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伊
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伊
藤
亜
紗
の
著
作
﹃
ヴ
'
レ
リ
*
 

芸
術
と
⾝
体
の
哲
学
﹄
は
︑
美
学
や
詩
学
と
い
E
た
狭
い
学
問

領
域
に
の
み
か
か
わ
る
の
で
は
な
く
︑⼈
間
そ
し
て
⾔
語
の
本
性
の
理
解
に
⼤
き
く
貢
献
す
る
き
わ
め

て
重
要
な
作
品
で
あ
る
︒
こ
の
著
作
の
な
か
で
伊
藤
は
︑
具
体
的
に
は
﹁
詩
﹂
と
﹁
⾝
体
﹂
と
い
う
⼆

つ
の
論
点
を
軸
に
︑
フ
ラ
ン
ス
の
詩
⼈
ポ
*
ル
・
ヴ
'
レ
リ
*
︵
⼀
⼋
七
⼀
年
�
⼀
九
四
五
年
︶
の
芸

術
哲
学
を
論
じ
て
い
る
︒著
者
に
よ
れ
ば
︑ヴ
'
レ
リ
*
は
︑詩
を
読
者
に
⾏
為
を
う
な
が
す﹁
装
置
﹂

で
あ
る
と
と
ら
え
︑
そ
の
詩
の
⽬
的
は
私
た
ち
の
﹁
⾝
体
的
な
諸
機
能
を
開
拓
す
る
こ
と
﹂
に
あ
る
と

考
え
た
と
い
う
︒
だ
が
︑
そ
れ
ら
は
い
E
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
E
た
の
だ
ろ
う
か
︒ 

 
本
書
の
議
論
を
踏
ま
え
て
あ
ら
か
じ
め
暫
定
的
な
⾒
通
し
を
与
え
る
と
︑
ヴ
'
レ
リ
*
に
と
E
て
︑

個
々
の
⼈
間
は
感
覚
や
思
考
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
⼒
の
潜
在
す
る
場
で
あ
り
︑そ
れ
ら
の
⼒
は
世
界
と
の

出
会
い
に
よ
E
て
現
実
的
な
も
の
と
な
る
︑そ
の
よ
う
な
は
た
ら
き
が
⽣
じ
る
と
こ
ろ
の
存
在
者
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
彼
が
理
想
と
す
る
﹁
詩
﹂
と
は
︑
こ
の
⾝
体
に
潜
在
す
る
⼒
︑
あ

る
い
は
そ
の
よ
う
な
⾝
体
を
有
す
る
主
体
と
し
て
の
私
た
ち
に
作
⽤
す
る
こ
と
で
︑⼈
を
現
実
的
な
⾏

為
へ
と
み
ち
び
く
⾃
律
的
な
媒
体
で
あ
E
た
の
で
あ
る
︒ 

 
こ
の
著
作
は
﹁
作
品
﹂﹁
時
間
﹂﹁
⾝
体
﹂
と
い
う
副
題
を
も
E
た
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
︑
各
部
が
⼆
・

三
の
章
に
別
れ
て
い
る
︒
以
下
で
は
︑
ま
ず
各
章
の
内
容
を
簡
単
に
要
約
し
︑
そ
の
後
に
全
体
を
俯
瞰

す
る
ま
と
め
を
あ
ら
た
め
て
付
す
こ
と
に
し
た
い
︒ 

 

 
第
⼀
部
は
︑
本
書
の
約
半
分
の
分
量
を
占
め
る
︒
そ
の
第
⼀
章
﹁
装
置
と
し
て
の
作
品
﹂
で
は
︑
ヴ

'
レ
リ
*
が
提
唱
し
た
と
さ
れ
る
﹁
純
粋
詩
﹂
の
意
味
が
解
読
さ
れ
る
︒
ヴ
'
レ
リ
*
は
若
く
し
て
デ

ビ
ë
*
し
た
あ
と
︑
⼀
九
〇
〇
年
頃
か
ら
沈
黙
期
に
⼊
り
︑
ふ
た
た
び
⼀
九
⼀
七
年
に
⻑
編
詩
﹃
若
き

パ
ル
ク
﹄
を
も
E
て
公
け
の
舞
台
へ
と
復
帰
し
た
︒
そ
こ
か
ら
は
ア
カ
デ
ミ
*
・
フ
ラ
ン
セ
*
ズ
会
員

へ
の
選
出
︑
さ
ら
に
コ
レ
*
ジ
ë
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
教
授
へ
の
任
命
な
ど
を
経
る
こ
と
で
︑﹁
フ
ラ
ン

ス
を
代
表
す
る
知
識
⼈
﹂
と
し
て
の
⽴
場
を
確
⽴
す
る
こ
と
に
な
E
た
︒﹁
純
粋
詩
﹂
は
︑
詩
⼈
と
し

て
復
帰
し
た
あ
と
の
彼
が
︑
⾃
作
か
他
作
か
を
問
わ
ず
︑
詩
の
理
念
を
語
る
た
め
に
⽤
い
た
⾔
葉
で
あ

る
︒ 

 
﹁
純
粋
詩
﹂
と
は
︑
端
的
に
は
︑
散
⽂
的
要
素
を
排
し
た
詩
の
こ
と
で
あ
る
︒
だ
が
︑
そ
の
よ
う
な

詩
が
あ
ら
か
じ
め
⾃
然
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
ゆ
え
に
純
粋
詩
と
い
う
理
念
は
︑
散
⽂
的
な
も
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の
を
取
り
の
ぞ
く
こ
と
に
よ
E
て
詩
的
な
も
の
を
純
化
し
よ
う
と
す
る
﹁
探
求
の
⽅
法
﹂
の
名
で
あ
る

と
伊
藤
は
論
じ
る
︵
三
五
⾴
︑
な
お
以
下
で
は
⽂
庫
版
の
⾴
数
の
み
を
記
す
︶︒
た
だ
し
︑
芸
術
の
領

域
に
お
い
て
純
粋
な
も
の
を
志
向
す
る
試
み
は
︑
ヴ
'
レ
リ
*
に
の
み
⾒
ら
れ
た
傾
向
で
は
な
い
︒
伊

藤
も
⾔
及
す
る
よ
う
に
︑
そ
の
点
で
⼀
般
的
に
有
名
な
の
は
︑
美
術
批
評
家
の
ク
レ
メ
ン
ト
・
グ
リ
*

ン
バ
*
グ
が
論
じ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
絵
画
の
伝
統
で
あ
ろ
う
︒
特
に
エ
ド
^
ア
*
ル
・
マ
ネ
以
降
の
近
代

の
画
家
は
︑
絵
画
と
い
う
﹁
媒
体
﹂
の
固
有
性
を
積
極
的
に
引
き
う
け
︑
他
の
媒
体
か
ら
借
り
ら
れ
た

要
素
を
除
去
し
よ
う
と
し
た
と
解
釈
さ
れ
る
︒そ
の
運
動
に
お
い
て
は
︑絵
画
を
構
成
す
る﹁
平
⾯
性
﹂

な
ど
の
媒
体
の
条
件
そ
の
も
の
が
︑画
家
が
⾃
覚
的
に
取
り
く
む
べ
き
芸
術
的
な
課
題
と
な
E
て
い
た
︒ 

 
媒
体
の
固
有
性
に
⾃
覚
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
点
で
︑ヴ
'
レ
リ
*
の
⽴
場
も
上
記
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の

運
動
の
渦
中
に
あ
E
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
︒
だ
が
︑
伊
藤
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
彼
は
単
に
詩
を

