ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。」（『
全
集
』
第
六
巻
、
198
頁
）

（
（7
）　
同
様
に
次
も
参
照
。「
…
『
元
型
』
は
一
つ
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
多
様
。
そ
し
て
そ
の
全
体
が
存
在
の
あ
る
特
定
の
領
域
を
限
定

し
、
分
節
す
る
。『
元
型
』
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
事
物
の
『
本
質
』
な
の
で
あ
る
。」（『
全
集
』
第
六
巻
、
204
頁
）

（
（8
）　
次
を
参
照
。「
個
々
の
事
物
の
か
げ
に
伏
在
す
る
『
根
源
現
象
』（U

rbilder

）
を
、『
想
像
的
』
イ
マ
ー
ジ
ュ
体
験
と
い
う
形
で
我
々
に
開
示
す

る
働
き
が
、
深
層
意
識
に
は
あ
る
。
要
す
る
に
、『
元
型
』
と
は
、
人
の
深
層
意
識
領
域
に
、
根
源
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
形
で
自
己
を
開
示
す
る
『
本

質
』
な
の
で
あ
る
。」（『
全
集
』
第
六
巻
、
205
頁
）

（
（9
）　
次
を
参
照
。「『
想
像
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
』
は
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
は
、
深
層
意
識
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
だ
。
そ
れ
の
本
来
的
に
所
属

す
る
場
所
は
深
層
意
識
の
あ
る
特
殊
な
領
域
。
そ
れ
の
、『
本
質
』
論
と
の
つ
な
が
り
は
、
そ
れ
が
人
間
の
深
層
意
識
に
事
物
の
『
元
型
』
を
形
象
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的
に
呈
示
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、『
想
像
的
』
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、『
元
型
』
の
形
象
化
と
し
て
、
事
物
の
『
元
型
』
的

『
本
質
』
を
、
深
層
意
識
的
に
露
顕
さ
せ
る
。『
元
型
』
の
生
起
と
そ
れ
ら
の
活
動
と
が
深
層
意
識
的
事
象
で
あ
る
こ
と
は
、
夙
に
ユ
ン
グ
の
分
析
心

理
に
よ
っ
て
、
理
論
的
に
も
実
験
的
に
も
、
き
わ
め
て
説
得
的
な
形
で
明
示
さ
れ
た
」（『
全
集
』
第
六
巻
、
197
頁
）。

（
20
）　
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
内
部
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
想
像
力
の
創
造
性
に
着
目
し
た
の
がD

EPR
A

Z

［（998

］
で
あ
る
。
彼
女
は
と
り
わ
け
フ
ッ

サ
ー
ル
の
発
生
的
現
象
学
に
お
け
る
受
動
的
志
向
性
に
こ
う
し
た
想
像
の
創
造
性
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
直
接
扱
え
な
か
っ
た
が
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
受
動
的
綜
合
の
分
析
』
で
描
か
れ
る
ヒ
ュ
レ
ー
の
自
発
的
生
成
や
、
自
発
性
と
し
て
の
受
動
性
理
解
に
、
彼
女
の
言
う
創
造
性
を

読
み
取
る
余
地
は
確
か
に
あ
る
。
と
は
い
え
か
か
る
試
み
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
批
判
的
距
離
を
意
識
的
に
作
る
こ
と
で
行
わ
れ
う
る
と
い
う
立
場

を
本
稿
筆
者
は
採
る
。
例
え
ば
、
本
稿
で
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
元
型
と
受
動
的
綜
合
に
お
け
る
本
質
の
関
係
と
し
て
、『
受
動
的
綜
合
』
付
論
（9
の

次
の
叙
述
が
示
唆
的
で
あ
る
。「
こ
の
こ
と
〔
時
間
意
識
の
連
関
は
、
質
的
な
も
の
が
持
続
し
対
照
す
る
と
い
う
内
的
統
一
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る

こ
と
〕
は
、
印
象
に
よ
る
対
象
領
域
の
持
続
的
『
構
築
』
に
移
し
か
え
ら
れ
る
。
継
続
、
移
り
行
き
の
構
築
に
お
い
て
こ
の
構
築
は
、
そ
の
よ
う
な

持
続
的
生
成
で
あ
り
、
持
続
的
融
合
と
際
立
ち
の
構
築
で
あ
る
。
し
か
し
の
さ
い
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
時
間
を
欠
く
』
自
己
構
築
で
あ
り
、

