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は
じ
め
に

　
本
稿
の
第
一
の
目
的
は
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
「
他
者
経
験 

L’experience d’autrui

」
に
見
ら
れ
る
、
表
現
の
「
意
味 sens 
と
し
て
現

れ
る
他
者
」
と
「
役
割
だ
け
を
残
し
消
え
て
し
ま
う
他
者
」
と
い
う
記

述
を
解
釈
す
る
こ
と
で
同
講
義
の
他
者
論
が
中
期
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ

の
展
開
し
た
言
語
論
の
発
想
に
大
き
く
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ

と
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
付
随
す
る
第
二
の
目
的
は
、
同
講
義
が
身

体
・
知
覚
の
次
元
に
お
け
る
他
者
と
の
共
存
の
議
論
を
超
え
て
、
表
現

に
お
け
る
個
別
的
な
他
者
の
知
覚
を
論
じ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ

と
に
あ
る
。

　
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
他
者
論
で
そ
れ
が
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
と
言
え
ば
、
幼
児
に
お
け
る
自
己
と
他
者
の
未
分
化
性

や
「
前
交
通 pré-com

m
unication

」（M
S, 312. PC

, 179 / 137

）
を
扱
う
も
の

と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
の
取
り
上
げ
る
他
者
論
は
そ
れ

と
異
な
る
。
確
か
に
「
他
者
経
験
」
講
義
に
お
い
て
も
自
己
と
他
者
の

原
初
的
な
共
存
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
同
講
義
は
表
現
論
と

関
連
し
た
他
者
論
を
展
開
し
て
お
り
、
こ
の
他
者
論
は
「
幼
児
の
対
人

関
係
」
講
義
な
ど
の
原
初
的
・
身
体
的
な
共
存
に
基
づ
い
た
他
者
論
に

お
い
て
は
躓
き
の
石
と
な
る
、
他
者
の
個
別
性
を
論
じ
う
る
可
能
性
を

持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
冒
頭
で
挙
げ
た
「
意
味

と
し
て
現
れ
る
他
者
」
あ
る
い
は
「
役
割
だ
け
を
残
し
消
え
て
し
ま
う

他
者
」
と
い
う
論
点
は
、
身
体
的
・
知
覚
的
な
共
存
と
い
う
一
般
性
か

ら
表
現
を
介
し
て
個
別
的
な
他
者
が
現
れ
た
り
、
反
対
に
表
現
の
停
滞

に
よ
っ
て

―
も
し
く
は
表
現
が
も
つ
一
般
性
に
よ
っ
て

―
個
別
的

現
れ
る
他
者
・

消
え
る
他
者

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
「
他
者
経
験
」
を
め
ぐ
っ
て�

酒
井
麻
依
子
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な
他
者
が
一
般
性
へ
と
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
と
い
っ
た
他
者
経

験
の
様
態
に
関
す
る
論
点
で
あ
る
。

　
論
に
入
る
前
に
「
他
者
経
験
」
講
義
の
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
確
認

し
て
お
こ
う
。
周
知
の
よ
う
に
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
一
九
四
九
‐

一
九
五
二
年
に
パ
リ
大
学
文
学
部
に
お
い
て
児
童
心
理
学
と
教
育
学
の

講
義
を
行
っ
た
。「
他
者
経
験
」（
一
九
五
一
‐
一
九
五
二
年
）
は
、
彼
が
一
九

五
二
年
に
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
に
移
る
直
前
の
講
義
で
あ
り
、

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
の
集
大
成
と
言
え
る
位
置
を
占
め
て
い
る
。
ソ
ル
ボ

ン
ヌ
講
義
の
中
で
も
、「
意
識
と
言
語
の
獲
得
」
は
中
期
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン

テ
ィ
の
言
語
論
と
し
て
、「
幼
児
の
対
人
関
係
」
は
そ
の
他
者
論
と
し

て
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ

ら
の
先
行
研
究
に
お
い
て
言
語
論
と
他
者
論
は
ほ
ぼ
別
々
に
扱
わ
れ
て

お
り
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
が
「
他
者
経
験
」
講
義
に
お
い
て
両
者
を
結

び
つ
け
て
論
じ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
注
目
さ
れ
て
い
な
い1

▼

。

　
同
講
義
の
議
論
は
他
者
論
へ
の
導
入
か
ら
始
ま
り
、
対
象
知
覚
、
文

化
的
対
象
（
絵
画
）
の
知
覚
、
人
間
に
よ
る
諸
表
現
（
筆
跡
・
声
・
表
情

な
ど
）
の
知
覚
に
つ
い
て
の
議
論
へ
と
進
ん
で
い
く
。
そ
こ
か
ら
実
際

の
人
間
の
知
覚
に
移
行
す
る
前
に
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
そ
の
後
の
講

義
の
計
画
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
英
訳
者
のEvans

と

Silverm
an 

の2

▼

指
摘
す
る
よ
う
に
実
際
の
講
義
は
こ
の
計
画
に
厳
密
に

は
し
た
が
っ
て
い
な
い
。
今
回
扱
う
の
は
そ
の
計
画
が
示
さ
れ
た
以
降

の
箇
所
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
議
論
は
一
見
雑
多
と
は
い
え
、
基
本
的
に

は
表
現
（
身
振
り
な
ど
）
と
意
味
（
身
振
り
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
感
情

な
ど
）
と
の
関
係
、
つ
ま
り
意
味
作
用
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。
そ

し
て
講
義
自
体
は
そ
の
後
に
他
者
論
を
経
由
し
、
つ
い
に
言
語
論
へ
と

流
れ
込
む
形
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
残
念
な
こ
と
に
こ
の
流
れ
は
言

語
論
に
突
入
し
た
後
呆
気
な
く
断
ち
切
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
と
い
う
の
も
「
言

ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
語
に
お
い
て▼

▼

」
と
い
う
節
の
直
前
で
、
他
者
と
言

語
が
比
較
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
肝

心
の
節
の
内
容
自
体
は
「
意
識
と
言
語
の
獲
得
」
な
ど
と
同
様
の
議
論

を
軽
く
さ
ら
う
程
度
で
あ
り
、
議
論
が
十
分
展
開
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
実
は
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
全
体
の
文
脈
を
踏

ま
え
れ
ば
、
言
語
と
他
者
は
単
に
（
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
が
言
う
よ
う

に
）
比
較
可
能
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
言
語
に
お
い
て
作
動

し
て
い
る
「
斜
か
い
の
意
味
作
用
」
が
他
者
経
験
に
お
い
て
も
本
質
的

な
働
き
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。「
斜
か
い
の
意
味
作

用
」
と
は
「
他
者
経
験
」
講
義
に
お
い
て
「
直
接
的
な
意
味
作
用
」
か
ら

区
別
さ
れ
る
意
味
作
用
で
あ
り
、
本
稿
の
議
論
の
骨
子
と
な
る
概
念
で

あ
る
。

　
本
稿
の
主
題
で
あ
る
「
意
味
と
し
て
の
他
者
」・「
役
割
を
残
し
消
え

る
他
者
」
に
つ
い
て
の
議
論
に
至
る
た
め
に
は
意
味
作
用
の
議
論
を
扱

う
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
意
味
作
用
の
議
論
の
た
め
に
は
「
ス
タ
イ

ル
」
に
つ
い
て
の
予
備
的
な
考
察
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
本
稿
の

流
れ
は
や
や
複
雑
な
も
の
と
な
る
。
ま
ず
議
論
の
前
提
と
し
て
「
ス
タ

イ
ル
」
概
念
に
つ
い
て
簡
単
に
確
認
し
（
１
‐
１
）、
続
い
て
「
直
接
的
な

意
味
作
用
」（
１
‐
２
）、
次
に
そ
れ
か
ら
区
別
さ
れ
る
「
斜
か
い
の
意
味
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作
用
」
を
中
期
言
語
論
の
枠
組
み
で
論
じ
る
（
２
‐
１
）。
そ
し
て
言
語
以