散
⽂
か
ら
区
別
し
た
の
で
は
な
く
︑
ジ
z
ン
ル
を
超
え
た
普
遍
的
な
性
質
と
し
て
﹁
詩
的
な
も
の
﹂
を

構
想
し
よ
う
と
し
て
も
い
た
︵
四
〇
︶︒
と
す
る
と
︑
よ
り
問
わ
れ
る
べ
き
な
の
は
︑
彼
に
と
E
て
﹁
詩

的
な
も
の
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
E
た
の
か
と
い
う
論
点
に
な
る
だ
ろ
う
︒ 

 
ヴ
'
レ
リ
*
が
詩
的
な
も
の
の
本
質
を
考
察
す
る
う
え
で
︑そ
こ
か
ら
第
⼀
に
退
け
ら
れ
る
べ
き
要

素
と
考
え
た
の
は
散
⽂
的
な﹁
描
写
﹂で
あ
E
た
︒な
ぜ
な
ら
︑そ
れ
は﹁
現
実
の
イ
リ
ë
*
ジ
�
ン
﹂

あ
る
い
は
﹁
真
実
ら
し
い
⼒
﹂
を
作
り
出
す
も
の
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
︵
四
四
︶︒
た
だ
し
︑
伊

藤
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
よ
う
な
描
写
の
真
正
さ
が
問
題
と
な
る
の
は
︑﹁
作
者
だ
け
が
知
E
て
い
る
何
ら

か
の
内
容
を
作
者
が
読
者
に
伝
え
る
﹂
と
い
う
﹁
伝
達
﹂
の
構
図
が
︑
テ
ク
ス
ト
理
解
の
⼤
き
な
前
提

と
な
E
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
︵
六
〇
︶︒
実
際
︑
詩
が
作
者
の
感
情
や
思
想
を
﹁
伝
達
﹂
す
る
も
の

だ
と
⾒
な
す
⽴
場
を
︑
ヴ
'
レ
リ
*
⾃
⾝
が
批
判
し
て
い
た
︒ 

 
で
は
︑
詩
が
作
者
か
ら
読
者
へ
の
思
想
の
﹁
伝
達
﹂
で
は
な
い
と
す
れ
ば
︑
い
E
た
い
ど
の
よ
う
な

関
係
を
詩
は
作
者
と
読
者
と
の
あ
い
だ
に
と
り
も
つ
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒
ヴ
'
レ
リ
*
は
︑
作

者
と
読
者
と
の
関
係
を
︑
作
品
に
よ
E
て
媒
介
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
同
時
に
切
断
も
さ
れ
て
い
る
﹁
⽣

産
者
﹂
と
﹁
消
費
者
﹂
と
の
関
係
と
し
て
表
現
し
た
︵
六
三
�
六
四
︶︒
読
者
は
︑
作
者
の
思
想
を
単

に
受
け
と
る
の
で
は
な
い
︒
作
者
は
作
品
を
作
り
だ
す
が
︑
読
者
は
そ
の
作
品
⾃
体
と
向
き
合
い
︑
そ

の
詩
の
価
値
の
作
り
⼿
と
も
な
る
︒
だ
が
︑
そ
れ
は
単
に
作
品
が
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
に
開
か
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
︒ヴ
'
レ
リ
*
に
よ
れ
ば
︑読
者
の
活
動
と
は
︑意
味
の﹁
解
釈
﹂で
は
な
く
︑

読
者
⾃
⾝
の
﹁
⾏
為
﹂
な
の
だ
と
い
う
︵
六
六
︶︒ 

 
で
は
︑
ヴ
'
レ
リ
*
が
読
者
の
﹁
⾏
為
﹂
と
考
え
た
も
の
と
は
何
か
︒
そ
こ
で
重
要
に
な
る
の
が
詩

と
は
﹁
装
置
﹂
で
あ
る
と
い
う
彼
の
考
え
で
あ
る
︵
六
⼋
︶︒
詩
は
﹁
装
置
﹂
と
し
て
読
者
に
作
⽤
す

る
︒
よ
り
具
体
的
に
⾔
え
ば
︑
装
置
と
し
て
の
詩
は
︑
読
者
の
⾝
体
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
諸
能
⼒
を

﹁
開
拓
し
︑
組
織
し
︑
組
み
⽴
て
﹂
る
と
い
う
の
だ
︵
七
⼆
︶︒
ゆ
え
に
︑
詩
を
読
む
こ
と
で
読
者
が
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お
こ
な
う
﹁
⾏
為
﹂
と
は
単
に
能
動
的
な
⾏
為
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
︒
伊
藤
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
私

た
ち
⾃
⾝
の
﹁
⽬
に
は
⾒
え
な
い
が
⾝
体
の
能
⼒
に
か
か
わ
る
よ
う
な
⾏
為
︑
そ
れ
が
純
粋
な
詩
の
促

す
⾏
為
﹂
な
の
で
あ
る
︵
七
四
︶︒
こ
れ
ら
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
︑
伊
藤
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒ 

 

ヴ
'
レ
リ
*
に
と
E
て
詩
¦
作
品
は
︑
読
者
を
﹁
⾏
為
﹂
さ
せ
︑
⾝
体
的
諸
機
能
を
開
拓
す
る
と
い

う
﹁
⼤
き
な
⽬
的
﹂
を
持
E
た
﹁
装
置
﹂
で
あ
E
た
︵
七
六
︶︒ 

 

で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
ヴ
'
レ
リ
*
に
と
E
て
詩
あ
る
い
は
詩
作
は
︑
そ
の
本
質
と
し
て
⼈
間
の
⾝
体
の

