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三
、
以
下
Ｍ
と
略
記
）
は
、
客
観
的
デ
ー
タ
・
事
例
の
蓄
積
を
目
的
に
自
ら
編
集
に
携
わ
っ

た
学
術
誌
『
汝
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知
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、
あ
る
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万
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向
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読
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し
て
の
経
験
心
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学
雑
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第
三
号
・
第
一
巻
（
一
七
八
五
）
に
、
症
例
報
告
「
演
劇
へ
の
不
幸
な
傾

倒E
in unglücklicher H

ang zum
 T

heater

」
を
掲
載
し
た﹇
*1
﹈。
こ
れ
は
、
演
劇
に
の
め
り
込
ん
だ
が
た
め
に
正
常
な
社
会
生
活
を
営
む

こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
青
年
Ｄ
（
以
下
Ｄ
）
を
Ｍ
が
預
か
り
受
け
、
矯
正
治
療
し
た
過
程
を
事
実
と
し
て
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。

Ｄ
は
、
演
劇
が
も
た
ら
す
想
像
世
界
を
か
り
そ
め
の
娯
楽
と
し
て
享
受
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
生
活
を
こ
の
虚
構
世
界
と
取
り
替
え

て
し
ま
う
。
Ｍ
は
、
Ｄ
に
欠
け
て
い
る
能
力
、
演
劇
と
か
か
わ
る
時
間
を
実
生
活
と
い
う
全
体
の
一
部
に
組
み
込
み
相
対
化
す
る
構
想
力

を
、
自
然
体
験
を
通
じ
て
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
矯
正
の
手
段
が
な
ぜ
自
然
体
験
な
の
か
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が﹇
*2
﹈、
実
際
に
、
庭

園
で
の
散
歩
を
習
慣
と
す
る
こ
と
で
、
Ｄ
は
或
る
劇
団
へ
の
入
団
を
決
意
し
、
演
劇
を
あ
く
ま
で
も
生
業
と
割
り
切
る
に
至
る
。
と
こ
ろ

が
彼
は
土
壇
場
で
そ
の
決
意
を
翻
し
、
Ｍ
の
企
図
を
出
し
抜
く
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、
Ｄ
の
主
体
性
を
回
復
し
よ
う
と
し
て
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意
図
も
な
く
、
た
だ
虚
構
の
世
界
の
中
に
生
き
て
い
る
。
デ
ィ
ド
ロ
が
「
俳
優
の
逆
説
」
と
呼
ん
だ
屈
折
を
、
Ｄ
は

知
ら
な
い
。
現
実
と
フ
リ
と
を
ス
イ
ッ
チ
す
る
こ
と
自
体
の
現
実
的
利
害

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
考
慮
す
る
よ
う
な
器
用
さ
は
、
Ｄ
に
な

い
。
バ
ロ
ッ
ク
期
に
は
、
宮
廷
人
と
し
て
の
立
身
を
念
頭
に
、
自
己
呈
示
の
訓
練
と
し
て
演
劇
が
擁
護
さ
れ
た
が
、

少
な
く
と
も
こ
の
旧
式
の
論
拠
は
Ｄ
に
適
用
で
き
な
い
。
そ
し
て
第
二
に
、
彼
が
身
を
委
ね
て
没
入
す
る
演
劇
世
界

は
、
彼
の
所
与
の
実
人
生
と
関
連
を
持
た
な
い
。
自
ら
の
市
民
生
活
と
無
縁
の
美
徳
・
悪
徳
に
触
れ
る
こ
と
の
弊
害

に
は
、
ル
ソ
ー
が
言
及
し
て
い
る
│
「
我
々
は
暴
君
や
英
雄
を
戴
い
た
り
、
あ
る
い
は
自
ら
そ
れ
ら
に
な
っ
た
り

す
る
よ
う
生
ま
れ
つ
い
て
い
ま
す
か
。
悲
劇
は
、
権
力
と
威
光
と
に
対
す
る
虚
し
い
讃
嘆
を
我
々
に
抱
か
せ
る
で

し
ょ
う
。﹇
…
﹈
自
身
の
義
務
を
果
た
す
こ
と
を
怠
っ
て
い
な
が
ら
、
舞
台
上
で
見
せ
ら
れ
る
王
た
ち
の
義
務
を
学

び
に
行
く
こ
と
が
、
我
々
に
と
っ
て
な
ぜ
大
事
な
の
で
す
か
。
舞
台
上
で
描
か
れ
る
美
徳
に
対
し
て
不
毛
な
讃
嘆
の

念
を
抱
く
こ
と
が
、
善
き
市
民
を
つ
く
る
素
朴
で
謙
虚
な
美
徳
の
埋
め
合
わ
せ
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
喜
劇
は
、

我
々
の
滑
稽
な
点
を
矯
正
す
る
代
わ
り
に
、
他
人
の
滑
稽
な
点
を
我
々
に
も
た
ら
す
で
し
ょ
う﹇
*5
﹈。」
Ｄ
に
あ
っ
て

は
、
教
育
装
置
と
し
て
の
演
劇
と
い
う
伝
統
的
な
建
前
も
通
用
せ
ず
、
む
し
ろ
没
頭
そ
れ
自
体
が
目
的
化
し
て
い

る
。
第
三
に
、
脚
本
を
ひ
た
す
ら
自
室
で
な
ぞ
る
に
過
ぎ
な
い
Ｄ
に
と
っ
て
、
彼
が
再
演
す
る
劇
世
界
は
完
結
し
て

お
り
、
未
知
な
る
展
開
の
余
地
が
排
さ
れ
て
い
る
。
作
者
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
一
義
的
な
世
界
像
が

反
芻
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
作
品
の
一
義
性
と
観
客
の
受
動
性
と
が
、
例
え
ば
ブ
レ
ヒ
ト
の
批
判
対
象
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
こ
こ
で
我
々
が
確
認
し
て
い
る
の
は
、
現
代
に
お
け
る
演
劇
改
革
の
前
史
に
あ
る
、
偏
狭
な
演
劇
理

解
・
受
容
の
極
端
で
あ
り
、
そ
れ
へ
の
反
動
と
し
て
初
め
て
現
代
演
劇
（
論
）
が
立
ち
上
が
る
よ
う
な
、
理
論
的
な

負
の
極
点
で
あ
る﹇
*6
﹈。
Ｄ
の
演
劇
受
容
の
仕
方
は
、
演
劇
一
般
の
可
能
性
を
極
限
ま
で
矮
小
化
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
本
論
の
関
心
事
は
、
旧
来
の
演
劇
擁
護
論
の
論
拠
を
こ
と
ご
と
く
切
り
捨
て
た
よ
う
な
極
端
な
症
例
を
教
育
者

が
あ
え
て
取
り
上
げ
る
意
味
で
あ
っ
て
、
Ｄ
の
演
劇
受
容
法
自
体
の
是
非
で
は
な
い
。

さ
て
、
右
の
諸
特
徴
ゆ
え
に
、
演
劇
を
実
人
生
と
い
う
全
体
の
一
部
に
回
収
し
て
関
連
付
け
意
味
付
け
る
よ
う
な