外
の
表
現
に
お
け
る
「
斜
か
い
の
意
味
作
用
」
の
働
き
を
、
演
劇
（
同

講
義
に
お
い
て
社
会
生
活
に
お
け
る
他
者
知
覚
を
説
明
す
る
た
め
の
モ

デ
ル
と
な
っ
て
い
る
）
や
「
自
己
表
現
」
な
ど
の
事
例
に
即
し
て
確
認

（
２
‐
２
）
し
た
上
で
、「
意
味
と
し
て
の
他
者
」
の
現
れ
を
論
じ
（
３
‐
１
）、

最
後
に
他
者
が
「
役
割
を
残
し
消
え
る
」
と
い
う
記
述
の
解
釈
を
試
み

る
（
３
‐
２
）。

　「
直
接
的
な
意
味
作
用
」

　
１
‐
１　
「
ス
タイル
」

　
中
期
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
、
知
覚
か
ら
言
語
ま
で
を
含
む

広
義
の
表
現
論
を
貫
く
重
要
な
概
念
と
し
て
「
ス
タ
イ
ル style
」
が
あ

る
。「
ス
タ
イ
ル
」
に
は
例
え
ば
知
覚
の
仕
方
、
作
家
の
言
葉
づ
か
い
、

画
家
の
描
き
方
、
人
の
振
舞
い
方
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。「
意
識
と

言
語
の
獲
得
」
講
義
に
お
い
て
、「〈
ス
タ
イ
ル
〉
は
概
念
や
観
念
で
は

な
い
。
そ
れ
は
私
が
定
義

0

0

で
き
な
い
に
し
て
も
、
把
握
し
、
そ
し
て
模

倣
す
る
と
こ
ろ
の
〈
あ
る
や
り
方
〉
で
あ
る
」（M

S, 40 / 53

）
と
述
べ
ら
れ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
ス
タ
イ
ル
」
と
は
基
本
的
に
、
あ
る
主
体
の
諸

表
現
が
基
づ
く
一
定
の
様
式
・
や
り
方
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
言
え

る
。
付
け
加
え
て
お
く
と
、
そ
の
様
式
が
表
現
に
生
み
だ
す
個
人
的
な

特
徴
や
癖
は
「
偏
差 déviation

」
と
呼
ば
れ
る
（C

f., S, 76 / I, 93

）。
上
の
引

用
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
ス
タ
イ
ル
」
の
把
握
は
、
知
的
・
概
念

的
把
握
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
む
し
ろ
思
考
以
前
の

知
覚
の
次
元
に
お
け
る
把
握
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
た
だ
し
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
「
ス
タ
イ
ル
」
の
語
で
個
人
の
表
現
の

内
に
存
す
る
個
人
の
表
現
様
式
を
指
す
と
同
時
に
、
共
同
体
に
共
有
さ

れ
た
文
化
的
な
表
現
様
式
や
、
種
と
し
て
の
人
間
一
般
に
共
有
さ
れ
た

種
族
的
な
知
覚
お
よ
び
行
動
様
式
を
も
指
す
。
こ
れ
ら
の
共
同
体
の
ス

タ
イ
ル
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
は
「
類
型 type

」
と
も
呼
ば
れ
る▼

▼

。
も

と
よ
り
「
類
型
」
と
「
ス
タ
イ
ル
」
は
連
続
的
な
関
係
に
あ
り
、
峻
別
で

き
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、「
類
型
」
を
基
盤
に
し
つ
つ
も
「
類
型
」

か
ら
わ
ず
か
に
逸
脱
す
る
個
人
の
表
現
様
式
が
「
ス
タ
イ
ル
」
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
一
般
的
な
「
類
型
」
を
身
に
つ
け
ず

に
独
自
の
「
ス
タ
イ
ル
」
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
言
語
活
動
を
例

に
と
る
と
、
言
語
体
系
と
し
て
の
日
本
語
が
「
類
型
」
で
あ
り
、
個
々

の
日
本
語
話
者
の
個
別
的
な
言
葉
づ
か
い
が
「
ス
タ
イ
ル
」
で
あ
る
と

言
え
る
。

　
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、「
ス
タ
イ
ル
」
は
表
現
が
行
わ

れ
る
こ
と
な
く
し
て
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る▼

▼

。
ど
こ
か
に

「
ス
タ
イ
ル
」
が
始
め
か
ら
存
在
し
て
お
り
表
現
物
の
一
つ
一
つ
に
入

れ
込
ま
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、「
ス
タ
イ
ル
」
は
表
現
が
行
わ
れ

る
中
で
同
時
に
そ
の
表
現
物
の
中
に
現
れ
て
く
る

0

0

0

0

0

、
あ
る
い
は
存
在
し

0

0

0

て
く
る

0

0

0

も
の
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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▼

　
こ
こ
ま
で
の
「
ス
タ
イ
ル
」
概
念
を
踏
ま
え
て
、
意
味
作
用
の
議
論

を
始
め
る
こ
と
と
し
よ
う
。
ま
ず
は
「
直
接
的
な
意
味
作
用
」
か
ら
見

て
い
き
た
い
。
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
こ
の
意
味
作
用
に
つ
い
て
具
体

的
な
事
例
を
交
え
つ
つ
論
じ
る
べ
く
、
文
化
人
類
学
の
研
究
を
参
照
し

「
し
き
た
り rituel
」
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。

　
１
‐
２
　「
し
き
た
り
」に
お
け
る
意
味
作
用

　「
他
者
経
験
」
講
義
に
お
い
て
参
照
さ
れ
た
文
化
人
類
学
の
成
果
の

中
で
も
、
今
回
は
Ｍ
・
グ
ラ
ネ
に
関
す
る
議
論
を
取
り
上
げ
よ
う
。
グ

ラ
ネ
の
報
告
に
よ
る
と
中
国
に
お
け
る
葬
式
に
伴
う
喪
の
服
し
方
に
は
、

隠
棲
す
る
小
屋
、
食
事
、
服
装
、
期
間
に
つ
い
て
の
細
か
い
「
し
き
た

り
」
が
あ
り
、
悲
し
み
の
表
現
様
式
（
泣
き
方
、
回
数
な
ど
）
に
も
同

様
の
「
し
き
た
り
」
が
あ
る
。

　
一
見
そ
の
よ
う
な
「
し
き
た
り
」
に
従
う
こ
と
は
個
人
の
悲
し
み
を

押
し
殺
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に

よ
れ
ば
、
主
体
が
「
し
き
た
り
」
に
従
っ
て
振
舞
う
と
き
に
、
感
情
は

他
者
に
向
け
て
表
さ
れ
る
の
と
同
じ
く
ら
い
彼
自
身
に
と
っ
て
も
明
ら

か
に
な
る
（C

f., M
S, 557

）。
つ
ま
り
感
情
は
他
者
に
対
し
て
共
通
の
「
言

語▼

▼

」
で
表
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
表
さ
れ
る
と
同
時
に
主
体
に
と
っ
て

も
そ
れ
と
し
て
存
在
す
る
よ
う
に
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン

テ
ィ
は
、
悲
し
み
を
表
す
共
通
の
言
語
に
則
っ
た
上
で
の
、「
伝
統
的

即
興 im
provisation traditionnelle

」

―
そ
こ
に
お
い
て
個
人
の
感
情

の
率
直
さ
は
排
除
さ
れ
な
い

―
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
「
個
人
的
な
発

明
」
が
あ
る
と
い
う
グ
ラ
ネ
の
主
張
を
引
い
て
い
る▼

▼

。
こ
の
「
個
人
的

な
発
明
」
は
「
し
き
た
り
」
と
い
う
「
類
型
」
に
則
っ
た
上
で
の
「
ス
タ

イ
ル
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は

「
真
の
発
明
を
も
た
ら
す
ス
タ
イ
ル

0

0

0

0

に
お
い
て
こ
そ
、
個
人
は
自
己
を

実
現
す
る
」（M

S, 557-58. 