そ
の
つ
ど
そ
の
つ
ど
の
瞬
間
的
な
現
在
に
お
い
て
生
成
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
現
在
が
持
続
性
と
非
連
続
に
お
い
て
『
存
在
』
し
て
は

じ
め
て
、
生
成
と
変
転
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
う
る
の
で
あ
る
」（H

ua.�X
I,�360

以
下
）。
引
用
文
中
で
言
わ
れ
る
「
時
間
を
欠
く
」
自
己
構

築
に
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
根
源
的
創
造
性
を
読
み
取
る
余
地
は
充
分
に
あ
る
。

（
2（
）　
（�

9�

5�

0
年
代
の
言
語
学
講
義
か
ら
連
な
る
井
筒
の
東
洋
思
想
の
一
貫
し
た
動
機
を
明
確
に
し
た
の
が
小
野
［2023

］
で
あ
る
。

（
22
）　
次
を
参
照
。「
瞑
想
体
験
に
お
い
て
開
か
れ
る
意
識
深
層
の
『
想
像
的
』
地
平
に
の
み
形
象
的
に
現
わ
れ
て
く
る
『
元
型
』、
そ
れ
が
、
あ
る
い
は

そ
れ
ら
の
相
互
聯
関
構
造
が
、
経
験
界
の
存
在
者
の
『
本
質
』
を
露
呈
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
深
層
意
識
的
な
事
柄
が
あ

っ
て
、
深
層
意
識
を
離
れ
れ
ば
、『
元
型
』
は
『
本
質
』
と
し
て
の
資
格
を
喪
失
す
る
。
表
層
意
識
で
、『
元
型
』
は
た
ん
な
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
す

ぎ
な
い
。」（『
全
集
』
第
六
巻
、
281
頁
以
下
）

（
23
）　
そ
の
具
体
例
と
し
て
井
筒
は
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
を
挙
げ
て
い
る
。
井
筒
に
よ
る
と
、
シ
ャ
マ
ン
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
体
験
は
詩
的
創
造
の
源
泉
で
あ
り
、

神
話
と
し
て
展
開
す
る
。「
神
話
こ
そ
、
シ
ャ
マ
ン
的
体
験
の
本
来
の
言
語
的
展
開
の
場
所
だ
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
意
識
次
元
に
現
れ
る
イ

マ
ー
ジ
ュ
は
、
本
性
的
に
、『
神
話
創
造
的
』（m

ythopoetic

）
な
の
で
あ
る
。」（『
全
集
』
第
六
巻
、
192
頁
）。
シ
ャ
マ
ン
の
第
三
段
階
に
あ
た
り
、

一
切
が
想
像
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
存
在
す
る
段
階
を
さ
ら
に
越
え
た
、
哲
学
的
知
性
の
第
二
次
的
操
作
を
行
う
も
の
と
し
て
井
筒
は
、
荘
子
、
密
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教
の
マ
ン
ダ
ラ
、
ユ
ダ
ヤ
神
秘
主
義
カ
バ
ラ
ー
、
ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
の
照
明
哲
学
を
挙
げ
る
（『
全
集
』
第
六
巻
、
193
頁
）

【
凡
例
】

・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
著
作
か
ら
の
引
用
はH

usserliana,�M
artinus�N

ijhoff�/�Springer,�D
en�H

aag�/�D
ordrecht�（950ff.,�ab�（987ff.,�D

or-
drecht�/�B

oston�/�London

）
か
ら
行
いH

ua.

と
略
記
し
、
巻
数
、
頁
数
の
順
に
示
す
。
邦
訳
の
あ
る
も
の
は
そ
れ
に
従
う
。

・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
の
引
用
はSein und Zeit,�M

ax�N
iem

eyer�V
erlag,�T

übingen,�（993

か
ら
行
い
、SZ.

と
略
記
し
、

邦
訳
に
従
う
。

・
井
筒
俊
彦
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
『
井
筒
俊
彦

　
全
集
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
2�

0�

（�

3
～
2�

0�

（�

6
年
）
か
ら
行
い
『
全
集
』
と
略
記
し
、

巻
数
、
頁
数
の
順
に
示
す
。

・
ユ
ン
グ
の
著
作
か
ら
の
引
用
はCollective W

orks

（Princeton�U
niversity,�（967

─（978

）
か
ら
行
いCW

.

と
略
記
し
、
巻
数
、
頁
数
の
順
に

示
す
。
邦
訳
の
あ
る
も
の
は
そ
れ
に
従
う
。

【
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献
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小
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史
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