機
能
と
密
接
に
か
か
わ
る
も
の
と
な
る
︒
こ
の
こ
と
が
︑
伊
藤
に
よ
E
て
詩
と
⾝
体
と
が
関
連
づ
け
て

分
析
さ
れ
る
根
本
的
な
理
由
な
の
で
あ
る
︒ 

 
つ
づ
け
て
第
⼀
部
第
⼆
章
﹁
装
置
を
作
る
﹂
で
は
︑﹁
読
者
を
⾏
為
さ
せ
る
﹂
と
い
う
﹁
装
置
と
し

て
の
詩
﹂
の
意
味
が
あ
ら
た
め
て
論
じ
ら
れ
る
︒
伊
藤
は
︑
こ
の
章
で
︑﹁
単
語
﹂︵
代
名
詞
や
動
詞
の

は
た
ら
き
︶﹂︑﹁
修
辞
﹂︵
倒
置
や
脚
韻
な
ど
︶︑
そ
し
て
﹁
語
り
の
モ
*
ド
﹂︵
登
場
⼈
物
の
扱
い
︶
の

三
つ
の
レ
ベ
ル
か
ら
分
析
を
⾏
E
て
い
る
︒ 

 
ま
ず
﹁
語
り
の
モ
*
ド
﹂︑
す
な
わ
ち
登
場
⼈
物
の
扱
い
の
点
で
注
⽬
さ
れ
る
の
は
︑
ヴ
'
レ
リ
*

の
ラ
シ
*
ヌ
へ
の
傾
倒
で
あ
る
︵
七
九
︶︒
特
に
復
帰
作
と
な
E
た
﹃
若
き
パ
ル
ク
﹄
の
執
筆
の
際
に
︑

彼
は
⼤
き
な
影
響
を
ラ
シ
*
ヌ
か
ら
受
け
て
い
た
︒
ヴ
'
レ
リ
*
⾃
⾝
が
認
め
る
よ
う
に
︑
ラ
シ
*
ヌ

の
作
品
は
物
語
と
し
て
は
﹁
平
板
﹂
で
あ
り
︑
登
場
⼈
物
も
﹁
単
純
﹂
な
印
象
を
与
え
る
︒
だ
が
︑
ヴ

'
レ
リ
*
に
よ
れ
ば
︑
ラ
シ
*
ヌ
の
作
品
か
ら
は
駒
の
よ
う
な
登
場
⼈
物
の
﹁
関
係
﹂
と
︑
そ
し
て
そ

の
よ
う
な
関
係
を
も
た
ら
す
﹁
操
作
﹂
を
読
み
と
る
べ
き
な
の
だ
と
い
う
︵
⼋
六
︶︒
そ
の
点
で
ラ
シ

*
ヌ
作
品
は
︑
チ
Ç
ス
に
も
た
と
え
ら
れ
る
︒ 

 
ラ
シ
*
ヌ
作
品
に
お
い
て
⼈
物
の
関
係
が
変
化
す
る
の
は
︑そ
れ
ら
⼈
物
の
発
⾔︵
デ
Ê
ス
ク
*
ル
︶

に
よ
E
て
で
あ
る
︒
伊
藤
に
よ
れ
ば
︑﹁
ヴ
'
レ
リ
*
に
と
E
て
古
典
主
義
悲
劇
と
は
︑
関
係
を
取
り

出
す
た
め
に
現
実
を
丸
ご
と
デ
Ê
ス
ク
*
ル
に
変
換
し
た
結
果
﹂
に
他
な
ら
な
か
E
た
︵
九
〇
︶︒
古

典
主
義
演
劇
は
︑
現
実
を
﹁
描
写
﹂
す
る
の
で
は
な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
︑
デ
Ê
ス
ク
*
ル
の
形
で
﹁
現

実
を
平
⾏
に
置
き
換
え
る
﹂
も
の
だ
と
い
う
︵
九
⼀
︶︒
ラ
シ
*
ヌ
か
ら
の
影
響
は
︑
ヴ
'
レ
リ
*
の

作
品
に
お
い
て
神
話
上
の
⼈
物
が
登
場
⼈
物
で
あ
る
場
合
が
多
い
理
由
も
説
明
す
る
︒﹃
若
き
パ
ル
ク
﹄

で
も
パ
ル
ク
の
属
性
の
記
述
は
な
い
︒
た
だ
し
︑
こ
の
作
品
で
は
神
話
的
な
⼈
物
と
し
て
属
性
の
描
写

は
な
い
が
︑
苦
痛
や
恐
れ
な
ど
内
的
な
経
験
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
る
と
い
う
︒
伊
藤
は
︑
ヴ
'
レ
リ
*

が
神
話
的
な
形
象
を
⽤
い
る
こ
と
で
︑
詩
が
﹁
伝
達
﹂
に
陥
る
こ
と
を
﹁
迂
回
﹂
さ
せ
た
の
で
は
な
い

か
と
主
張
す
る
︵
⼀
〇
〇
︶︒ 

 
次
に
﹁
単
語
﹂
の
レ
ベ
ル
︑
す
な
わ
ち
代
名
詞
や
動
詞
の
は
た
ら
き
が
分
析
さ
れ
る
︒
伊
藤
が
指
摘
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す
る
よ
う
に
︑
ヴ
'
レ
リ
*
は
⼈
間
の
⾔
語
的
コ
ミ
ë
ニ
ケ
*
シ
�
ン
の
起
源
を
﹁
⾝
振
り
﹂
と
︑
そ

の
﹁
模
倣
﹂
に
求
め
て
い
た
︵
⼀
〇
⼋
︶︒
こ
の
点
が
把
握
さ
れ
る
こ
と
で
︑
ヴ
'
レ
リ
*
の
詩
作
に

お
い
て
代
名
詞
と
動
詞
が
果
た
し
て
い
る
役
割
も
的
確
に
理
解
さ
れ
る
︒
彼
に
よ
れ
ば
﹁
動
詞
﹂
は
︑

⽂
の
中
⼼
で
あ
る
が
︑
そ
れ
⾃
体
は
主
体
を
⽋
い
て
い
る
た
め
︑
⾃
⾝
が
成
⽴
す
る
の
に
必
要
な
主
語

を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
動
詞
に
お
け
る
主
体
の
⽋
落
と
そ
れ
に
対
す
る
要
求
こ
そ
が
︑
コ
ミ

ë
ニ
ケ
*
シ
�
ン
に
お
い
て
話
者
同
⼠
を
模
倣
関
係
に
よ
E
て
媒
介
す
る
の
だ
と
い
う
︵
⼀
⼀
⼀
︶︒ 

 

つ
ま
り
︑
ヴ
'
レ
リ
*
に
と
E
て
⾔
語
を
理
解
す
る
と
は
︑
そ
の
中
⼼
で
あ
る
動
詞
を
介
し
て
︑
動

詞
の
命
令
に
応
じ
る
よ
う
に
し
て
︑
他
者
の
⾏
為
¦
⾝
振
り
を
模
倣
し
︑
他
者
と
同
化
す
る
こ
と

な
の
で
あ
る
︒︵
⼀
⼀
⼆
︶ 

 

ヴ
'
レ
リ
*
の
詩
に
お
い
て
︑
神
話
的
な
形
象
の
発
⾔
に
よ
E
て
形
象
⾃
体
の
関
係
は
変
化
す
る
︒
そ

の
⽂
の
中
⼼
に
あ
る
の
は
動
詞
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
そ
の
動
詞
の
主
語
が
か
か
わ
る
の
は
︑
作
品
内
の

登
場
⼈
物
だ
け
で
は
な
い
︒
伊
藤
に
よ
れ
ば
﹁
特
定
の
代
名
詞
を
慎
重
に
配
置
﹂
す
る
こ
と
で
︑
こ
の

作
品
内
の
動
作
は
読
み
⼿
⾃
⾝
の
⾝
体
を
喚
起
す
る
も
の
と
な
る
︵
⼀
⼆
〇
︶︒
そ
し
て
︑
そ
の
動
作

が
読
者
⾃
⾝
の
⾝
振
り
と
し
て
模
倣
さ
れ
る
こ
と
に
よ
E
て
︑作
品
は
読
者
に
⾏
為
を
促
す
も
の
と
な

る
と
い
う
の
だ
︒ 

 
伊
藤
は
︑
こ
こ
ま
で
紹
介
し
た
﹁
語
り
の
モ
*
ド
﹂﹁
単
語
﹂
に
加
え
て
︑
こ
こ
で
は
詳
細
は
省
く

が
︑
倒
置
や
脚
韻
な
ど
の
﹁
修
辞
﹂
も
分
析
す
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
︑
第
⼆
章
の
残
り

︵
⼀
⼆
九
�
⼀
四
四
︶
で
は
︑﹁
装
置
と
し
て
の
詩
﹂
の
作
成
が
総
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
営
み
な
の

か
が
論
じ
ら
れ
る
︒ 

 
ヴ
'
レ
リ
*
は
︑
定
型
に
し
た
が
E
て
詩
作
を
お
こ
な
E
た
︒
そ
の
点
で
︑
彼
は
⾃
ら
認
め
る
よ
う

に
﹁
古
典
主
義
﹂
の
詩
⼈
で
あ
E
た
︵
⼀
三
〇
︶︒
詩
作
に
お
い
て
は
︑
す
で
に
規
則
が
存
在
す
る
か

ぎ
り
で
︑
先
ほ
ど
も
登
場
し
た
⽐
喩
を
あ
ら
た
め
て
⽤
い
れ
ば
︑
チ
Ç
ス
を
プ
レ
イ
す
る
こ
と
に
似
て

い
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
都
度
の
条
件
に
し
た
が
E
て
詩
を
作
る
こ
と
は
︑
ヴ
'
レ
リ
*
に
と
E
て
︑
単