強
調
引
用
者
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
こ
こ
で
「
し
き
た
り
」
に
お
け
る
感
情
の
身
ぶ

り
と
感
情
の
間
に
同
一
性
に
近
い
も
の
を
認
め
、「
し
き
た
り
」
は

「
意シ

ニ

フ

ィ

ア

ン

味
す
る
も
の
と
意シ

ニ

フ

ィ

エ

味
さ
れ
る
も
の
が
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い

紋
章
的
な em

blém
atique 

言
語
活
動
で
あ
る
」（M

S, 557

）
と
述
べ
る
。

こ
れ
は
上
に
引
い
た
彼
の
記
述
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
身
ぶ
り
と
結
び

付
く
以
前
の
即
自
的
な
感
情
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
表
現
さ
れ
る
折
に
は
感
情
と
身
振
り
は
不
可
分
一
体
の
も
の
と

し
て
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
し
き
た
り
」
に
お
い
て
感
情
と

身
ぶ
り
の
間
に
は
伝
統
・
文
化
的
に
既
に
設
え
ら
れ
た
つ
な
が
り

0

0

0

0

が
あ

り
、
そ
こ
で
は
身
振
り
は
感
情
を
直
接
的
に
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
「
直
接
的
な
意
味
作
用
」
に
対
し
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
が

次
に
話
題
を
移
す
こ
と
に
な
る
現
代
的
な
演
劇▼

▼

の
「
役
割
」
に
お
い
て

は
、「
つ
な
が
り
は
も
は
や
直
接
的
で
は
な
く
、
作
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、

成
功
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」（M

S, 558

）
と
言
わ
れ
、
さ
ら
に
演
劇
の
意
味

作
用
は
「
斜
か
い
で
側
面
的oblique ou latérale

」（M
S, 563

）
で
あ
る
と

も
述
べ
ら
れ
る
。
演
劇
に
お
け
る
「
役
割
」
を
論
じ
る
こ
と
は
、
メ
ル

ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
他
者
経
験
を
論
じ
る
た
め
の
手
が
か
り
と

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
早
速
演
劇
に
お
け
る
意
味
作
用
に
目
を
向
け
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た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、「
斜
か
い
で
側
面
的
な
」
意
味
作
用
の
示

す
と
こ
ろ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
一
旦
彼
の
言
語
論
を
踏
ま
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　「
斜
かいの
意
味
作
用
」

　
２
‐
１
　
言
語
の
意
味
作
用

　
演
劇
に
お
け
る
意
味
作
用
に
つ
い
て
理
解
す
る
た
め
に
、「
意
識
と

言
語
の
獲
得
」
講
義
の
議
論
を
中
心
に
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
中
期
言

語
論
を
概
観
し
よ
う
。

　
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
中
期
思
想
は
ソ

シ
ュ
ー
ル
の
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
特
に
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
メ

ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
に
も
た
ら
し
た
発
想
は
、
後
者
の
言
葉

づ
か
い
を
用
い
れ
ば
、
言
語
体
系
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
語
は
全
体

（
そ
の
言
語
体
系
）
の
中
で
の
「
布
置 configuration

」
に
よ
っ
て
、
つ

ま
り
語
同
士
の
「
側
面
的
な
」
関
係
（
他
の
語
か
ら
の
差
異
）
に
よ
っ

て
意
味
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
語
の
一
つ
一
つ
が
独
立
し
て
意

味
を
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝

ポ

ン
テ
ィ
自
身
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
差
異
の
体
系
と
い
う
発
想
を
受
け
入

れ
、「
意シ

ニ

フ

ィ

ア

ン

味
す
る
も
の
」
と
「
意シ

ニ

フ

ィ

エ

味
さ
れ
る
も
の
」
の
一
体
性
に
も
意

義
を
申
し
立
て
る
わ
け
で
は
な
い
と
は
い
え
、「
意シ

ニ

フ

ィ

ア

ン

味
す
る
も
の
が

意シ

ニ

フ

ィ

エ

味
さ
れ
る
も
の
へ
向
か
う
超
出 dépassem

ent

」（M
S, 29 / 36

）、
記
号

か
ら
意
味
へ
の
「
超
出
」
を
問
題
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
づ
か

い
に
よ
っ
て
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
言
語
を
、
互
い
に
外
的
な
観
念
と

音
声
が
何
ら
か
の
方
法
で
接
ぎ
木
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
て
い
る
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
ど
の
よ
う
に
し
て
、
あ
る
言
語
体
系
の
内
部
か
ら
言
語

的
意
味
が
発
生
し
て
く
る
の
か
を
問
題
に
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
現

象
は
幼
児
や
外
国
語
の
学
習
者
に
と
っ
て
の
言
語
獲
得
、
読
書
に
お
け

る
新
た
な
意
味
の
理
解
な
ど
に
通
じ
る
言
語
の
根
本
的
な
働
き
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
「
超
出
」
の
現
象
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き

「
ス
タ
イ
ル
」
の
概
念
が
役
に
立
つ
。
例
え
ば
言
語
を
獲
得
し
つ
つ
あ

る
幼
児
は
、
周
り
の
言
語
活
動
の
「
ス
タ
イ
ル
」
に
促
さ
れ
て
全
体
か

ら
た
っ
た
一
つ
の
意
味
が
生
じ
て
く
る
と
こ
ろ
ま
で
至
る
と
述
べ
ら
れ

る
（C

f., M
S, 46 / 62-63

）。
と
い
う
の
も
周
囲
で
行
わ
れ
る
数
々
の
発
話
は
、

あ
る
言
語
共
同
体
の
「
ス
タ
イ
ル
」
に
由
来
す
る
同
一
の
「
偏
差
」、
当

該
の
言
語
体
系
に
特
有
の
癖
を
も
っ
て
い
る
。
幼
児
は
そ
れ
ら
の
「
偏

差
」
を
感
じ
取
り
、
そ
の
「
ス
タ
イ
ル
」
を
一
種
の
模
倣
に
よ
っ
て
自

分
の
も
の
と
す
る
こ
と
で
語
の
意
味
へ
と
到
達
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
「
意シ

ニ

フ

ィ

ア

ン

味
す
る
も
の
」
か
ら
「
意シ

ニ

フ

ィ

エ

味
さ
れ
る
も
の
」
へ
の
「
超
出
」、

記
号
か
ら
意
味
へ
の
「
超
出
」
に
お
い
て
起
き
て
い
る
の
は
、
他
者
の

言
語
使
用
の
「
ス
タ
イ
ル
」
が
主
体
を
導
い
て
意
味
へ
と
至
ら
せ
る
運

動
で
あ
る
。

　
加
え
て
、「
超
出
」
の
現
象
は
既
存
の
言
語
体
系
と
い
う
「
類
型
」
に



メルロ＝ポンティ研究　   第19号　2015

▼

関
わ
る
言
語
獲
得
だ
け
で
な
く
、
作
家
の
言
葉
づ
か
い
の
よ
う
な
「
ス

タ
イ
ル
」
に
関
し
て
も
指
摘
さ
れ
る
。
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
時
た
ま

用
い
る
新
進
作
家
の
例
に
頼
れ
ば
、
作
家
の
言
語
は
当
初
人
々
に
理
解

さ
れ
な
い
の
だ
が
、
言
語
的
所
作
が
繰
り
返
さ
れ
る
内
に
彼
の
用
い
る

諸
概
念
は
互
い
に
支
え
あ
っ
て
（
す
な
わ
ち
あ
る
布
置
を
形
成
し
）、

つ
い
に
諸
概
念
が
彼
独
自
の
意
味
を
人
々
に
示
す
よ
う
に
な
る
（C

f., M
S, 

28 / 35

）。
そ
の
と
き
起
き
て
い
る
事
態
も
や
は
り
、「
ス
タ
イ
ル
」
に

よ
っ
て
読
者
が
意
味
へ
と
至
る
「
超
出
」
の
運
動
で
あ
る
。

　
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
こ
の
よ
う
な
「
斜
か
い
の
意
味
作
用
」
を
あ
ら