構
想
力
を
、
Ｄ
が
発
揮
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
構
想
力
が
養
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
Ｍ
が
重
く
見
る
の
は
、

ここで我々が確認しているのは、

それへの反動として初めて現代演劇（論）が立ち上がるような、

理論的な負の極点である。
い
た
教
育
者
Ｍ
の
本
意
で
も
あ
っ
た
。
本
論
で
は
、
陶
冶
・
矯
正
の
成
就
を
巡
る
こ
の
入
り
組
ん
だ
事
情
を
確
認
し
た
上
で
、
教
育
の
成

否
を
教
育
者
が
ど
う
語
る
の
か

0

0

0

0

0

0

、
語
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
問
題
へ
と
展
開
す
る
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
教
育
者
Ｍ
は
、
個

人
に
内
在
す
る
本
性
と
そ
の
自
己
展
開
と
い
う
物
語
、〈
自
然
〉
と
い
う
神
話
を
Ｄ
に
説
得
し
お
お
せ
る
。
こ
の
と
き
Ｄ
は
教
育
者
が
提

供
す
る
〈
自
然
〉
と
い
う
脚
本
を
無
意
識
に
演
じ
て
お
り
、
健
全
な
市
民
の
育
成
と
、
そ
れ
に
対
置
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
演
劇
狂
的
要
素

と
が
、
隣
接
す
る
。
教
育
者
は
、
演
劇
狂
の
矯
正
治
療
を
使
命
と
す
る
以
上
、
演
劇
と
自
然
と
を
そ
れ
ぞ
れ
偽
の
／
真
の
自
然
と
し
て
対

置
し
て
語
る
が
、
他
方
で
、
そ
の
よ
う
な
語
り
と
説
得
と
を
含
め
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

教
育
的
実
践
は
、
人
間
の
実
存
と
不
可
分
な
〈
演
劇
性T

heatralik

〉

│
芝
居
が
か
っ
た
在
り
方
│
に
依
拠
し
て
い
る
。
本
論
で
は
、
教
育
理
論
と
実
践
と
の
捻
れ
を
レ
ト
リ
ッ
ク
の
次
元
で
整
合
化
す
る

い
わ
ば
言
説
力
学
を
考
察
対
象
と
し
、
こ
の
考
察
法
を
〈
批
判
〉
と
呼
ぶ
。

演
劇
狂
│
青
年
Ｄ
の
場
合

Ｄ
は
十
九
才
の
頃
、
部
屋
に
籠
も
っ
て
物
語
を
読
み
耽
っ
た
こ
と
か
ら
心
気
症
を
患
い﹇
*3
﹈、
実
際
的
な
事
柄
に
従
事
し
処
理
す
る
能

力
を
損
な
っ
た
。
彼
は
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
喜
劇
作
品
を
ひ
た
す
ら
読
み
暮
ら
し
、
気
に
入
っ
た
劇
中
場
面
を
部
屋
で
独
り
模
倣
し
て
演
じ

る
悪
癖
に
陥
っ
た
と
い
う
（I, S. 868
）。

Ｍ
が
件
の
雑
誌
に
Ｄ
に
つ
い
て
の
報
告
を
掲
載
し
て
い
る
時
点
で
、
彼
は
右
の
傾
向
に
病
性
と
矯
正
治
療
の
必
要
性
と
を
認
め
て
い

る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
Ｄ
の
病
性
・
狂
気
性
を
定
式
化
し
て
お
く
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
教
育
的
観
点
か
ら
、
一
種
の
病
と
し
て
否
定
的
に

切
り
詰
め
て
叙
述
さ
れ
た
限
り
で
の
〈
演
劇
狂
〉
の
諸
規
定
で
あ
り﹇
*4
﹈、
論
の
核
心
は
、
そ
の
よ
う
な
切
り
詰
め
が
必
要
と
な
る
、
言

説
の
背
景
に
こ
そ
あ
る
。

第
一
に
Ｄ
は
、
自
身
が
身
を
置
く
一
回
限
り
の
人
生
、
所
与
の
現
実
を
特
権
化
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
度
外
視
す
る
。
Ｄ
は
、
自
室

で
お
気
に
入
り
の
劇
中
人
物
に
な
り
切
る
際
に
、
自
身
の
声
や
手
が
疲
弊
す
る
こ
と
に
構
い
も
し
な
か
っ
た
と
い
う
が
（I, S. 869

）、
自

身
の
身
体
に
対
す
る
こ
の
無
頓
着
は
、
現
実
を
捨
象
す
る
彼
の
態
度
を
顕
著
に
表
わ
し
て
い
る
。
演
じ
る
自
分
と
そ
の
技
と
を
披
露
す
る
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教
育
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
庭
園

Ｍ
は
、
大
学
を
出
た
の
ち
旅
劇
団
に
遭
遇
し
再
び
演
劇
熱
に
憑
か
れ
た
Ｄ
を
引
き
取
る
と
、
矯
正
治
療
を
試
み
る
。
そ
れ
は
、
朝
の
散

歩
と
晩
の
観
劇
と
を
毎
日
く
り
返
す
仕
方
で
行
な
わ
れ
る
（I, S. 871

）。
こ
れ
に
よ
り
、
劇
世
界
と
い
う
「
歪
め
ら
れ
た
自
然
」
と
、
庭

園
と
い
う
「
真
の
自
然
」
と
が
対
比
さ
れ
、
Ｄ
は
自
然
に
対
す
る
感
受
性
、
趣
味
を
養
わ
れ
る
と
い
う
。 

で
は
、
な
ぜ
庭
園
が
治
療
矯
正
と
教
育
と
の
メ
デ
ィ
ア
に
な
り
得
る
の
か
。
第
一
に
庭
園
は
、
あ
く
ま
で
も
自
然
物
、
所
与
の
物
質
的

環
境
を
基
盤
に
し
て
お
り
、
紛
れ
も
な
い
現
実
と
の
関
わ
り
方
の
一
形
式
で
あ
る
。
無
際
限
な
想
像
に
対
す
る
絶
対
的
な
限
度
が
設
け
ら

れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
空
間
的
制
約
が
か
か
る
。
庭
園
を
散
歩
す
る
と
な
れ
ば
、
自
ら
の
足
で
廻
り
、
目
で
見
渡
せ
る
範
囲
と
い
う
制

約
、
自
ら
の
身
体
性
が
強
く
意
識
さ
れ
る
。
た
だ
し
第
二
に
、
庭
園
は
所
与
の
事
物
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人

間
が
構
成
力
を
発
揮
し
て
、
各
部
分
を
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
配
置
し
直
し
た
も
の
で
、
人
為
的
な
自
然
で
あ
る
。「
Ｄ
と
私
は
連
れ

だ
っ
て
庭
園
に
は
足
を
踏
み
入
れ
た
が
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
野
外
へ
と
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」（I, S. 871