に
作
者
が﹁
⾔
い
た
い
こ
と
を
⾔
う
﹂こ
と
で
は
全
く
な
く
︑あ
る
条
件
が
課
す﹁
問
い
﹂に
対
し
て
︑

そ
れ
に
応
じ
る
⾔
葉
を
﹁
回
答
﹂
す
る
⼀
連
の
過
程
の
こ
と
な
の
だ
︒
伊
藤
は
﹁
わ
た
し
は
も
は
や
わ

た
し
の
⾔
い
た
い
こ
と
が
⾔
え
な
い
﹂
と
い
う
ヴ
'
レ
リ
*
の
⾔
葉
を
︑
単
に
彼
の
⾃
意
識
の
問
題
と

し
て
で
は
な
く
︑
こ
の
よ
う
な
問
い
と
回
答
の
﹁
ゲ
*
ム
﹂
と
い
う
詩
作
の
シ
ス
テ
ム
の
観
点
か
ら
こ

そ
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
︵
⼀
三
六
︶︒ 

 
詩
が
﹁
私
の
⾔
い
た
い
こ
と
﹂
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
ば
︑
作
者
が
⽣
み
出
す
の
は
︑
あ
る
条
件
が

課
す﹁
問
い
﹂に
応
え
る
過
程
で﹁
偶
然
﹂に
思
い
付
い
た
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
に
な
る︵
⼀
三
⼋
︶︒
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詩
作
が
⾃
分
の
思
考
か
ら
︑
す
な
わ
ち
⾃
我
か
ら
離
れ
︑
そ
し
て
そ
の
創
作
が
﹁
偶
然
﹂
に
委
ね
ら
れ

る
点
で
︑ヴ
'
レ
リ
*
は
マ
ラ
ル
メ
を
⾃
⾝
の
詩
作
の
先
達
と
し
て
あ
げ
る
︒ヴ
'
レ
リ
*
に
と
E
て
︑

⾃
我
は
そ
こ
か
ら
表
現
が
取
り
出
さ
れ
る
よ
う
な
源
泉
で
は
な
い
︒そ
れ
は
問
い
と
応
答
を
繰
り
か
え

す
反
射
板
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
︵
⼀
四
⼀
︶︒
読
者
が
詩
に
よ
E
て
⾏
為
を
促
さ
れ
る
と
同
時

に
︑
作
者
⾃
⾝
も
詩
の
条
件
の
課
す
問
い
と
回
答
と
の
応
酬
の
な
か
で
⾏
為
を
促
さ
れ
て
い
る
︒
ゆ
え

に
︑
ヴ
'
レ
リ
*
⾃
⾝
が
述
べ
た
よ
う
に
﹁
詩
を
作
る
こ
と
﹂
こ
そ
が
﹁
詩
﹂
で
あ
E
た
の
で
あ
る
︵
⼀

四
⼆
︶︒ 

 
こ
こ
ま
で
⾒
た
よ
う
に
︑
ヴ
'
レ
リ
*
に
と
E
て
︑
詩
は
作
者
の
思
想
や
感
情
の
表
現
で
は
な
い
︒

作
品
は
あ
く
ま
で
条
件
の
問
答
の
な
か
で
偶
然
的
に
⽣
み
出
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
︒そ
し
て
そ
の

⽣
み
出
さ
れ
た
詩
は
︑
読
者
に
⾝
体
的
に
⾏
為
を
促
す
﹁
装
置
﹂
と
な
る
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
既
に
指

摘
し
た
よ
う
に
︑
詩
を
作
る
︑
そ
し
て
そ
れ
を
読
む
と
い
う
⾏
為
は
︑
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
⾝
体
と

し
て
存
在
し
て
い
る
の
か
と
い
う
論
点
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
⾝
体
の
問
題
が
︑
第

⼆
部
と
第
三
部
で
語
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑
第
⼆
部
は
︑﹁
刻
々
と
変
化
す
る
⾝
体
と
世
界
の
関
係
﹂
と

し
て
の
﹁
時
間
の
問
題
﹂
が
︑
⾝
体
⾃
体
の
問
題
に
先
⽴
E
て
︑
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︵
⼀
四
三

�
⼀
四
四
︶︒  

 

 
第
⼆
部
・
第
⼀
章
﹁
形
式
と
し
て
の
﹁
現
在
﹂﹂
に
お
い
て
は
︑
ヴ
'
レ
リ
*
の
時
間
論
が
素
描
さ

れ
る
︒
彼
は
空
間
的
な
時
間
把
握
を
批
判
す
る
︵
⼀
四
⼋
︶︒
伊
藤
に
よ
れ
ば
︑
彼
に
と
E
て
論
じ
ら

れ
る
時
間
と
は
﹁
認
識
さ
れ
る
限
り
で
の
時
間
の
あ
り
⽅
﹂
で
あ
る
と
い
う
︵
⼀
五
⼀
︶︒
ヴ
'
レ
リ

*
に
と
E
て
認
識
さ
れ
る
時
間
と
は
﹁
現
在
﹂
で
し
か
な
か
E
た
︒
そ
し
て
彼
は
こ
の
﹁
現
在
﹂
を
﹁
形

式
﹂
と
も
呼
ぶ
︒
こ
の
よ
う
な
時
間
理
解
に
︑
伊
藤
は
時
間
︵
と
空
間
︶
を
感
覚
的
認
識
︑
す
な
わ
ち

﹁
直
観
﹂が
成
⽴
す
る
さ
い
の
認
識
主
観
の
形
式
だ
と
考
え
た
哲
学
者
カ
ン
ト
の
影
響
が
⾒
ら
れ
る
と

い
う
︵
⼀
五
⼆
︶︒
実
際
︑
ヴ
'
レ
リ
*
に
と
E
て
も
︑
現
在
と
い
う
形
式
で
認
識
さ
れ
る
時
間
と
は
︑

私
た
ち
⾃
⾝
の
能
⼒
に
他
な
ら
な
か
E
た
の
で
あ
る
︒ 

 
時
間
が
主
観
の
形
式
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
ヴ
'
レ
リ
*
に
と
E
て
問
題
と
な
る
時
間
と
は
︑
私
た
ち

⾃
⾝
の
能
⼒
に
よ
E
て
﹁
構
造
化
﹂
さ
れ
た
時
間
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
︵
⼀
五
三
︶︒
と
は
い
え
︑

ど
の
よ
う
に
時
間
は
形
式
的
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒そ
こ
で
伊
藤
が
注
意
を
促
す
の
は
︑

ヴ
'
レ
リ
*
が
⾔
及
す
る
﹁
予
期
﹂
と
い
う
感
覚
の
⽅
向
づ
け
で
あ
る
︵
⼀
五
三
︶︒ 

 
予
期
と
は
︑過
去
を
⼿
が
か
り
に
未
来
に
起
こ
り
う
る
出
来
事
を
想
定
す
る
こ
と
で
あ
る
︒た
だ
し
︑

ヴ
'
レ
リ
*
に
と
E
て
そ
れ
が
重
視
さ
れ
る
の
は
︑予
期
が
そ
れ
に
対
応
し
た
私
た
ち
の
⾝
体
の
秩
序
︑

彼
の
⾔
葉
を
⽤
い
れ
ば
﹁
構
築
物
﹂
の
存
在
を
伴
う
も
の
だ
か
ら
だ
と
い
う
︵
⼀
五
四
︶︒
⾃
⾝
の
⾝

体
が
い
か
な
る
秩
序
を
有
し
て
い
る
の
か
︑
そ
れ
は
普
段
は
意
識
さ
れ
な
い
︒
だ
が
︑
予
期
さ
れ
て
い
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る
こ
と
と
異
な
る
こ
と
と
出
会
う
と
き
︑
そ
の
﹁
構
築
物
﹂
の
あ
り
⽅
が
露
わ
に
な
る
︒
不
意
の
出
来