ゆ
る
表
現
の
本
質
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、「
間
接
的

言
語
と
沈
黙
の
声
」（1952

）
で
の
次
の
よ
う
な
記
述
か
ら
も
そ
れ
が
伺

わ
れ
る
。〔

…
〕
人
間
の
身
体
の
あ
ら
ゆ
る
使
用
は
す
で
に
原
初
的
な
表
現

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。〔
…
〕〔
そ
の
表
現
は
〕
諸
記
号
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
る

も
の
を
住
み
つ
か
せ
、
あ
る
意
味
を
そ
ん
な
も
の
〔
意
味
〕
な

ど
持
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
〔
記
号
〕
の
中
に
植
え
付
け
る
最

初
の
作
業
で
あ
る
。�

（S, 84 / I,  102-103. 

強
調
原
文
）

　
つ
ま
り
、
人
間
に
お
け
る
表
現
は
、
足
跡
が
獣
を
示
す
よ
う
な
指
標 

indice 

的
な
意
味
作
用
に
則
っ
た
表
現
で
は
な
く
、
新
た
な
意
味
も
ろ

と
も
記
号
‐
意
味
間
の
つ
な
が
り

0

0

0

0

を
生
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
表
現
な
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
に
従
え
ば
、「
し
き
た
り
」
に
お
け
る
表

現
は
人
間
の
表
現
の
特
殊
例
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
は
そ
う

で
は
な
い
。
上
の
引
用
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
新
た
な
意
味
を
生
む
表
現

は
、「
し
き
た
り
」
に
お
け
る
既
存
の
直
接
的
な
意
味
作
用
に
頼
り
、

基
づ
く
こ
と
で
し
か
成
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
『
知
覚
の
現

象
学
』
や
『
世
界
の
散
文
』
の
言
語
論
に
お
け
る
「
語
ら
れ
た
言
葉 pa-

role parlée

」
‐
「
語
る
言
葉 parole parlante

」（PP, 238, 239 /I, 321, 322

）、

あ
る
い
は
「
語
ら
れ
た
言
語 langage parlé

」
‐
「
語
る
言
語 langage 

parlant

」（PM
, 17, 20 / p.27,29

）
と
い
う
言
語
の
二
種
類
の
作
用
を
思
い
出

さ
れ
た
い
。

二
つ
の
言
語
が
あ
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
事
後
的
な
言
語
、

獲
得
さ
れ
、
自
ら
が
そ
の
担
い
手
と
な
っ
た
意
味
の
前
で
姿
を

消
す
言
語

―
そ
し
て
表
現
の
瞬
間
に
生
じ
、
私
を
ま
さ
に
記

号
か
ら
意
味
へ
と
滑
っ
て
い
か
せ
よ
う
と
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

言
語

―
語
ら

れ
た
言
語
と
語
る
言
語
。�

（PM
, 17 / 27 , 

強
調
引
用
者
）

　「
語
ら
れ
た
言
葉
」・「
語
ら
れ
た
言
語
」
と
は
、
意
味
作
用
が
沈
殿
し
、

言
語
使
用
者
の
身
体
と
一
体
化
し
て
、
以
降
の
言
語
活
動
の
基
礎
と
な

る
（
つ
ま
り
以
降
の
言
語
活
動
を
可
能
な
ら
し
め
る
）
言
語
、
あ
る
い

は
そ
の
経
験
的
使
用
の
こ
と
で
あ
り
、「
語
る
言
葉
」・「
語
る
言
語
」
と

は
「
語
ら
れ
た
言
葉
・
言
語
」
を
基
礎
に
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
捉
え
な

お
し
変
形
さ
せ
る
こ
と
で
新
た
な
意
味
を
生
み
だ
す
創
造
的
な
言
語
、

も
し
く
は
そ
の
よ
う
な
言
語
活
動
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
言
語
の
作
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用
の
内
、
前
者
が
「
直
接
的
な
意
味
作
用
」
に
あ
た
り
、
後
者
が
「
斜

か
い
の
意
味
作
用
」
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
こ
こ
ま
で
の
議
論
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、
記
号
と
意
味
、

あ
る
い
は
表
現
と
そ
の
意
味
の
関
係
に
つ
い
て
注
意
し
て
お
き
た
い
。

「
詩
の
意
味

0

0

と
詩
の
表
現

0

0

が
不
可
分
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
表
さ
れ
た

0

0

0

0

も
の

0

0 l’exprim
é

と
表
現

0

0l’expression

は
相
互
的
で
あ
り
、
識
別
で
き
な

い
も
の
で
あ
る
」（M

S, 559, 

強
調
引
用
者
）
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
引
用
に

お
い
て
詩
の
意
味
が
「
表
さ
れ
た
も
の
」
に
、
詩
の
言
葉
や
リ
ズ
ム
と

い
っ
た
詩
そ
の
も
の
が
「
表
現
」
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ

る
だ
ろ
う
。
詩
の
創
作
が
元
か
ら
イ
デ
ア
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
た
意

味
に
、
手
持
ち
の
言
語
を
当
て
は
め
る
作
業
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ

言
語
の
新
た
な
用
い
方
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
意

味
を
生
み
出
す
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
表
現
行
為
と

は
、
表
現
の
意
味
（
例
え
ば
画
家
が
絵
で
表
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
の
も

の
）
と
表
現
（
実
際
に
塗
ら
れ
た
色
、
描
か
れ
た
線
な
ど
）
を
、
同
時

に
一
つ
の
も
の
と
し
て
存
在
さ
せ
る
こ
と
、
世
界
に
到
来
さ
せ
る
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
２
‐
２
　「
役
割
」、「
自
己
表
現
」に
お
け
る
意
味
作
用

　
さ
て
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
「
生
〔
人
生
・
生
活
〕
に
お
け
る
自
己

表
現 l’expression de soi 

は
あ
る
役
割
の
行
動
に
似
て
い
る
」（M

S, 566

）

の
よ
う
に
、
社
会
生
活
に
お
け
る
「
自
己
表
現
」
を
演
劇
に
お
け
る

「
役
・
役
割 rôle

」
に
比
し
て
い
る▼

▼

。「
自
己
表
現
」
に
つ
い
て
は
後
に
説

明
す
る
と
し
て
、
一
旦
演
劇
の
「
役
割
」
に
着
目
し
よ
う
。
と
い
う
の

も
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
演
劇
の
「
役
割
」
の
議
論▼▼

▼

は
、
社
会

生
活
に
お
け
る
他
者
経
験
を
論
じ
る
際
の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
た
め

で
あ
る
。

　「
し
き
た
り
」
に
お
い
て
身
ぶ
り
と
そ
の
意
味
の
間
の
つ
な
が
り
は

直
接
的
で
既
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
一
方
で
、
演
劇
の
「
役

割
」
に
お
い
て
そ
の
つ
な
が
り
は
意
味
も
ろ
と
も
新
た
に
生
み
だ
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
に
お
い
て
言
語
論
を
確
認
し
た
こ
と
で
、
演

劇
の
「
役
割
」
に
お
け
る
意
味
作
用
の
性
格
を
以
下
の
よ
う
に
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
演
劇
に
お
い
て
、
観
客
に
対
し
て
登
場
人