）
と
、
庭
園
と
人
間
の
手
が

入
ら
な
い
野
外
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
自
然
を
、
そ
れ
自
体
で
は
不
完
全
で
あ
り
堕
ち
て
行
く
も
の
だ
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ

れ
を
人
間
の
技K

unst

と
理
性
と
が
補
完
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
と
対
照
的
に
、
自
然
が
、
造
り
手
た
る
神
の
完
全
性
を
反
映
し
た
調
和

的
で
美
し
い
も
の
だ
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
現
実
の
自
然
の
不
完
全
性
は
、
人
間
の
技
の
不
当
で
過
剰
な
介
入
に
よ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
一

八
世
紀
に
お
い
て
は
す
で
に
、
前
者
の
立
場
を
反
映
し
た
仏
バ
ロ
ッ
ク
式
庭
園
に
対
し
て
、
後
者
の
考
え
方
に
依
拠
す
る
英
式
庭
園
が
評

価
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
英
式
に
あ
っ
て
も
、
庭
園
か
ら
技
の
痕
跡
を
消
し
去
る
巧
み
な
技
、
自
己
超
克
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
技
の

所
産
と
し
て
自
然
さ
が
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、〈
手
付
か
ず
〉
で
は
な
い
。
そ
し
て
第
三
に
、
庭
園
は
、
神
の
被
造
物
た
る
大
自
然
の

い
わ
ば
ミ
ニ
チ
ュ
ア
版
で
あ
る
た
め
、
常
に
相
対
化
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。「
人
間
は
ど
ん
な
に
骨
を
折
っ
て
も
、
模
倣
に
よ
っ
て
し
か
、

美
し
い
も
の
を
作
り
出
せ
な
い
。
趣
味
の
正
し
い
見
本
は
す
べ
て
、
自
然
の
中
に
あ
る﹇
*10
﹈。」
人
間
の
有
限
な
認
識
能
力
に
見
合
う
小

さ
な
全
体
と
し
て
象
ら
れ
た
庭
園
は
、
神
の
手
に
な
る
こ
の
世
界
と
い
う
最
大
の
│
人
間
に
は
総
覧
し
得
な
い
│
全
体
を
目
指
し
、

漸
近
す
る
余
地
を
残
し
て
い
る
。「
い
か
な
る
手
が
自
然
を
入
念
に
飾
っ
て
い
る
の
か
知
ら
ず
し
て
、
ど
う
し
て
自
然
と
い
う
見
世
物
の

ま
さ
に
こ
の
構
想
力
の
欠
如
で
あ
り
、
魂
の
失
調
で
あ
る
（I, S. 870

）。
魂
と
は
、
個
と
し
て
の
自
分
を
何
ら
か
の
全
体
と
の
関
連
に
お

い
て
位
置
付
け
意
味
付
け
る
能
力
の
担
い
手
で
あ
る
と
言
え
る
（II, S. 18

）。
こ
の
〈
全
体
〉
は
相
対
的
な
も
の
で
、
個
人
の
近
視
眼
的
で

狭
い
利
害
関
心
か
ら
始
ま
り
、
家
族
・
社
会
・
国
家
・
人
類
の
秩
序
・
幸
福
、
さ
ら
に
は
宇
宙
の
理
ま
で
、
階
梯
を
成
す
。
自
分
を
よ
り

大
き
な
全
体
の
一
部
と
し
て
位
置
付
け
る
視
点
の
獲
得
は
、
陶
冶
の
課
題
で
あ
る
。

Ｄ
が
演
劇
と
い
う
既
製
の
小
世
界
に
身
を
置
き
入
れ
る
悪
癖
に
陥
っ
た
背
景
に
は
、
市
民
階
級
子
弟
に
特
有
の
強
迫
観
念
が
あ
る
。
宗

教
改
革
以
降
、
教
会
に
代
わ
っ
て
家
庭
が
教
育
基
盤
と
し
て
期
待
さ
れ
、
教
育
の
世
俗
化
が
始
ま
る
が
、
そ
の
と
き
父
は
、
ま
っ
と
う
な

市
民
を
世
に
送
り
出
す
責
任
者
と
な
る﹇
*7
﹈。
そ
し
て
、
健
全
な
市
民
で
あ
れ
と
い
う
父
の
期
待
と
、
社
会
に
出
て
身
を
立
て
る
友
人
と

の
競
争
意
識
・
劣
等
感
と
が
、
あ
く
ま
で
も
想
像
上
で
手
っ
取
り
早
く
何
者
か
に
な
り
得
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
演
劇
に
Ｄ
を
誘
い
、
追

い
込
ん
で
、
彼
の
想
像
力
を
い
び
つ
に
肥
大
化
さ
せ
る﹇
*8
﹈。

Ｄ
は
、
大
学
で
神
学
を
学
ん
だ
際
、
説
教
を
す
る
こ
と
で
演
劇
へ
の
欲
望
を
満
た
し
、
症
状
の
小
康
を
得
る
。
特
定
の
ア
イ
テ
ム
の
装

着
に
よ
り
、
専
門
性
を
身
に
つ
け
市
民
社
会
に
居
場
所
を
見
出
し
た
か
の
よ
う
に
、
か
り
そ
め
の
自
己
同
一
性
を
手
に
す
る
。「
若
者
た

ち
の
元
々
も
っ
て
い
る
好
み
が
、
事
柄
そ
の
も
の
よ
り
も
そ
の
事
柄
の
し
る
し
に
よ
っ
て
ど
ん
ど
ん
と
誘
導
さ
れ
る
│
こ
れ
は
、
ひ
と

が
思
う
以
上
に
多
く
の
若
者
た
ち
を
神
学
の
修
学
に
駆
り
立
て
る
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
短
剣
や
聖
書
よ
り
も
、
騎
兵
隊
仕
様
の
豪
奢

な
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
や
、
白
襟
の
方
が
、
多
く
の
改
宗
者
に
そ
の
き
っ
か
け
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。」（I, S. 869.