事
の
到
来
に
よ
E
て
︑
主
体
と
世
界
と
の
あ
い
だ
に
﹁
ず
れ
﹂
が
⽣
じ
︑
主
体
は
﹁
遅
れ
﹂
る
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
︒ 

 
こ
の
よ
う
に
ヴ
'
レ
リ
*
の
時
間
論
は
︑
現
在
と
い
う
形
式
で
時
間
を
知
覚
す
る
⼈
間
の
能
⼒
と
︑

現
在
に
お
い
て
構
造
化
さ
れ
て
い
る
主
体
の
⾝
体
的
な
あ
り
⽅
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る︵
⼀
五

⼋
︶︒
こ
の
予
期
に
お
い
て
は
た
ら
い
て
い
る
⾝
体
的
な
秩
序
を
︑
ヴ
'
レ
リ
*
は
﹁
配
置
︵
秩
序
・

準
備
︶﹂
を
意
味
す
る disposition 

の
名
で
呼
ん
だ
︵
⼀
六
⼀
︶︒
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
彼
に
と
E

て
時
間
は
﹁
現
在
﹂
と
い
う
形
式
に
よ
E
て
知
覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
E
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
形
式
は
私

た
ち
⾃
⾝
の
感
性
の
能
⼒
に
他
な
ら
な
か
E
た
︒そ
の
感
覚
的
能
⼒
は
⾝
体
的
な
配
置
に
よ
E
て
︑﹁
現

在
﹂
に
お
い
て
そ
の
状
態
を
決
定
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

 
現
在
に
お
い
て
は
た
ら
い
て
い
る
予
期
の
各
瞬
間
に
は
︑感
性
を
含
む
⾝
体
は
現
実
化
し
う
る
配
置

に
つ
い
て
い
る
︒
だ
が
︑
そ
れ
は
逆
に
⾔
え
ば
︑
私
た
ち
の
能
⼒
は
常
に
す
べ
て
が
準
備
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
⽰
唆
し
て
い
る
︒
私
た
ち
の
時
間
経
験
は
常
に
予
期
と
共
に
あ
る
が
︑
世
界
と

予
期
と
が
⼀
致
す
る
場
合
と
︑
ず
れ
が
⽣
じ
る
場
合
の
⼆
つ
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
詳
細

は
省
く
が
︑
ズ
レ
が
⽣
じ
る
場
合
は
﹁
持
続
﹂
と
し
て
︑
そ
し
て
⼀
致
の
例
を
﹁
リ
ズ
ム
﹂
と
し
て
︑

そ
れ
ぞ
れ
第
⼆
部
の
第
⼆
章
︑
第
三
章
で
主
題
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒ 

 
だ
が
︑
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
時
間
経
験
の
あ
り
⽅
が
︑
ヴ
'
レ
リ
*
の
詩
︑
あ
る
い
は
芸
術
哲
学
を
語

る
場
合
に
問
題
と
な
る
の
か
︒そ
れ
は
︑読
者
が
対
峙
す
る
こ
と
に
な
る
詩
は
︑も
う
⼀
つ
の﹁
世
界
﹂

と
し
て
読
者
が
遭
遇
す
る
も
の
だ
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︵
⼆
〇
⼆
︶︒
世
界
と
対
峙
す
る

時
︑
ひ
と
は
あ
る
秩
序
を
と
も
な
う
⾝
体
を
も
E
て
応
じ
る
よ
う
に
︑
純
粋
な
詩
を
読
む
と
き
に
も
︑

⼈
は
⼀
つ
の
現
実
と
し
て
そ
れ
に
対
峙
す
る
の
で
あ
り
︑そ
の
結
果
そ
の
⼈
の
⾝
体
的
布
置
は
別
の
形

へ
と
変
容
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
変
化
こ
そ
が
︑
装
置
と
し
て
の
詩
が
︑
私
た
ち
の
⾝
体
の
う

え
で
発
⽣
さ
せ
る
﹁
⾏
為
﹂
な
の
で
あ
る
︒ 

 

 
で
は
︑
第
三
部
に
移
ろ
う
︒
こ
こ
ま
で
の
議
論
で
明
ら
か
に
な
E
た
よ
う
に
︑
純
粋
な
詩
は
私
た
ち

を
⾏
為
へ
と
う
な
が
す
装
置
で
あ
り
︑詩
と
対
峙
す
る
と
い
う
こ
と
は
⼈
の
世
界
経
験
を
代
替
す
る
も

の
で
も
あ
E
た
︒
第
三
部
が
問
う
の
は
︑
そ
の
経
験
を
に
な
う
主
体
︑
世
界
と
遭
遇
す
る
こ
と
で
⾏
為

へ
と
促
さ
れ
る
︑
私
た
ち
の
⾝
体
と
は
ど
の
よ
う
な
本
性
を
も
つ
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
︒
⾔
う
ま
で

も
な
く
︑
伊
藤
が
主
題
と
す
る
﹁
⾝
体
﹂
と
は
精
神
や
思
考
と
対
⽴
す
る
概
念
で
は
な
い
︒
ヴ
'
レ
リ

*
に
と
E
て
︑
精
神
的
な
は
た
ら
き
も
︑
歩
く
こ
と
や
⾷
べ
る
こ
と
の
よ
う
な
活
動
と
同
等
の
も
の
で

あ
り
︑
そ
れ
ら
は
等
し
く
⼈
間
の
﹁
能
⼒
﹂
に
も
と
づ
い
て
い
た
︵
⼆
〇
⼋
︶︒
後
段
で
明
ら
か
に
な

る
よ
う
に
︑
詩
的
な
⾔
語
が
私
た
ち
に
は
た
ら
き
を
も
た
ら
す
と
想
定
さ
れ
る
の
も
︑
そ
れ
は
私
た
ち
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の
存
在
そ
の
も
の
が
︑現
実
に
よ
E
て
潜
在
的
な
⼒
が
引
き
出
さ
れ
る
様
々
な
能
⼒
の
場
で
あ
る
か
ら

に
他
な
ら
な
い
の
だ
︒ 

 
こ
の
⾝
体
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
︑
第
三
部
第
⼀
章
﹁︽
主
観
的
︾
な
感
覚
﹂
で
ま
ず
論

じ
ら
れ
る
の
は
﹁
補
⾊
﹂
と
い
う
視
覚
的
な
現
象
で
あ
る
︒
補
⾊
と
は
︑
た
と
え
ば
鮮
烈
な
⻘
⾊
の
紙

を
⾒
た
あ
と
に
︑⽩
い
紙
に
⽬
を
う
つ
す
と
⻘
の
補
⾊
で
あ
る
⻩
⾊
が
⽩
い
紙
の
う
え
に
浮
か
び
あ
が

る
現
象
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
現
象
は
︑
伊
藤
に
よ
れ
ば
︑
ヴ
'
レ
リ
*
に
と
E
て
芸
術
と
い
う
観
念

の
根
本
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
E
た
と
い
う
︵
⼆
⼀
⼆
︶︒
と
は
い
え
︑
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
︒ 

 
⼀
般
に
︑
受
け
と
ら
れ
た
視
覚
的
情
報
は
︑
別
の
⾮
感
覚
的
な
観
念
や
⾏
為
へ
と
つ
な
が
E
て
い
く

と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
伊
藤
が
例
⽰
す
る
よ
う
に
︑
眼
前
の
⼀
⾯
の
﹁
⻘
﹂
を
⾒
た
時
︑