物
が
現
れ
る
の
は
役
者
の
仕
草
一
つ
一
つ
が
そ
れ
ら
を
か
き
集
め
れ
ば

登
場
人
物
を
構
成
す
る
分
子
だ
か
ら
で
は
な
く

0

0

0

0

、
役
者
の
あ
ら
ゆ
る
仕

草
が
側
面
的
関
係
を
な
し
、
そ
れ
ら
の
仕
草
に
通
底
す
る
「
ス
タ
イ

ル
」
が
観
客
た
ち
を
、
演
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
役
割
・
登
場
人
物

へ
と
到
達
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
登
場
人
物
・
役
こ
そ
が
到

達
さ
れ
る
べ
き
意
味
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
自
己
表
現
」
を
、
自
己
の
対
象
化
や
自

己
に
つ
い
て
反
省
的
に
語
る
こ
と
な
ど
の
特
殊
な
表
現
と
捉
え
る
必
要

は
な
い
。「
自
己
表
現
」
と
は
む
し
ろ
方
法
的
に
多
様
な
諸
表
現
（
言
語

活
動
・
創
作
活
動
・
行
動
・
仕
草
な
ど
）
を
通
し
て
、
そ
の
表
現
の
主
体

自
身
が

―
本
人
の
意
図
に
関
わ
ら
ず

―
「
意
味
」
と
し
て
現
れ
て

き
て
し
ま
う
と
い
う
現
象
を
指
し
て
い
る
。

　「
自
己
表
現
」
を
論
じ
る
上
で
、
表
現
に
つ
い
て
さ
ら
に
次
の
よ
う



メルロ＝ポンティ研究　   第19号　2015

▼

に
付
け
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
枚
の
絵
画
や
一
冊
の
著
作
を
取
り
上

げ
た
場
合
に
は
、
絵
の
中
の
諸
々
の
一
塗
り
や
一
筆
が
、
あ
る
い
は
著

作
中
の
語
同
士
が
布
置
を
形
成
し
、
そ
れ
ら
に
通
底
す
る
画
家
や
作
家

の
「
ス
タ
イ
ル
」
が
鑑
賞
者
や
読
者
を
促
し
て
、
絵
画
や
著
作
の
意
味

へ
と
到
達
さ
せ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
絵
の
数
々
の
タ
ッ
チ
や
著

作
中
の
諸
語
句
を
通
し
て
意
味
が
現
れ
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
演
劇

的
役
割
に
お
け
る
諸
表
現
が
、
声
色
、
表
情
、
振
舞
い
な
ど
方
法
的
に

は
多
様
で
あ
っ
て
も
、
役
割
・
登
場
人
物
を
意
味
と
し
て
生
じ
さ
せ
る

よ
う
に
、
生
に
お
け
る
「
自
己
表
現
」
も
あ
る
人
物
の
作
画
、
著
作
、

発
話
、
筆
跡
、
仕
草
な
ど
の
諸
表
現
が
あ
る
布
置
を
形
成
し
、
共
通
の

「
ス
タ
イ
ル
」
が
そ
れ
ら
の
諸
表
現
を
通
し
て
そ
の
人
物
を
現
れ
さ
せ

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
役
割
」
や
「
自
己
表
現
」
と
は
多
様
な
諸
表

現
が

―
表
現
は
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
を
取
り
上
げ
て
み
て
も
個
別
に
意

味
を
生
成
す
る
も
の
で
あ
る
が

―
さ
ら
に
側
面
的
関
係
、
布
置
を
成

し
て
「
意
味
」
を
生
み
だ
す
、
よ
り
高
次
の
表
現
で
あ
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

　
他
者
の「
現
れ
」・「
消
え
」

　
３
‐
１
　
意
味
と
し
て
現
れ
る
他
者

　
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
他
者
経
験
に
関
す
る
記
述
を
参
照
し
よ
う
。

多
産
な
瞬
間
に
お
い
て
の
み
、
私
は
あ
る
役
割
を
知
覚
し
て
い

る
と
い
う
印
象
で
は
な
く
、
誰
か
に
、
他
者
の
現
れ m

anifestation

に
立
ち
会
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
持
つ
。〔
…
〕
彼
は
隠
さ
れ

て
い
る
限
り
に
お
い
て
ま
た
、
私
に
与
え
ら
れ
る
。
他
者
は

透ト
ラ
ン
ス
パ
レ
ー
ト
ル

け
て
見
え
る
の
み
で
あ
り
、
他
者
は
生
き
た
意
味

0

0

0

0

0

と
し
て
、

保
存
さ
れ
る
意
味

0

0

0

0

0

0

0

あ
る
い
は
劣
化
す
る

0

0

0

0 se dégrader

意
味

0

0

と
し

て
現
れ
る
。�

（M
S, 566. 

強
調
引
用
者
）

　
多
産
な
瞬
間
と
は
、
他
者
の
諸
表
現
が
布
置
を
形
成
し
は
じ
め
、
あ

る
「
意
味
」
へ
と
「
超
出
」
す
る
瞬
間
、
つ
ま
り
他
者
の
「
自
己
表
現
」

に
お
い
て
新
た
な
「
意
味
」
が
生
じ
る
瞬
間
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に

そ
の
瞬
間
に
こ
そ
、
他
者
は
他
者
自
身
の
「
自
己
表
現
」
の
「
意
味

0

0

」
と0

し
て
現
れ
る

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
他
者
は
あ
た
か
も
行
間
か
ら

作
者
の
意
図
が
現
れ
て
く
る
よ
う
な
具
合
に
、
諸
表
現
を
通
じ
て
現
れ

て
く
る
の
で
あ
る
。

　「
意
味
と
し
て
の
他
者
」
が
こ
こ
で
「
保
存
さ
れ
る
意
味
」
と
言
わ
れ

る
の
は
、
先
に
確
認
し
た
「
語
ら
れ
た
言
葉
・
語
ら
れ
た
言
語
」
や
「
直

接
的
な
意
味
作
用
」
に
お
い
て
、
表
現
の
意
味
が
表
現
と
一
体
に
な
り
、

も
は
や
そ
れ
自
体
で
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
に
至

る
の
と
同
様
、「
意
味
と
し
て
の
他
者
」
が
こ
れ
ま
で
の
彼
の
「
自
己
表

現
」
の
諸
表
現
と
一
体
と
な
っ
て
、
確
固
と
し
た
存
在
を
得
る
に
至
る

こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
「
劣
化
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
自

己
表
現
」
に
お
い
て
一
度
実
現
さ
れ
た
「
意
味
」
や
意
味
作
用
は
そ
の
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表
現
と
一
体
に
な
っ
て
「
保
存
さ
れ
る
」
際
、
そ
の
「
意
味
」
は
も
は
や

生
じ
つ
つ
あ
る
「
意
味
」
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
た
め
で
あ
ろ
う
。

こ
の
と
き
の
、
保
存
さ
れ
劣
化
す
る
「
意
味
」
と
は
、
後
続
す
る
「
自

己
表
現
」
に
お
い
て
基
礎
と
な
り
捉
え
な
お
さ
れ
る
べ
き
過
去
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
つ
ま
り
過
去
の
「
自
己
表
現
」
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
他

者
（
意
味
）
は
常
に
彼
自
身
の
絶
え
間
な
い
「
自
己
表
現
」
に
よ
っ
て
作

り
直
さ
れ
更
新
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
他
者
と
言
語
を
重
ね
合
わ
せ
て
論
じ
る
こ
と
は
、
実
は

メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
自
身
の
意
図
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
先
ほ
ど

の
引
用
に
は
以
下
の
よ
う
な
文
章
が
続
く
。

し
か
し
他
者
は
生
き
て
い
る
限
り
、
彼
の
役
割
に
含
ま
れ
て
い

る
常
同
症▼▼

▼
 stéréotypie 

の
可
能
性
に
常
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
彼

は
姿
を
消
し
彼
の
役
割
し
か
残
さ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。〔
…
〕