）
Ｄ
は
、
象
徴
的
同
化
と
い

う
、
自
己
同
一
性
問
題
へ
の
応
急
処
置
を
後
付
け
で
正
当
化
す
べ
く
、
神
学
的
議
論
に
の
め
り
込
む
。
一
見
、
彼
の
精
進
は
転
倒
し
て
い

る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
む
し
ろ
信
仰
の
本
質
で
は
な
い
か
と
、
信
仰
と
演
劇
性
と
の
関
係
に
踏
み
込
ん
で
問
う
余
地
は
あ
る
だ
ろ
う
│

「
信
仰
に
す
べ
て
を
捧
げ
る
者
た
ち
が
始
め
た
や
り
方
に
従
い
な
さ
い
。
つ
ま
り
、
信
じ
て
い
る
か
の
よ
う
に
す
べ
て
を
行
な
う
の
で
す

﹇
…
﹈。
そ
う
す
る
こ
と
が
自
ず
と
あ
な
た
に
信
仰
さ
せ
、
あ
な
た
を
愚
か
に
す
る
で
し
ょ
う﹇
*9
﹈。」
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そ
し
て
と
う
と
う
Ｄ
の
旅
立
ち
の
日
が
や
っ
て
来
る
が
、
こ
こ
で
Ｄ
は
予
想
外
の
決
断
を
す
る
。
彼
は
、
両
親
の
も

と
に
戻
る
こ
と
を
告
げ
る
と
、
実
際
に
帰
郷
し
て
し
ま
う
（I, S. 873

）。
Ｄ
の
陶
冶
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
出
来

事
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
。

こ
れ
ま
で
の
出
来
事
を
叙
述
す
る
Ｍ
の
筆
致
は
、
ま
る
で
三
人
称
小
説
の
全
知
の
語
り
手
の
よ
う
に
、
Ｄ
の
内
面

に
ま
で
踏
み
込
ん
で
来
た﹇
*13
﹈。
教
え
子
の
内
面
を
知
り
抜
く
こ
と
は
、
教
育
の
目
標
で
あ
る
と
同
時
に
前
提
で
あ

る
と
い
う
捻
れ
が
あ
り﹇
*14
﹈、
被
観
察
者
の
透
明
性
と
い
う
こ
の
理
想
が
、
観
察
記
の
文
体
に
お
い
て
先
取
り
し
て

実
現
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
最
後
の
最
後
で
、
観
察
者
Ｍ
は
Ｄ
の
予
想
外
の
決
断
に
出
し
抜
か
れ
た
よ
う
に
見
え

る
。
そ
も
そ
も
Ｄ
の
主
体
性
と
決
断
力
を
望
ん
で
い
た
Ｍ
が
、
Ｄ
の
決
意
を
翻
し
、
劇
団
入
団
を
貫
徹
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る
の
は
（I, S. 871

）、
本
末
転
倒
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
そ
も
そ
も
Ｍ
が
Ｄ
に
教
え
た
こ
と
、〈
自
然
〉
に
鑑
み
れ
ば
、
Ｄ
の
決
断
は
む
し
ろ
教
育
者
Ｍ
の
面
目

躍
如
で
も
あ
る
。
根
源
的
な
、
親
へ
の
愛
情
を
根
拠
に
、
家
族
の
も
と
で
人
生
設
計
し
直
す
と
い
う
Ｄ
の
決
断
は
、

そ
の
見
た
目
上
の
自
発
性
に
お
い
て
、
当
初
の
更
生
計
画
よ
り
も
自
然
に
適
っ
て
い
る﹇
*15
﹈。
こ
う
し
て
、
Ｄ
は
Ｍ

を
出
し
抜
く
が
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ｍ
の
意
図
を
成
就
す
る
と
い
う
屈
折
し
た
関
係
が
成
立
し
、
そ
の
中

で
Ｄ
は
、
健
全
な
市
民
と
し
て
の
一
歩
を
踏
み
出
す
。
実
際
、
テ
ク
ス
ト
を
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
す
べ
て
が
Ｄ
の

こ
の
決
断
に
向
け
た
、
本
性
の
自
己
展
開
の
物
語
で
あ
る
か
の
よ
う
に
整
合
的
に
読
め
る
。
教
育
の
成
果
を
語
る
言

説
は
、
そ
れ
自
体
が
、
個
々
の
事
象
を
回
顧
的
に
見
て
関
連
付
け
、
目
的
論
的
な
全
体
に
統
合
し
て
意
味
付
け
る
構

想
力
の
、
実
践
で
あ
る
。〈

自
然
〉
と
い
う
神
話

教
育
者
Ｍ
は
、
庭
園
散
歩
を
介
し
て
、〈
自
然
〉
を
Ｄ
に
説
得
し
お
お
せ
た
。
そ
の
際
Ｍ
は
、
説
得
さ
れ
教
育
さ

〈自然〉はもはや実体的な何かではなく、

何かをすでにあったものの自己展開として事後的に認知する仕方、

そのような物語・神話の名と規定し直すべきだろう。
美
し
さ
に
心
を
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か﹇
*11
﹈。」
自
然
の
偉
大
さ
は
、
そ
こ
に
反
映
さ
れ
た
構
成
力
の
巧
み
さ
と
切
り
離
せ
な
い
。

〈
神
に
よ
る
創
世
〉
の
理
念
を
背
景
に
持
つ
庭
園
、
そ
こ
で
の
散
歩
は
、
こ
の

0

0

全
体
の
暫
定
性
を
自
覚
さ
せ
、
自
己
相
対
化
と
視
野
の
拡

張
と
を
動
機
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
既
存
の
世
界
観
を
固
定
・
完
結
さ
せ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
認
識
更
新
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
内
在
さ
せ
て

い
る
。

少
な
く
と
も
Ｄ
が
し
た
よ
う
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

模
倣
・
再
演
の
対
象
と
し
て
の
演
劇
世
界
が
、
受
容
者
の
所
与
の
現
実
に
関
係
せ
ず
、
受
容
者
の
能
動

的
構
成
能
力
を
要
求
し
な
い
、
自
己
完
結
し
た
小
世
界
だ
と
す
れ
ば﹇
*12
﹈、
庭
園
と
は
、
人
間
が
否
応
な
く
晒
さ
れ
る
所
与
性
に
基
礎
を

置
き
つ
つ
も
、
だ
か
ら
こ
そ
人
間
の
主
体
的
な
構
成
力
が
発
揮
さ
れ
る
場
で
あ
り
、
な
お
か
つ
さ
ら
な
る
修
練
・
進
歩
を
動
機
付
け
も
す

る
。
こ
こ
で
我
々
が
問
題
に
す
べ
き
は
、
こ
の
対
照
自
体
の
妥
当
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
演
劇
受
容
の
多
様
性
・
可
能
性
を
切
り
詰
め

て
ま
で
明
確
に
対
照
す
る
こ
と
で
或
る
自
然
観
が
表
明
さ
れ
て
い
る
事
実
だ
ろ
う
。
Ｍ
の
構
想
に
お
い
て
、
庭
園
で
の
散
歩
を
介
し
て
感

得
さ
れ
る
べ
き
は
、
静
的
な
対
象
と
し
て
の
〈
生
み
出
さ
れ
た
自
然natura naturata

〉
で
は
な
く
、
む
し
ろ
構
成
原
理
と
し
て
の
〈
生

み
出
す
自
然natura naturans

〉
で
あ
る
。
所
与
の
も
の
が
前
提
さ
れ
、
そ
れ
が
理
念
・
理
想
に
向
け
て
然
る
べ
く
自
己
展
開
し
、
部
分

が
全
体
に
関
連
付
け
ら
れ
統
合
さ
れ
て
い
く
動
的
構
成
原
理
が
、
こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
問
題
に
さ
れ
る
〈
自
然
〉
で
あ
る
。
所
与
の
部
分
を