私
た
ち
は
そ
れ
を
﹁
海
﹂
と
い
う
観
念
で
理
解
す
る
は
ず
だ
︒
ヴ
'
レ
リ
*
は
︑
そ
の
よ
う
な
視
覚
の

あ
り
⽅
を
﹁
有
⽤
﹂
な
感
覚
と
呼
ん
だ
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
補
⾊
は
い
か
な
る
観
念
に
も
結
び
つ
か
な

い
﹁
無
⽤
﹂
な
感
覚
で
あ
る
︒ 

 
も
ち
ろ
ん
︑
ヴ
'
レ
リ
*
は
単
に
無
⽤
さ
を
称
揚
し
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
彼
が
補
⾊
を
重
視
す
る

の
は
︑
そ
の
現
象
に
お
い
て
︑
感
覚
が
⾮
感
覚
的
な
も
の
へ
と
移
り
変
わ
ら
ず
︑
感
覚
の
う
ち
で
そ
れ

⾃
体
の
﹁
美
的
事
物
の
秩
序
﹂
が
出
現
し
て
い
る
と
彼
が
考
え
た
か
ら
で
あ
る
︵
⼆
⼆
〇
︶︒
重
要
な

こ
と
は
︑
こ
の
補
⾊
で
認
め
ら
れ
る
感
覚
⾃
体
の
⾃
律
的
あ
り
か
た
が
︑﹁
純
粋
詩
﹂
と
し
て
理
念
化

さ
れ
た
詩
的
⾔
語
の
あ
り
⽅
と
重
な
る
こ
と
で
あ
る
︒
⾔
葉
が
︑
意
味
の
伝
達
と
は
異
な
る
⼒
を
備
え

て
い
る
こ
と
が
︑
補
⾊
と
い
う
﹁
無
⽤
﹂
な
⽣
理
学
的
現
象
に
よ
E
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
︒
ゆ
え
に
︑
伊
藤
は
︑
ヴ
'
レ
リ
*
に
と
E
て
﹁
詩
を
含
む
芸
術
作
品
⼀
般
が
︑
⼈
間
の
⽣
理
的
な

必
然
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
﹂い
る
も
の
だ
E
た
と
指
摘
す
る︵
⼆
⼆
⼆
︶︒ヴ
'
レ
リ
*
⾃
⾝
︑

﹁
芸
術
の
問
題
の
本
質
﹂
は
﹁
感
覚
的
事
物
の
シ
ス
テ
ム
を
組
織
す
る
こ
と
﹂
で
あ
る
と
称
し
て
い
る

︵
⼆
⼆
三
︶︒ 

 
補
⾊
の
例
は
︑
感
覚
が
︑
よ
り
⾼
次
の
精
神
へ
と
観
念
を
も
た
ら
す
単
な
る
通
過
点
と
し
て
存
在
す

る
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
⾃
体
の
秩
序
や
は
た
ら
き
を
有
す
る
こ
と
を
⽰
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
補
⾊
に

お
い
て
は
︑
感
覚
器
官
が
そ
れ
⾃
⾝
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
伊
藤
は
︑
し
た
が
E
て
﹁﹁
透

明
﹂
と
思
わ
れ
て
い
る
私
た
ち
の
⾝
体
的
諸
器
官
が
︑
実
は
﹁
不
透
明
﹂
で
あ
る
こ
と
﹂
へ
の
気
づ
き

を
ヴ
'
レ
リ
*
が
促
し
て
い
る
と
書
く
︵
⼆
三
四
︶︒ 

 
最
終
章
と
な
る
第
三
部
第
⼆
章
﹁
⽣
理
学
﹂
で
は
︑
さ
ら
に
⾝
体
的
な
諸
⼒
に
た
い
す
る
ヴ
'
レ
リ

*
の
⽣
理
学
的
な
考
察
が
紹
介
さ
れ
る
︒
彼
は
⼈
間
の
活
動
全
般
を
﹁
要
求−

応
答
︵dem

ande -

réponse

︶﹂
の
図
式
で
理
解
し
て
い
た
︵
⼆
三
七
︶︒
そ
の
図
式
に
よ
れ
ば
︑
⼈
間
の
活
動
は
︑
何
ら
か

の
状
況
に
よ
る
﹁
要
求
﹂
が
あ
E
て
︑
そ
れ
に
即
座
に
﹁
応
答
﹂
が
反
射
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
で
成
⽴

し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
伊
藤
が
注
意
を
促
す
よ
う
に
︑
こ
の
モ
デ
ル
は
︑
ヴ
'
レ
リ
*
に
と
E
て
︑
単
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な
る
⽣
理
的
な
現
象
の
モ
デ
ル
で
は
な
く
︑思
考
や
さ
ら
に
は
芸
術
⼀
般
の
議
論
の
理
論
的
な
基
礎
と

し
て
も
活
⽤
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒ 

 
と
は
い
え
︑
⽣
理
的
反
射
で
あ
る
な
ら
ば
︑﹁
要
求
﹂
で
は
な
く
︑﹁
刺
激
﹂
と
い
E
た
表
現
の
⽅
が

適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
実
際
︑
ヴ
'
レ
リ
*
⾃
⾝
が
﹁
刺
激
﹂
や
﹁
挑
発
﹂
と
い
E
た
⾔
葉

も
⽤
い
て
い
た
よ
う
だ
︵
⼆
三
九
︶︒
だ
が
︑
伊
藤
に
よ
れ
ば
︑﹁
要
求
﹂
と
い
う
⾔
葉
が
採
⽤
さ
れ
た

の
は
︑
⾝
体
の
外
界
か
ら
の
作
⽤
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
﹁
⽣
体
の
内
部
で
起
こ
E
た
変
化
﹂
に
焦
点
が

当
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
︵
⼆
四
〇
︶︒
⾝
体
に
﹁
要
求
﹂
を
も
た
ら
す
も
の
は
︑
そ
の
⾝
体

の
内
部
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
E
て
も
良
い
の
だ
︒
そ
の
よ
う
な
⾝
体
内
で
の
﹁
要
求−

応
答
﹂
の
事

例
が
︑
た
と
え
ば
﹁
思
考
﹂
で
あ
る
︒
あ
る
観
念
が
別
の
観
念
の
登
場
を
要
求
す
る
こ
と
で
︑
応
答
し

た
そ
の
観
念
は
ま
た
別
の
観
念
を
要
求
す
る
︒
そ
の
よ
う
に
し
て
思
考
は
続
い
て
い
く
と
い
う
の
だ
︒ 

 
⾝
体
的
な
活
動
を
﹁
要
求−

応
答
﹂
の
連
鎖
と
し
て
⾒
る
と
き
︑
ヴ
'
レ
リ
*
に
と
E
て
私
た
ち
の

能
⼒
︑
あ
る
い
は
私
た
ち
の
主
体
性
や
能
動
性
は
︑
あ
く
ま
で
受
動
性
か
ら
の
転
換
と
し
て
考
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
よ
う
に
し
て
⾝
体
的
諸
⼒
と
そ
の
は
た
ら
き
が
考
え
ら
れ
る
と
き
︑
彼
が
持
ち

だ
す
の
が
﹁
錯
綜
体
﹂
と
い
う
ア
イ
デ
Ê
ア
に
他
な
ら
な
い
︵
⼆
四
⼆
︶︒
先
程
の
補
⾊
に
し
ろ
︑
感

覚
器
官
は
私
た
ち
の
意
識
の
コ
ン
ト
ロ
*
ル
の
下
に
常
に
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒補
⾊
の
よ