わ
れ
わ
れ
は
、
他
者
の
知
覚
が
ど
れ
ほ
ど
ま
す
ま
す
言
語
に
比

較
し
う
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

実
の
と
こ
ろ
、
同
様
に
常
同
症
の
お
そ
れ
の
あ
る
言

ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
語
と
多
産

な
言

ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
語
も
同
じ
く
あ
る
の
だ
。�

（M
S, 566-567

）

　
常
同
症
の
お
そ
れ
の
あ
る
言
語
と
多
産
な
言
語
と
は
そ
の
ま
ま
「
語

ら
れ
た
言
語
」
と
「
語
る
言
語
」
に
対
応
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
既
得
の
言
語
体
系
や
意
味
作
用
に
甘
ん
ず
る
こ
と
な
く
新
た
な
意

味
を
生
み
出
そ
う

0

0

0

0

0

と
す
る
言
語
活
動
は
多
産
な
言
語
活
動
な
の
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
既
得
の
「
直
接
的
な
意
味
作
用
」
に
ば
か
り
依
拠
す
る

言
語
活
動
は
、
紋ス

テ
レ
オ
タ
イ
プ

切
り
型
で
形
骸
化
し
た
意
味
を
使
用
す
る

0

0

0

0

ば
か
り
の

言
語
活
動
で
あ
る
。
こ
の
言
語
に
つ
い
て
の
区
別
を
他
者
の
表
現
に
当

て
は
め
て
み
る
と
、
他
者
が
既
得
の
意
味
作
用
に
ば
か
り
依
拠
し
て
表

現
行
為
を
行
う
場
合
と
、
彼
の
過
去
の
意
味
作
用
や
獲
得
し
た
表
現
、

習
慣
な
ど
を
組
み
な
お
し
時
に
破
壊
す
る
よ
う
な
形
で
の
「
自
己
表

現
」
を
行
う
場
合
と
し
て
想
定
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、「
役
割
の
中
に
含
ま
れ
る
常
同
症
の
可
能
性
」
と
い
う

節
に
お
い
て
「
役
割
」
と
い
う
語
が
登
場
す
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
自
身
が
こ
の
点
に
関
し
て
説
明
を
す
る
こ
と
は
な
い
。

と
は
い
え
、
な
ん
ら
か
の
解
釈
を
加
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
た
め
、

以
下
に
お
い
て
考
察
を
行
う
形
で
本
論
を
締
め
く
く
る
こ
と
に
す
る
。

　
３
‐
２
　
役
割
を
残
し
消
え
る
他
者

　「
他
者
が
役
割
だ
け
を
残
し
消
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
」
と
い

う
記
述
の
解
釈
は
二
通
り
あ
り
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ
目
は

「
役
割
」
を
、「
自
己
表
現
」
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
既
得
の
「
表
現
‐

意
味
作
用
‐
意
味
」
の
セ
ッ
ト
で
あ
る
と
捉
え
る
解
釈
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
は
生
涯
に
わ
た
り
そ
の
時
々
の
対
人
関
係
に
よ
っ
て
一
定
の
「
役

割
」
を
担
う
こ
と
に
な
る
が
、
当
然
来
る
べ
き
対
人
関
係
の
変
化
に

伴
っ
て
新
た
な
「
役
割
」
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
「
役
割
」
の
更
新
が
常
に
円
滑
に
進
む
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、

「
幼
児
の
対
人
関
係
」
講
義
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
も
は
や
末
っ
子
で
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は
な
い
子
ど
も
が
赤
ち
ゃ
ん
の
態
度
を
と
る
退
行▼▼

▼

の
現
象
か
ら
も
理
解

で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
の
「
役
割
」
に
し
が
み
つ
い
て
、
新
た
な

「
役
割
」
へ
移
行
す
る
こ
と
な
い
し
新
た
な
「
役
割
」
を
獲
得
す
る
こ
と

（
こ
れ
ま
で
庇
護
の
対
象
で
あ
っ
た
末
っ
子
が
弟
や
妹
の
誕
生
と
と
も

に
、
彼
ら
を
庇
護
す
る
年
長
者
に
な
る
こ
と
）
を
拒
否
し
て
い
る
状
態

に
お
い
て
、
そ
の
人
物
は
過
去
に
設
え
た
「
役
割
」
お
よ
び
そ
こ
に
含

ま
れ
る
諸
表
現
を
捉
え
な
お
し
て
、
新
た
な
表
現
、
新
た
な
「
役
割
」

を
生
み
出
す
こ
と
を
止
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
時
、
彼
の
表
現
性

は
既
得
の
「
直
接
的
な
意
味
作
用
」
の
内
に
囚
わ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、

換
言
す
る
と
彼
の
「
自
己
表
現
」
は
停
滞
状
態
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
言
う
な
れ
ば
「
意
味
と
し
て
の
他
者
」
が
「
役
割
」
し
か
残
さ
ず
に

消
え
る
と
き
と
は
、
他
者
の

0

0

0

「
自
己
表
現

0

0

0

0

」
が
中
断
や
停
滞
し
た
と
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。

　
二
つ
目
は
、「
役
割
」
の
内
に
あ
る
一
般
性
、
典
型
の
要
素
を
強
調

す
る
解
釈
で
あ
る
。
本
論
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
個
人
の
「
ス

タ
イ
ル
」
と
い
う
も
の
は
共
同
体
や
種
の
「
類
型
」
に
頼
る
形
で
し
か

成
り
立
ち
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
人
が
い
か
に
突
飛
な
こ
と
を
言
お
う

と
し
て
も
、
そ
れ
は
言
語
や
声
に
頼
る
形
で
し
か
言
い
表
せ
ら
れ
な
い

よ
う
に
、「
自
己
表
現
」
は
、
そ
の
極
点
に
お
い
て
独
自
の
「
ス
タ
イ

ル
」
に
よ
っ
て
個
人
の
個
別
的
な
「
意
味
」
を
生
み
出
し
な
が
ら
も
、

そ
の
基
底
に
お
い
て
は
典
型
的
な
「
類
型
」
に
よ
っ
て
職
業
・
階
級
・
種

族
な
ど
の
普
遍
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
繋
が
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
捉
え
方
の
場
合
、
他
者
の
「
自
己
表
現

0

0

0

0

」
が
不
可
避
的

0

0

0

0

0

に
依
拠
す
る

0

0

0

0

0

「
類
型

0

0

」、
あ
る
い
は
し
き
た
り
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
直
接
的
な
意
味
作

0

0

0

0

0

0

0

用0

」
こ
そ

0

0

、
他
者
の
個
別
的
な

0

0

0

0

0

0

0

「
意
味

0

0

」
を
脅
か
し

0

0

0

0

、
彼
を

0

0

「
役
割

0

0

」
に0

埋
没
さ
せ
て
し
ま
う

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
こ
で
は
あ
る
類
型
化
さ
れ
た
人
間
や
単
な
る

交
換
可
能
な
働
き
手
な
ど
に
埋
没
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
一
つ
目
の
解
釈
で
は
退
行
・
病
態
と
表
現
性
の
議
論
へ
の
つ
な
が
り▼▼

▼

を
予
感
で
き
、
二
つ
目
の
解
釈

―
論
者
が
重
視
す
る
の
は
こ
ち
ら
で

あ
る

―
で
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
一
部
の
人
々
が
特
徴
や
人
格
を

備
え
た
一
個
人

0

0

0

と
し
て
現
れ
て
く
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
他
の
人
々
は

見
分
け
す
ら
つ
か
な
い
人
一
般

0

0

0

で
あ
り
、
無
名
的
で
脱
個
性
的
な
職
業

人
や
民
族
と
し
て
し
か
現
れ
な
い
と
い
う
、
よ
り
現
実
的
な
他
者
経
験

の
現
象
を
理
解
す
る
可
能
性
に
開
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
お
わ
り
に 