構
成
力
で
特
定
の
全
体
に
関
連
付
け
、
自
然
と
し
て
見
る
能
力
、
そ
し
て
よ
り
大
き
な
全
体
を
目
指
す
向
上
心
は
、
個
人
の
人
生
設
計
の

み
な
ら
ず
、
藝
術
作
品
の
享
受
・
創
作
に
も
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、〈
趣
味
〉
で
あ
る
。

構
成
原
理
と
し
て
の
自
然
に
触
れ
、
教
え
込
ま
れ
た
Ｄ
は
、
さ
っ
そ
く
見
事
に
演
習
問
題
を
解
い
て
み
せ
る
。
彼
は
劇
団
で
俳
優
と
し

て
生
活
す
る
こ
と
を
考
え
る
（I, S. 872

）。
こ
の
時
彼
は
、
演
劇
を
愛
す
る
自
ら
の
所
与
の
性
向
に
鑑
み
、
俳
優
を
生
業
と
す
る
こ
と
で
、

人
生
と
い
う
全
体
の
中
に
演
劇
の
意
味
を
認
め
始
め
て
い
る
（I, S. 873

）。
Ｍ
の
導
き
は
、
功
を
奏
し
た
か
に
見
え
る
。

教
育
的
言
説
の
捻
れ

劇
団
か
ら
は
、
二
週
間
以
内
に
入
団
す
る
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
（I, S. 872

）。
Ｄ
と
Ｍ
は
別
れ
の
日
ま
で
、
散
歩
と
観
劇
を
続
け
る
。
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こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。（D

E
, 4-1, S. 86.

）

Ｄ
は
、
自
然
に
「
注
意
を
向
け
る
」
と
い
う
表
現
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
自
然
は
、
師
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
す
で
に
在
っ
た
。
恩
人
は
、
元
々
在
っ
た
も
の
に
立
ち
戻
る
き
っ
か
け
を
与
え
た
に
過
ぎ
な
い
、
と

い
う
の
が
Ｄ
の
理
解
で
あ
り
、
そ
し
て
彼
に
そ
う
自
己
理
解
さ
せ
た
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
教
育
者
Ｍ
の
功
績
で
あ
る
。

批
判

教
育
・
矯
正
治
療
の
有
す
る
右
の
よ
う
な
構
造
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
演
劇
狂
か
ら
の
快
復
、
そ
し
て
健
全
な
市

民
へ
の
成
長
は
、〈
自
然
〉
と
い
う
脚
本
を
地
で

0

0

、
演
じ
る
と
い
う
意
識
の
彼
岸
で
、
演
じ
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
。

つ
ま
り
、
演
劇
狂
│
現
実
生
活
と
い
う
全
体
の
中
で
、〈
か
の
よ
う
にA

ls-ob

〉
と
い
う
存
在
様
態
の
特
区
が
相

対
的
な
場
を
占
め
る
に
留
ま
ら
ず
、
膨
張
す
る
錯
誤
│
が
演
劇
狂
治
療
に
援
用
さ
れ
て
は
い
な
い
か﹇
*17
﹈。

一
八
世
紀
啓
蒙
主
義
時
代
に
あ
っ
て
、
宮
廷
生
活
が
一
つ
の
劇
場
・
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
で
あ
る
と
い
う
批
判
的

認
識
は
す
で
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
自
己
同
一
的
な
市
民
個
人
と
い
う
確
信
と
対
を
な
し﹇
*18
﹈、
あ
く
ま
で
も
市

民
階
級
の
自
己
認
識
と
自
負
と
の
補
強
に
供
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
で
も
や
は
り
漂
う
危
機
的
予
感
、
つ
ま
り
市

民
の
健
全
さ
と
演
劇
狂
と
が
紙
一
重
だ
と
い
う
認
識
を
安
全
に
迂
回
す
る
た
め
に
、
見
せ
か
け
の
二
項
対
立
が
機
能

す
る
。
そ
れ
が
ま
さ
に
、
Ｍ
が
強
調
し
て
い
る
、〈
真
の
自
然
〉
対
〈
偽
の
自
然
〉
と
い
う
図
式
で
あ
り
、
矮
小
化

さ
れ
た
演
劇
受
容
と
理
想
化
さ
れ
た
庭
園
散
歩
と
の
対
照
で
あ
る
。
こ
の
コ
ー
ド
化
に
よ
っ
て
、
市
民
個
人
の
自
己

同
一
性
に
内
在
す
る

0

0

0

0

演
劇
性
が
、
自
己
展
開
す
る
〈
所
与
の
本
性
〉
と
模
倣
さ
れ
外
付
け
さ
れ
た
〈
出
来
合
い
の
虚

構
〉
と
い
う
外
的
な

0

0

0

対
立
に
置
換
さ
れ
る
。
教
育
学
的
言
説
は
、
教
育
の
可
能
性
を
担
保
す
る
た
め
に
、
こ
の
二
項

対
立
を
説
得
し
、
自
ら
も
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い﹇
*19
﹈。
た
だ
し
こ
の
教
育
的
信
念
を
叶
え
る
の
は
、
人
間
の
演

恩人は、元々在ったものに立ち戻るきっかけを与えたに過ぎない、

というのがＤの理解であり、そして彼にそう自己理解させたことが

教育者Ｍの功績である。
れ
た
こ
と
自
体
を
Ｄ
に
忘
れ
さ
せ
て
い
る
。
所
与
の
本
性
の
内
発
的
な
自
己
展
開
と
い
う
物
の
見
方
を
教
え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
教
授

さ
れ
る
過
程
の
外
発
性
を
抹
消
す
る
必
要
が
あ
り
、
教
育
の
内
容
と
教
育
の
さ
れ
方
と
の
矛
盾
が
繕
わ
れ
る
。
教
育
と
い
う
他
動
詞
的
な

働
き
掛
け
を
、
自
己
の
本
質
の
自
動
詞
的
展
開
と
読
み
換
え
さ
せ
る
こ
と
が
、
教
育
の
仕
方
で
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

、
な
お
か
つ
教
え
る
べ
き
内
容
で
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

あ
る

0

0

﹇
*16
﹈。
と
な
れ
ば
、〈
自
然
〉
は
も
は
や
実
体
的
な
何
か
で
は
な
く
、
何
か
を
す
で
に
あ
っ
た
も
の
の
自
己
展
開
と
し
て
事
後
的
に
認

知
す
る
仕
方
、
そ
の
よ
う
な
物
語
・
神
話
の
名
と
規
定
し
直
す
べ
き
だ
ろ
う
。
Ｍ
は
、「
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
す
さ
ま
じ
く
悲
劇
的
で
恐
ろ

し
い
も
の
を
好
ん
で
い
た
」
Ｄ
に
助
言
し
、
結
果
と
し
て
Ｄ
は
「
そ
の
後
、
私
﹇
＝
Ｍ
﹈
が
勧
め
た
よ
う
に
、
善
良
な
役
柄
を
好
き
に
な