う
な
現
象
は
︑
外
界
か
ら
の
作
⽤
に
よ
E
て
︑
私
た
ち
の
も
と
に
潜
在
し
て
い
た
機
能
が
そ
れ
固
有
の

は
た
ら
き
を
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
︒そ
の
よ
う
な
機
能
の
束
と
し
て
私
た
ち
の
⾝
体
を

と
ら
え
る
こ
と
で
︑
ヴ
'
レ
リ
*
は
錯
綜
体
と
い
う
概
念
を
﹁
何
ら
か
の
状
況
が
私
た
ち
か
ら
引
き
出

し
う
る
も
の
の
全
体
﹂
と
定
義
し
た
︵
⼆
四
⼆
︶︒ 

 
ヴ
'
レ
リ
*
は
ま
た
錯
綜
体
を
﹁
わ
た
し
た
ち
の
う
ち
に
あ
る
潜
在
的
な
も
の
の
総
体
﹂
と
も
呼
ぶ

︵
⼆
五
⼀
︶︒
ひ
と
は
予
期
に
し
た
が
E
て
︑
⾝
体
を
あ
る
態
勢
と
し
て
準
備
し
︑
世
界
の
出
会
い
⽅

を
決
定
す
る
存
在
者
で
あ
る
︒
だ
が
︑
こ
の
錯
綜
体
と
い
う
概
念
が
⽤
い
ら
れ
る
の
は
︑
伊
藤
が
指
摘

す
る
よ
う
に
︑﹁
い
か
に
思
い
も
よ
ら
な
い
可
能
性
が
︑
私
た
ち
⾃
⾝
の
う
ち
に
隠
れ
て
い
る
の
か
﹂

と
い
う
点
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
E
た
︵
⼆
五
⼆
︶︒
こ
の
錯
綜
体
と
い
う
概
念
に
よ
E
て
︑
⼈
間
と

い
う
存
在
者
の
他
動
性
と
偶
然
性
が
注
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

 
意
識
の
も
と
に
潜
在
し
て
い
る
と
い
う
点
で
︑
こ
の
錯
綜
体
と
い
う
考
え
は
︑
フ
ロ
イ
ト
の
﹁
無
意

識
﹂
と
似
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
だ
が
︑
ヴ
'
レ
リ
*
⾃
⾝
︑
そ
の
⼆
つ
は
全

く
別
の
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
︵
⼆
五
五
︶︒
フ
ロ
イ
ト
の
﹁
無
意
識
﹂
は
︑
意
識
と
い
う
活
動
の
背

後
で
︑
よ
り
リ
ア
ル
な
か
た
ち
で
実
在
し
て
い
る
別
の
活
動
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
錯
綜
体
は
あ

く
ま
で
潜
在
的
な
能
⼒
で
あ
り
︑そ
れ
は
あ
る
状
況
か
ら
の
要
求
に
よ
E
て
現
実
化
す
る
よ
う
に
仕
向

け
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒
ヴ
'
レ
リ
*
が
理
念
化
す
る
﹁
純
粋
詩
﹂
と
い
う
も
の
は
︑
そ
の
よ
う

な
錯
綜
体
と
し
て
存
在
す
る
⼈
間
に
⾏
為
を
促
す﹁
装
置
﹂な
の
で
あ
る
︒ゆ
え
に
︑伊
藤
は﹁
詩
は
︑
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私
た
ち
が
︑
他
動
性
・
偶
然
性
と
出
会
う
こ
と
を
通
じ
て
⾃
⼰
に
つ
い
て
の
知
を
深
め
て
い
く
︑
そ
の

⾏
為
に
他
な
ら
な
い
﹂
と
述
べ
る
︵
⼆
五
九
︶︒ 

 

 
以
上
︑
不
完
全
で
は
あ
る
が
︑
本
書
の
各
章
の
内
容
を
簡
単
に
ま
と
め
て
き
た
︒
こ
の
著
作
の
な
か

で
︑
伊
藤
は
ヴ
'
レ
リ
*
の
思
想
と
共
振
す
る
か
た
ち
で
︑
詩
的
な
⾔
語
と
は
な
に
か
︑
そ
し
て
そ
れ

に
よ
E
て
は
た
ら
き
か
け
ら
れ
る
私
た
ち
⼈
間
と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
存
在
者
な
の
か
を
め
ぐ

E
て
︑
⼤
変
魅
⼒
的
な
議
論
を
提
⽰
し
て
い
る
︒
⾔
葉
は
︑
そ
れ
を
聞
き
と
E
た
者
が
︑
そ
の
意
味
や

観
念
を
意
識
の
な
か
で
想
像
す
る
だ
け
の
透
明
な
媒
体
で
は
な
い
︒
詩
的
な
⾔
語
は
︑
現
実
そ
の
も
の

を
デ
Ê
ス
ク
*
ル
の
形
で
提
⽰
す
る
⾃
律
的
な
秩
序
で
あ
る
︒
そ
の
詩
的
⾔
語
に
遭
遇
す
る
こ
と
で
︑

そ
の
都
度
︑
私
た
ち
⾃
⾝
に
潜
在
し
た
能
⼒
は
現
実
的
な
⾏
為
へ
と
導
か
れ
る
の
で
あ
る
︒
韻
律
に
も

と
づ
く
詩
作
は
︑
作
者
が
表
現
し
た
い
こ
と
を
表
現
す
る
⾏
為
で
は
ま
E
た
く
な
い
︒
作
者
は
︑
規
則

が
﹁
問
う
﹂
も
の
に
︑
偶
然
的
に
﹁
答
え
る
﹂
こ
と
で
詩
を
⽣
み
出
す
︒
そ
の
点
で
︑
詩
は
作
者
に
と

E
て
も
︑
意
識
外
か
ら
到
来
し
た
他
者
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
を
受
け

取
る
読
者
も
︑そ
の
作
品
の
う
ち
に
作
者
の
⾃
意
識
や
描
写
さ
れ
た
真
実
ら
し
い
情
景
を
⾒
出
す
の
で

は
な
く
︑
偶
然
的
な
出
来
事
に
遭
遇
し
た
か
の
よ
う
に
︑
そ
の
都
度
の
予
期
の
も
と
で
⾃
⾝
の
潜
在
的

な
能
⼒
を
も
E
て
応
じ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒も
ち
ろ
ん
︑私
た
ち
の
各
主
体
に
内
在
す
る
諸
⼒
は
︑

⾃
意
識
に
よ
E
て
コ
ン
ト
ロ
*
ル
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
︒
私
た
ち
の
⾝
体
的
な
機
能
も
︑
精
神

的
な
意
味
へ
と
情
報
を
受
け
つ
た
え
る
透
明
な
媒
体
で
は
な
く
︑不
透
明
な
実
体
と
し
て
存
在
し
て
い

る
の
で
あ
る
︒ 

 

 
で
は
︑
伊
藤
が
ヴ
'
レ
リ
*
を
も
E
て
語
E
た
こ
と
を
︑
私
⾃
⾝
が
専
⾨
と
す
る
哲
学
の
歴
史
に
置

き
か
え
た
場
合
︑
ど
の
よ
う
な
パ
ラ
フ
レ
*
ズ
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
点
に
触
れ
る
こ
と
で
︑

こ
の
書
評
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
︒こ
の
著
作
で
⽰
さ
れ
て
い
る
詩
的
⾔
葉
と
⾝
体
と
の
結
び
つ
き