　
本
稿
で
は
、「
他
者
経
験
」
講
義
に
お
け
る
意
味
作
用
や
「
自
己
表

現
」
に
つ
い
て
の
議
論
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
他
者
が
「
意
味
と
し
て

現
れ
」「
役
割
を
残
し
て
消
え
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
所
以
を
突
き
止
め
、

さ
ら
に
そ
の
考
察
を
通
じ
て
中
期
言
語
論
の
発
想
が
「
他
者
経
験
」
講

義
の
他
者
論
に
お
い
て
働
い
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
試
み
た
。

　「
し
き
た
り
」
に
お
け
る
意
味
作
用
は
、
既
に
設
え
ら
れ
も
は
や

「
直
接
的
な
」
も
の
と
な
っ
た
意
味
作
用
、「
語
ら
れ
た
言
語
」
に
代
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表
さ
れ
る
意
味
作
用
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
演
劇
や
社
会
生
活
に

お
け
る
意
味
作
用
は
、「
語
る
言
語
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
斜
か

い
の
意
味
作
用
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
斜
か
い
の
意
味
作
用
」
と
は
ソ

シ
ュ
ー
ル
言
語
論
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
意
味
作
用
で
あ
り
、
そ
こ
で
の

「
意シ

ニ

フ

ィ

ア

ン

味
す
る
も
の
」
か
ら
「
意シ

ニ

フ

ィ

エ

味
さ
れ
る
も
の
」
へ
の
、
記
号
か
ら
意
味

へ
の
「
超
出
」
は
「
ス
タ
イ
ル
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
換
言
す
れ
ば
意
味

は
「
ス
タ
イ
ル
」
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
斜
か

い
の
意
味
作
用
」
は
身
体
を
用
い
る
表
現
全
般
に
当
て
は
ま
る
と
さ
れ

て
い
た
。

　
こ
れ
ら
の
議
論
を
経
て
「
自
己
表
現
」
に
お
け
る
他
者
の
「
現
れ
」
が

問
題
と
な
る
。「
自
己
表
現
」
と
は
、
言
語
活
動
・
創
作
活
動
・
行
動
・

仕
草
な
ど
の
方
法
的
に
多
様
な
諸
表
現
同
士
が
布
置
を
形
成
す
る
こ
と

に
よ
る
、
さ
ら
に
高
次
の
表
現
で
あ
る
。「
他
者
は
意
味
と
し
て
現
れ

る
」
と
言
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
「
意
味
」
と
は
他
者
が
行
う
「
自
己
表

現
」
の
「
ス
タ
イ
ル
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
こ
ろ
の
「
意
味
」
で
あ
り
、

諸
表
現
が
収
斂
す
る
先
に
位
置
す
る
「
意
味
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

述
べ
る
と
、「
意
味
と
し
て
現
れ
る
他
者
」
を
既
に
完
了
し
た
諸
表
現

に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
静
的
な
も
の
と
し
て
想
像
し
て
し
ま
う
か
も
知
れ

な
い
け
れ
ど
も
、「
自
己
表
現
」
は
基
本
的
に
止
む
こ
と
が
な
い
た
め
に
、

通
常
こ
の
「
意
味
と
し
て
の
他
者
」
は
常
に
生
成
し
更
新
さ
れ
つ
つ
あ

る
意
味
で
あ
る
。

　
他
者
は
「
意
味
」
と
し
て
現
れ
る
一
方
で
、「
他
者
が
消
え
て
役
割
し

か
残
さ
な
い
か
も
知
れ
な
い
」
と
も
言
わ
れ
る
。
そ
れ
に
は
二
つ
の
解

釈
が
可
能
で
あ
っ
て
、
一
つ
目
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
他
者
が
か
つ
て
の

「
役
割
」
の
中
に
含
ま
れ
る
過
去
の
行
動
様
式
、「
直
接
的
な
意
味
作
用
」

に
縛
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、「
自
己
表
現
」
お
よ
び

「
意
味
と
し
て
の
他
者
」
の
生
成
が
停
滞
し
て
し
ま
う
こ
と
を
指
し
て

い
る
。
そ
し
て
二
つ
目
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、「
自
己
表
現
」
に
お
い
て

他
者
の
依
拠
す
る
一
般
的
な
典
型
そ
の
も
の
が
他
者
の
個
別
性
を
脅
か

し
、彼
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
内
に
埋
没
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　
以
上
で
、
言
語
論
に
由
来
す
る
「
斜
か
い
の
意
味
作
用
」
の
発
想
や

「
語
る
言
語
」
‐
「
語
ら
れ
た
言
語
」
の
発
想
が
他
者
経
験
に
お
け
る
表

現
を
論
じ
る
上
で
本
質
的
な
働
き
を
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
た
で

あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
扱
っ
た
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
他
者
論

は
特
に
他
者
の
表
現
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
他
者
知
覚

の
条
件
を
全
面
的
に
他
者
の
「
自
己
表
現
」
に
お
い
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
む
し
ろ
他
者
が
表
現
の
「
意
味
」
と
し
て
現
れ
う
る
の
は
、
つ

ま
り
私
が
他
者
を
知
覚
す
る
の
は
、
他
者
が
そ
う
で
あ
る
の
と
同
様
に

私
が
表
現
力
を
持
つ
身
体
で
あ
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
他
者
知
覚
の
条
件
と
は
私
の
表
現
性
と
他
者
の
表
現
性
の

両
方
な
の
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
、
他
者
が
「
自
己
表
現
」
の
「
意

味
」
と
し
て
現
れ
た
り
、「
役
割
」
に
埋
没
し

―
一
方
で
は
既
得
の
意

味
作
用
に
留
ま
っ
て
、
他
方
で
は
彼
が
属
す
る
一
般
性
に
呑
み
込
ま
れ

て

―
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
と
い
う
他
者
経
験
の
諸
様
態
に

関
す
る
議
論
の
存
在
を
強
調
し
て
き
た
。そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
が
「
他
者
経
験
」
講
義
で
到
達
し
た
、
非
人
称
的
次
元
に
お
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け
る
他
者
と
の
共
存
に
よ
る
理
解
可
能
性
を
超
え
た
、
表
現
を
通
じ
た

個
別
的
な
他
者
の
知
覚
と
い
う
発
想
を
示
せ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
発
想

こ
そ
が
、
人
間
と
し
て
あ
る
い
は
生
物
と
し
て
根
本
的
に
は
理
解
の
可

能
性
に
開
か
れ
な
が
ら
も
、
同
時
に
そ
の
行
動
や
思
考
に
お
い
て
は
混

乱
や
憤
怒
を
引
き
起
こ
す
ほ
ど
の
不
可
解
さ
を
持
つ
他
者
を
、
よ
り
良

く
論
じ
う
る
視
点
な
の
だ
と
論
者
は
考
え
て
い
る
。

　　
註

1

―
　
海
外
に
は
「
他
者
経
験
」
講
義
を
取
り
上
げ
た
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
が

あ
る
。
そ
の
中
で
もBonan (2001)

は
間
主
観
性
と
い
う
主
題
に
関
わ
る
範
囲
で
同
講

義
を
扱
っ
て
お
り
（pp.266-267

）、
こ
の
こ
と
は
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
思
想
に
お
け
る

同
講
義
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
。
次
にD

ufourcq (2012) 
は
、
特
に
一
一
四
‐
一
一

六
頁
に
お
い
て
「
他
者
経
験
」
講
義
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
言
及
を
し
て
お
り
、
さ

ら
に
人
が
「
役
割
に
埋
没
し
消
え
る
」
と
い
う
記
述
に
関
し
て
幾
度
か
考
察
を
行
っ
て

い
る
（p.116, 309

）
が
、
そ
の
反
面
、
直
接D

ufourcq

の
主
題
と
は
絡
ま
な
い
た
め
、

人
が
「
意
味
と
し
て
現
れ
る
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
の
考
察
は
行
っ
て
い
な
い
。
そ