ろ
う
と
決
心
し
た
」（I, S. 873

）。
個
人
の
好
み
を
「
決
心
」
に
よ
っ
て
自
己
修
正
す
る
と
い
う
の
が
そ
も
そ
も
不
可
解
だ
が
、
さ
ら
に
事

態
は
展
開
し
、「
或
る
晩
、『
群
盗
』
が
上
演
さ
れ
る
の
を
観
る
と
、
Ｄ
は
嫌
悪
と
反
感
と
を
も
っ
て
劇
場
を
後
に
し
、
感
動
的
で
善
良
さ

た
だ
よ
う
作
品
の
方
が
、
そ
し
て
、
そ
の
日
の
朝
彼
が
じ
っ
く
り
観
察
し
魂
に
力
と
鋭
気
と
を
吸
い
入
れ
た
あ
の
自
然
に
よ
り
近
い
も
の

な
ら
何
で
も
そ
の
方
が
、
自
分
の
趣
味
に
適
っ
て
い
る
と
思
っ
た
」（I, S. 873

）
と
い
う
。
こ
の
出
来
事
に
顕
著
な
よ
う
に
、
Ｍ
に
よ
る

指
導
を
受
け
た
Ｄ
は
、
そ
れ
を
自
身
の
嗜
好
に
書
き
換
え
る
と
、
Ｍ
の
意
表
さ
え
突
く
よ
う
な
仕
方
で
、
自
分
の
中
の
本
性
に
忠
実
な
言

動
と
し
て
出
力
し
直
し
、
自
発
性
を
演
じ
る
。
説
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
自
体
を
隠
し
お
お
せ
る
の
が
巧
み
な
説
得
の
常
套
手
段
だ

が
、
Ｍ
に
よ
る
教
育
の
実
践
は
ま
さ
に
こ
の
基
本
を
忠
実
に
果
た
し
て
い
る
。
そ
し
て
教
育
と
い
う
〈
説
得
術R

hetorik

〉
の
実
践
が
成

功
し
た
と
き
初
め
て
、
│
逆
説
的
で
は
あ
る
が
│
結
果
的
に

0

0

0

0

、
所
与
の

0

0

0

本
性
が
も
た
ら
さ
れ

0

0

0

0

0

、〈
自
然
〉
と
い
う
神
話
が
成
る
。
意

表
を
突
く
Ｄ
の
あ
の
決
断
は
、〈
自
然
〉
と
い
う
神
話
の
形
成
と
い
う
意
味
で
、
教
育
の
成
就
で
あ
る
。

本
性
の
所
与
性
と
そ
の
展
開
の
自
発
性
と
は
、
Ｄ
の
自
己
認
識
に
お
い
て
こ
そ
強
調
さ
れ
る
。
Ｄ
は
後
の
手
紙
で
Ｍ
の
導
き
に
感
謝
し

つ
つ
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
自
然
へ
の
回
帰
と
解
し
て
い
る
。

あ
な
た
が
お
付
合
い
を
通
じ
て
私
に
与
え
て
下
さ
っ
た
も
の
す
べ
て
、﹇
…
﹈
特
に
あ
な
た
が
私
の
注
意
を
自
然
へ
と
向
け
て
下
さ
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
、
万
謝
の
念
に
た
え
ま
せ
ん
。（D

E
, 4-1, S. 85.

）

私
は
、
あ
な
た
の
も
と
で
の
滞
在
か
ら
千
も
の
良
き
こ
と
を
学
び
、
自
然
と
そ
の
喜
び
と
に
注
意
を
向
け
る
に
至
り
ま
し
た
、
こ
の
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よ
っ
て
、
Ｍ
が
Ｄ
の
熱
心
な
読
書
と
心
気
症
と
を
因
果
的
に
結
び
付
け
て
も
不
思
議
は
な
い
。
ま
た
、
件
の
病
名
は
、
悪
癖
や
育
て
損
な

い
を
遠
回
し
に
表
現
す
る
た
め
に
広
く
用
い
ら
れ
た
と
い
う
。V

gl. J. C
h. A

delung: G
ram

m
atisch-kritisches W

örterbuch der hoch-

deutschen M
undart , W

ien 1811, B
d. 2, S. 1345f.

*4

│ 

裏
を
返
せ
ば
、
演
劇
狂
を
、
社
会
に
お
け
る
合
理
的
で
実
践
的
な
行
為
や
そ
の
行
為
主
体
を
解
体
す
る
よ
う
な
「
美
的
状
態
」
と
捉
え
、

既
存
の
社
会
規
範
を
差
異
化
・
超
克
す
る
た
め
の
契
機
と
し
て
積
極
的
に
評
価
す
る
立
論
も
あ
り
得
る
。

*5

│ J.-J. R
ousseau: L

ettre à d ’A
lem

bert sur les spectacles (1758), P
aris 1889, p. 255.

*6

│ 

ル
ソ
ー
の〈
祝
祭
〉奨
励
や
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の〈
観
客
の
解
放
〉な
ど
、
見
る
者
／
見
せ
る
者
の
差
異
・
格
差
を
止
揚
す
る
試
み
は
、
演
劇

論
の
一
つ
の
系
譜
を
成
し
て
い
る
。
し
か
し
メ
ン
ケ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
受
動
性
か
ら
の
解
放
自
体
が
演
劇
の
改
革
者
に
よ
っ
て（
観

客
か
ら
す
れ
ば
）
受
動
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
矛
盾
が
あ
る
上
に
、
演
劇
の
前
提
条
件
で
あ
る
〈
見
る
者
／
演
じ
る
者
〉
の
関
係
性

自
体
を
止
揚
し
た
の
で
は
そ
も
そ
も
そ
れ
は
演
劇
論
で
さ
え
な
く
、
演
劇
を
擁
護
し
切
れ
て
も
い
な
い
。V

gl. C
h. M

enke: K
ritik und 

A
pologie des T

heaters , in M
erkur  813 (2017), S. 43–51.

*7

│ V
gl. M

. K
essel: „Individuum

/Fam
ilie/G

esellschaft. N
euzeit “ , in: P. D

inzelbacher (H
rsg.): E

uropäische M
entalitätsgeschichte , 

Stuttgart 2008, S. 44–59.

*8

│ 

日
々
の
健
全
な
労
働
の
逆
で
あ
る
無
為
を
演
劇
は
良
か
ら
ぬ
仕
方
で
紛
ら
わ
せ
る
。「﹇
…
﹈
労
働
の
習
慣
は
無
為
を
耐
え
難
く
し
、
ま
っ

と
う
な
義
務
感
は
低
俗
な
快
楽
に
対
す
る
好
み
を
失
わ
せ
ま
す
。
し
か
し
、
自
分
に
不
満
で
、
無
為
で
い
る
こ
と
が
負
担
と
な
り
、
素
朴

で
自
然
な
好
み
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
元
々
は
縁
も
な
か
っ
た
﹇
演
劇
と
い
う
﹈
娯
楽
が
全
く
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
る
の

で
す
。
ま
る
で
我
々
の
中
に
い
た
の
で
は
居
心
地
が
悪
い
か
の
よ
う
に
、
人
が
絶
え
ず
心
を
舞
台
に
結
び
付
け
て
い
る
の
を
、
私
は
全
然

好
ま
し
い
と
思
い
ま
せ
ん
。」R

ousseau (1758) 1889, p. 121. 