に
か
ん
す
る
考
え
は
︑
⻄
欧
の
思
想
史
に
お
い
て
︑
⼀
つ
の
精
神
的
古
層
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
︒そ
の
点
で
と
り
わ
け
想
起
さ
れ
る
の
は
古
代
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
ア
ウ
グ
ス
テ
Ê

ヌ
ス
で
あ
る
︒ 

 
ア
ウ
グ
ス
テ
Ê
ヌ
ス
は
︑
パ
ウ
ロ
の
ロ
*
マ
書
に
も
と
づ
い
て
﹁
私
は
⾃
分
の
⾏
な
E
て
い
る
こ
と

が
わ
か
ら
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
私
は
⾃
分
の
欲
す
る
こ
と
を
⾏
わ
ず
︑
か
え
E
て
⾃
分
の
憎
む
こ
と
を

⾏
な
E
て
い
る
か
ら
で
あ
る
﹂
と
綴
E
た
︒
彼
は
﹁
⾃
由
意
志
﹂
と
い
う
概
念
を
⻄
欧
の
精
神
史
の
な

か
へ
と
導
き
い
れ
た
⼈
物
と
し
て
知
ら
れ
る
が
︑彼
の
書
物
に
⽬
を
落
と
せ
ば
す
ぐ
に
明
ら
か
と
な
る

よ
う
に
︑
彼
の
注
視
の
先
に
あ
E
た
の
は
︑
⾃
⾝
の
意
志
に
よ
E
て
コ
ン
ト
ロ
*
ル
さ
れ
て
い
る
能
動

的
な
⾏
為
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
⾃
⾝
の
抗
え
な
い
情
欲
な
ど
の
﹁
⾁
﹂
に
よ
E
て
も
た
ら
さ
れ
る
不
本
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意
な
現
実
と
︑
そ
こ
か
ら
の
救
済
で
あ
E
た
︒
伊
藤
が
本
書
第
三
部
の
末
尾
で
引
⽤
す
る
よ
う
に
︑
ヴ

'
レ
リ
*
は﹁
成
功
し
て
い
た
ら
⾏
為
の
中
で
存
在
し
な
い
ま
ま
に
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
さ
ま
ざ
ま

な
錯
綜
体
を
燃
え
上
が
ら
せ
る
﹂
の
は
﹁
抵
抗
﹂﹁
失
敗
﹂﹁
我
慢
で
き
な
さ
﹂
で
あ
る
と
述
べ
た
︵
⼆

六
四
︶︒
ア
ウ
グ
ス
テ
Ê
ヌ
ス
が
⼈
間
の
情
欲
を
執
拗
に
論
じ
た
の
も
︑
ヴ
'
レ
リ
*
が
﹁
錯
綜
体
﹂

と
呼
ぶ
⼈
間
の
⾝
体
及
び
そ
こ
に
宿
る
諸
⼒
を
注
視
し
よ
う
と
し
た
こ
と
と
重
な
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
︵
そ
の
点
で
︑
本
書
の
伊
藤
の
議
論
を
︑
た
と
え
ば
フ
*
コ
*
の
﹃
⾁
の
告
⽩
﹄
に
お
け
る
議
論
と

関
連
さ
せ
る
こ
と
は
有
意
義
か
も
し
れ
な
い
︶︒ 

 
そ
し
て
︑
ア
ウ
グ
ス
テ
Ê
ヌ
ス
に
と
E
て
も
︑
⾃
⾝
の
錯
綜
体
を
⾏
為
へ
と
む
か
わ
せ
る
﹁
詩
的
⾔

語
﹂
が
存
在
し
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
れ
は
聖
書
に
他
な
ら
な
い
が
︑
問
題
と
な
る
の
は
聖
書
が
彼
に
と

E
て
ど
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
E
た
の
か
と
い
う
点
だ
︒
彼
⾃
⾝
︑
聖
書
の
粗
雑
な
⽂
⾔
に
⼀
時
期

軽
蔑
の
視
線
を
向
け
た
こ
と
を
﹃
告
⽩
﹄
の
な
か
で
記
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
ミ
ラ
ノ
で
司
教
の
ア
ン
ブ

ロ
シ
ウ
ス
に
出
会
う
こ
と
で
︑
聖
書
の
⾔
葉
の
解
釈
に
彼
は
再
度
向
き
合
う
こ
と
に
な
E
た
︒
そ
し
て

書
か
れ
た
の
は
﹃
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
﹄
と
い
う
聖
書
解
釈
の
規
則
を
⽰
し
た
著
作
で
あ
E
た
︒
も
ち

ろ
ん
︑
聖
書
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
詩
で
は
︑
そ
こ
に
⽴
ち
現
れ
て
い
る
意
匠
は
⼤
き
く
異
な
る
︒
だ
が
︑

ア
ウ
グ
ス
テ
Ê
ヌ
ス
に
と
E
て
も
︑
⾔
語
の
単
な
る
字
義
的
な
意
味
で
は
な
く
︑
私
た
ち
の
⾝
体
に
直

接
は
た
ら
き
か
け
る
⾔
葉
︑そ
し
て
そ
れ
が
も
つ
⼒
こ
そ
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
良

い
︒
そ
の
点
で
ア
ウ
グ
ス
テ
Ê
ヌ
ス
の
聖
書
解
釈
も
︑
ま
さ
に
ヴ
'
レ
リ
*
的
な
意
味
で
詩
的
⾔
語
の

解
読
で
あ
E
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒ 

 
さ
ら
に
︑
ヴ
'
レ
リ
*
が
﹁
配
置
﹂
と
し
て
頻
繁
に
⾔
及
し
た disposition 

と
は
︑
神
的
な
摂
理
と

も
密
接
な
関
係
が
あ
る
ギ
リ
シ
ア
語
の
﹁
オ
イ
コ
ノ
ミ
ア
﹂
の
ラ
テ
ン
語
訳
で
も
あ
る
︒
そ
れ
は
中
世

の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
伝
統
の
中
で
︑世
界
の
布
置
と
⼈
間
の
情
念
の
布
置
と
が
重
な
り
あ
う
地
点
を

読
み
と
く
た
め
に
汎
⽤
さ
れ
る
⾔
葉
と
な
E
た
︒
当
然
︑
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
い
て
︑
そ
の
﹁
配
置

¦
布
置
﹂
の
先
に
あ
る
﹁
⼤
き
な
⽬
的
﹂
は
神
で
あ
E
た
︒
と
す
れ
ば
︑
ヴ
'
レ
リ
*
が
⾝
体
の
配
置

を
問
題
と
す
る
と
き
︑
近
代
に
お
け
る
﹁
神
の
不
在
﹂
の
な
か
で
失
わ
れ
た
神
的
な
配
置
を
世
俗
的
に

取
り
も
ど
す
試
み
と
し
て
︑
彼
の
詩
学
が
あ
E
た
と
表
現
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒
こ
の
よ
う
に
推
論

す
る
と
︑
伊
藤
の
ヴ
'
レ
リ
*
論
は
︑
⻄
欧
の
精
神
的
古
層
の
持
続
と
︑
そ
し
て
神
な
き
時
代
に
お
い

て
︑そ
れ
が
い
か
に
変
奏
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
教
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
︒ 

 

※ 

本
稿
は
︑
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の A

rt R
esearch O

nline Journal 

に
掲
載
さ
れ
た
書
評
を
︑
⼀
部
改
訂

し
た
も
の
で
あ
る
︒書
評
の
執
筆
を
ご
提
案
い
た
だ
い
た
⽵
内
均
⽒
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
︒な
お
︑

元
の
原
稿
は
︑
次
の
ア
ド
レ
ス
に
て
公
開
さ
れ
て
い
る
︒ 
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