し
か
し
ゲ
ー
テ
は
、
文
学
を
介
し
た
想
像
的
同
化
と
気
晴
ら
し
に
寛
容

で
あ
り
、
な
ぜ
な
ら
彼
は
気
晴
ら
し
に
節
度
が
伴
う
と
信
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「﹇
自
身
を
小
説
の
登
場
人
物
に
な
ぞ
ら
え
よ
う
と

い
う
青
年
の
﹈
衝
動
は
極
め
て
他
意
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
ひ
と
が
ど
ん
な
に
ム
キ
に
な
っ
て
反
論
し
よ
う
と
、
極
め
て
無
害
な
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
我
々
が
死
ぬ
ほ
ど
退
屈
し
た
り
、
人
を
熱
中
さ
せ
る
よ
う
な
類
の
娯
楽
に
手
を
染
め
た
り
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な

と
き
に
、
我
々
を
﹇
適
度
に
﹈
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
。」G

oethe: D
ichtung und W

ahrheit (1811-31), in: W
erke , H

am
burger A

usgabe 

(1981), M
ünchen 2000, B

d. 9, S. 463. 

節
度
を
知
ら
ぬ
極
端
を
想
定
す
る
必
要
が
ゲ
ー
テ
に
は
な
い
│
し
か
し
ル
ソ
ー
や
Ｍ
に
は

あ
っ
た
│
と
い
う
違
い
に
こ
そ
、彼
ら
が
置
か
れ
た
立
場
・
言
説
力
学
の
相
違
も
あ
る
。

*9

│ B
. P

ascal: Pensées  (1670), éd. par L
. B

runschvicg, P
aris 1897, p. 58.  

使
役
表
現
を
残
し
て
訳
出
し
た
。
信
仰
の
内
発
性
と
い
う
虚

構
に
対
し
批
判
的
な
洞
察
と
読
み
た
い
。
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
、
パ
ス
カ
ル
の
こ
の
文
言
を
独
自
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
、
外
的
儀
礼
が
内

面
的
信
仰
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
基
盤
と
な
る
こ
と
を
、イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
国
家
装
置
論
と
し
て
掘
り
下
げ
て
行
く
。

*10

│ R
ousseau: É

m
ile  (1762), in: Œ

uvres com
plètes de J.-J. R

ousseau , P
aris 1852, tom

e II, p. 621.

*11

│ R
ousseau (1762) 1852, p. 495. 

*12

│ 

演
劇
の
弊
害
は
と
り
わ
け
そ
の
受
容
者
の
受
動
性
に
あ
る
と
長
ら
く
議
論
さ
れ
て
来
た
。
ル
ソ
ー
は
、
出
来
合
い
の
劇
に
没
入
す
る
の

劇
性
、
芝
居
が
か
っ
た
実
存
な
の
で
あ
る
。

教
育
や
公
序
良
俗
の
観
点
か
ら
演
劇
が
非
難
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
人
間
に
そ
な
わ
り
育
ま
れ
る
べ
き
真
の
本
性
を
演
劇
が
損

な
う
か
ら
で
は
な
く

0

0

0

0

、
む
し
ろ
演
劇
性
が
〈
本
性
〉
と
い
う
教
育
的
虚
構
の
成
立
過
程
に
食
い
込
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
演
劇
と

自
然
と
の
対
立
図
式
は
、
教
育
的
演
劇
論
の
〈
根
拠
〉
で
は
な
く

0

0

0

0

、
む
し
ろ
〈
手
段
〉、
し
か
も
、
演
劇
狂
の
矯
正
治
療
と
い
う
大
義
名

分
で
教
育
を
根
拠
付
け
る
た
め
の
説
得
術
で
あ
る
。
そ
し
て
、
教
育
的
・
演
劇
論
的
テ
ク
ス
ト
を
批
判
的
に

0

0

0

0

読
む
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ

う
な
説
得
術
の
行
使
を
動
機
付
け
る
力
学
を
看
取
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
件
の
図
式
を
前
提
に
演
劇
の
是
非
を
語
る
こ
と
で
は
な
い
。
本

論
が
〈
演
劇
狂
〉
を
あ
ま
り
に
偏
狭
に
規
定
し
た
ま
ま
論
を
進
め
て
来
た
の
も
、
こ
の
極
端
な
見
積
も
り
が
教
育
的
言
説
に
お
い
て
果
た

す
機
能
を
あ
ぶ
り
出
す
た
め
の
方
法
と
し
て
で
あ
る
。
演
劇
を
巡
る
教
育
的
言
説
は
、
教
育
者
と
し
て
正
当
に
語
ろ
う
と
す
る
力
学
が
齟

齬
と
共
に
顕
在
化
す
る
ト
ポ
ス
と
し
て
、
有
望
な
考
察
対
象
で
は
な
い
か
。

梶
原
将
志（
か
じ
わ
ら
・
ま
さ
し
）

松
山
大
学
経
済
学
部
非
常
勤
講
師
。
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。
博
士

（
文
学
）。
専
門
は
一
八
〇
〇
年
前
後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
悲
劇
・
悲
劇
論
。

 

註

*1

│ 

モ
ー
リ
ッ
ツ
か
ら
の
引
用
はW

erke in zw
ei B

de. , hrsg, von H
. H

ollm
er/A

. M
eier, F

rankfurt a. M
. 1999

に
依
拠
し
、
巻
数
・
頁
数

を
記
す
。
た
だ
し
、
経
験
心
理
学
雑
誌
の
一
部
は
デ
ジ
タ
ル
版（http://telota.bbaw

.de/m
ze/

）に
拠
り
、
略
号
Ｄ
Ｅ
と
共
に
当
雑
誌
の

巻
数
・
号
数
・
頁
数
を
記
す
。

*2

│ 

自
然
の
声
に
沿
う
こ
と
が
教
育
の
根
本
原
理
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
ル
ソ
ー
に
拠
る
。V

gl. A
. M

eier: K
arl P

hilipp M
oritz , Stutt-

gart 2000, S. 69. 

本
論
で
も
随
時
ル
ソ
ー
を
参
照
し
、そ
の
特
徴
を
確
認
す
る
。

*3

│ H
ypochondrie

と
い
う
心
の
病
は
下
半
身
に
巣
く
い
、
座
っ
て
い
る
こ
と
の
多
い
人
間
を
頻
繁
か
つ
激
し
く
襲
う
と
さ
れ
て
い
た
。
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備
わ
っ
て
い
る
と
仮
定
す
る
。」R

ousseau (1762) 1852, p. 410. 

正
当
な
教
育
者
と
し
て
の
語
り
は
あ
ら
か
じ
め
根
拠
を
も
た
な
い
。

む
し
ろ
、そ
の
根
拠
を
現
行
の
語
り
の
中
で
説
得
す
る
力
学
が
教
育
的
言
説
で
は
起
動
し
、レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
現
象
す
る
。

で
は
な
く
、
能
動
的
・
主
体
的
に
人
間
関
係
を
構
築
す
る
機
会
と
し
て
の
〈
祝
祭
〉
を
推
奨
し
て
い
る
。C

f. R
ousseau (1758) 1889, p. 

267s. 

そ
れ
ゆ
え
ひ
と
え
に
演
劇
狂
と
言
え
ど
、
創
作
に
携
わ
る
か
ど
う
か
が
、
そ
の
深
刻
さ
と
克
服
可
能
性
と
を
左
右
す
る
。
創
作
へ

の
参
加
に
よ
り
、
演
劇
は
庭
園
と
同
様
の
教
育
的
機
能
を
果
た
し
得
る
。
実
際
、
件
の
報
告
記
事
を
読
ん
だ
読
者
か
ら
、
自
分
も
同
様
の

演
劇
熱
を
体
験
し
た
と
い
う
投
書
が
寄
せ
ら
れ
る
が（D

E
, 7-3, S. 106ff.

）、そ
の
読
者
は
自
ら
作
劇
に
打
ち
込
ん
だ
点
で
Ｄ
と
異
な
り
、

し
か
も
演
劇
熱
を
克
服
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ゲ
ー
テ
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
も
、
作
劇
・
興
行
を
通
じ
て
自
ら
の
凡
庸
さ
を
知
り
、

独
り
よ
が
り
な
演
劇
的
使
命
感
と
訣
別
し
た
。

*13

│ 「
す
る
と
偶
然
に
も
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
旅
回
り
を
し
て
い
る
劇
団
が
彼
の
故
郷
の
街
へ
と
や
っ
て
来
た
。
こ
の
と
き
つ
い
に
Ｄ
は
、
彼

の
精
神
が
い
つ
も
日
中
の
め
り
込
み
、
そ
し
て
夜
に
な
る
と
夢
想
し
て
い
た
も
の
が
、
目
の
前
で
現
実
の
も
の
と
し
て
具
現
化
さ
れ
て
い

る
の
を
観
た
の
で
あ
る
。
│
／
／
そ
の
と
き
の
Ｄ
は
我
を
忘
れ
て
い
た
。
現
実
の
世
界
は
彼
の
目
か
ら
消
え
去
り
、そ
し
て
彼
は
た
だ
、

舞
台
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
世
界
に
の
み
生
き
、躍
っ
た
。」（I, S. 868f.

）

*14

│ 「
ど
の
よ
う
な
道
徳
的
規
律
が
子
ど
も
に
ふ
さ
わ
し
い
か
を
知
る
た
め
に
は
、
そ
の
子
ど
も
に
固
有
の
天
分
を
熟
知
す
る
必
要
が
あ
る
。

精
神
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
形
式
を
持
っ
て
お
り
、そ
れ
に
即
し
て
導
か
れ
る
必
要
が
あ
る
。」Rousseau (1762) 1852, p. 441.

*15

│ 「
あ
な
た
方
が
、自
然
を
遂
行
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
常
に
念
頭
に
置
き
な
さ
い
、決
し
て
自
然
の
敵
で
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。」Rous-

seau (1762) 1852, p. 604.

*16

│ 「
教
え
子
が
い
つ
も
自
分
を
主
人
だ
と
思
い
、
な
お
か
つ
﹇
実
際
の
﹈
主
人
な
の
は
い
つ
も
あ
な
た
方
で
あ
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
。
見
た

目
上
は
自
由
な
ま
ま
で
あ
る
よ
う
な
従
属
関
係
ほ
ど
完
璧
な
も
の
は
な
い
。﹇
…
﹈
疑
い
な
く
、
教
え
子
は
自
分
が
欲
す
る
こ
と
し
か
し

な
い
に
違
い
な
い
。
し
か
し
彼
は
、
あ
な
た
方
が
彼
に
す
る
よ
う
欲
す
る
こ
と
し
か
欲
し
な
い
に
違
い
な
い
。」Rousseau (1762) 1852, 

p. 460.

*17

│ 「
俳
優
の
才
能
と
は
何
で
す
か
。
自
己
を
偽
り
、
自
分
の
そ
れ
と
は
違
う
人
格
を
ま
と
い
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
と
は
異
な
る
見
た
目
を

呈
し
、
冷
静
に
熱
中
し
、
考
え
て
い
る
の
と
は
別
の
こ
と
を
あ
た
か
も
実
際
に
そ
う
考
え
て
い
る
か
の
よ
う
な
自
然
さ
で
口
に
し
、
他
人

の
地
位
を
占
め
る
こ
と
で
自
ら
の
地
位
を
忘
れ
る
技
で
す
。」Rousseau (1758) 1889, p. 208.  

対
し
て
「
弁
論
家
が
姿
を
現
わ
す
の
は
、

語
る
た
め
で
あ
っ
て
、
自
分
を
見
世
物
と
す
る
た
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
た
だ
自
分
自
身
を
呈
示
し
、
自
分
と
い
う
役
だ
け
を
果
た

し
、
自
分
自
身
の
名
で
、
自
分
が
考
え
て
い
る
こ
と
だ
け
を
語
り
ま
す
、
そ
れ
だ
け
を
語
る
べ
き
な
の
で
す
。」Id., p. 210. 

役
と
実
物
と

の
不
一
致
が
問
題
に
さ
れ
、
役
者
が
貶
め
ら
れ
て
い
る
が
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
が
存
在
す
る
と
（
自
己
）
説
得
し
疑
わ
な
い
弁
論
家
に

こ
そ
狂
気
性
が
宿
っ
て
は
い
な
い
か
。
役
者
が
自
己
忘
却
を
本
質
と
す
る
な
ら
、
弁
論
家
は
自
己
確
信
と
い
う
仕
方
で
、
忘
却
さ
れ
る
自

己
自
体
の
不
在
を
忘
却
し
て
い
る
。
弁
論
家
が
ま
ず
も
っ
て
（
自
己
）
説
得
す
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
、〈
あ
り
の
ま
ま
の
自
己
〉
と
い

う
神
話
で
あ
る
。

*18

│ V
gl. C

. Schm
itt: L

egalität und L
egitim

ität  (1932), in: ders.: V
erfassungsrechtliche A

ufsätze aus den Jahren 1924–1954 , B
erlin 

1958, S. 263–350, hier S. 268.

*19

│ 「
私
は
こ
こ
で
、
良
い
教
師
の
素
質
に
つ
い
て
語
ら
な
い
。
私
は
そ
の
よ
う
な
素
質
を
仮
定
し
、
私
自
身
に
そ
の
よ
う
な
素
質
が
す
べ
て
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