の
他
にC

arron (2012)

は
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に
よ
る
演
劇
に
関
す
る
議
論
を
、
政
治

論
の
手
掛
か
り
と
し
て
解
釈
し
て
お
り
、
人
間
の
「
共
生 vivre-ensem

ble

」
や
「
現
実
的

な
も
の
」
に
対
す
る
「
想
像
的
な
も
の
」
の
位
置
づ
け
の
変
遷
を
、「
他
者
経
験
」
講
義

も
含
め
た
テ
キ
ス
ト
を
基
に
辿
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の
先
行
研
究
は
他
の
著
作
で
見
出

さ
れ
た
発
想
を
裏
書
き
す
る
た
め
で
あ
る
か
（e.g., Saint Aubert (2004), p.216

）、
一

部
の
記
述
の
み
を
取
り
上
げ
る
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
（e.g., Silver-

m
an (1981), p.184. D

illon (1990), p.21

）。
ひ
き
か
え
国
内
に
お
い
て
、「
他
者
経
験
」

講
義
の
邦
訳
が
不
在
で
あ
る
と
は
い
え
、
他
者
論
を
扱
っ
た
先
行
研
究
の
う
ち
に
同

講
義
を
論
じ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
の
は
理
解
し
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。

「
他
者
経
験
」
講
義
に
つ
い
て
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
の
一
つ
の
要
因
に
、
こ

の
講
義
と
同
時
期
に
準
備
さ
れ
て
い
た
『
世
界
の
散
文
』
に
注
目
が
集
ま
っ
て
き
た
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。『
世
界
の
散
文
』
は
表
現
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
見

ら
れ
、
言
語
論
と
他
者
論
の
交
差
を
示
す
テ
キ
ス
ト
と
し
て
も
魅
力
的
で
あ
り
、
こ
の

テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
考
察
と
し
て
八
幡
恵
一
（2013

）
に
よ
る
も
の
が
あ

る
。
八
幡
の
論
文
の
重
要
性
は
、
身
体
的
な
一
般
性
に
よ
る
自
他
の
共
存
の
議
論
を
超

え
た
、
言
語
に
よ
る
自
他
交
流
の
議
論
を
「
表
現
の
他
者
論
」（Ibid., p. 165

）
と
し
て

明
示
し
た
こ
と
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
八
幡
は
同
じ
論
文
に
お
い
て
、
他
者
が
意
味
生
成

の
痕
跡
と
し
て
の
「
ス
タ
イ
ル
」
と
い
う
形
で
現
出
す
る
と
結
論
付
け
て
い
る
の
だ
が
、

こ
の
点
に
関
し
て
は
本
稿
と
論
点
が
異
な
る
。
と
い
う
の
も
「
他
者
経
験
」
講
義
の
議

論
に
則
れ
ば
他
者
は
「
ス
タ
イ
ル
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
「
意
味
」
と
し
て
現
れ
る

た
め
で
あ
る
。

2

―
　C

f., Evans and Silverm
an (1972), p. 62 n 28.

3

―
　
本
稿
で
は
基
本
的
にlangage

とlangue

を
ど
ち
ら
も
言
語
と
訳
し
て
い
る
。

あ
え
て
両
者
を
区
別
す
る
場
合
、langue

と
い
う
語
を
強
調
し
た
い
と
き
に
は
言
語
体

系
と
い
う
語
を
用
い
、langage

と
い
う
語
を
強
調
し
た
い
と
き
に
は
言
語
活
動
と
訳
し

て
い
る
。
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
が
こ
れ
ら
の
語
を
用
い
る
と
き
、langage

とlangue

が
半

ば
無
差
別
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
点
に
関
し
て
彼
自
身
が
意
識
的
で
あ
っ
た
か
は
疑
問

で
あ
る
が
、「
他
者
経
験
」
に
お
い
て
「
我
々
の
関
心
事
で
あ
るlangage

は
厳
密
に
言
う

とlangue
で
は
な
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
現
象
と
し
て
のlangage

で
あ
る
」（M

S, 
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567
）
と
述
べ
て
お
り
、
彼
のlangage

を
重
視
す
る
姿
勢
が
、
通
常
で
あ
れ
ばlangue

と

述
べ
る
箇
所
でlangage

と
い
う
語
を
使
わ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
論
者
は
考
え
て
い
る
。

4

―
　
例
え
ば
遠
近
法
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
、
絵
画
は
世
界
に
対
す
る
一
定

の
文
化
的
な
関
わ
り
の
明
白
な
痕
跡
で
あ
る
と
さ
れ
、「
そ
の
絵
画
を
知
覚
す
る
人
は
、

同
時
に
文
明
の
一
定
の
類
型
を
知
覚
す
る
の
で
あ
る
」（M

S, 544

）
と
述
べ
ら
れ
る
。

5

―
　「〔
…
〕
ス
タ
イ
ル
が
表
現
か
ら
離
れ
て
別
に
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な

い
。」（M

S, 557-558

）

6

―
　
グ
ラ
ネ
は
上
の
よ
う
な
哀
悼
の
表
現
様
式
を
一
種
の
言
語
と
み
な
し
て
い

る
。C

f., G
ranet (1922), p.11.

（
頁
付
け
は
オ
ン
ラ
イ
ン
版
に
従
う
）。

7

―
　M

S, 557. G
ranet (1922), p.13. 

グ
ラ
ネ
自
身
は
幾
つ
か
の
実
例
を
挙
げ
て

い
る
。

8

―
　
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
ティ
は
現
代
の
演
劇
に
つ
い
て
議
論
す
る
前
に
、
そ
れ
と
区

別
す
る
形
で
、
中
国
や
イ
ン
ド
に
お
け
る
伝
統
的
な
演
劇
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
れ

ら
の
伝
統
的
な
演
劇
に
お
い
て
は
衣
装
や
顔
つ
き
の
均
整
な
ど
多
く
の
表
現
が
紋
切
り

型
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
表
現
は
既
に
伝
統
の
中
に
あ
っ
た
意
味
を
表
す
た
め
の
指
標

indice

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
演
劇
に
お
け
る
意
味
作
用
は
、「
し
き
た
り
」
と
同
じ
く

「
直
接
的
な
意
味
作
用
」
で
あ
る
と
言
え
る
。
伝
統
的
な
演
劇
と
現
代
の
演
劇
の
意
味
作

用
は
、そ
れ
ぞ
れ
「
直
接
的
な
意
味
作
用
」と「
斜
か
い
の
意
味
作
用
」に
対
応
し
て
い
る
。

9

―
　
同
じ
箇
所
で
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
演
劇
に
お
け
る
「
役
割
」
の
実
現
と
社

会
的
生
活
に
お
け
る
「
自
己
表
現
」
の
違
い
を
、
後
者
が
他
者
と
過
去
に
よ
っ
て
条
件

づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
帰
し
て
い
る
。
一
方
で
他
者
に
関
し
て
言
え
ば
、
こ
の
条
件

づ
け
と
な
る
他
者
と
は
規
範
や
他
者
の
要
求
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
、
そ
の
点
で
演
劇
の

「
役
割
」
は
実
生
活
上
の
規
範
や
周
囲
の
要
求
に
お
も
ね
る
こ
と
な
く
、
い
わ
ば
無
責
任

に
創
造
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
で
過
去
に
関
し
て
言
え
ば
、
こ
れ
は
、「
も
し

〔
社
会
生
活
に
お
い
て
〕
役
割
の
創
造
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
役
割
は
私
が
以
前
に
為

し
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
考
慮
に
入
れ
る
よ
う
に
、
私
の
過
去
に
由
来
す
る
一
定
の
条
件

づ
け
へ
と
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
」（M

S, 564

）
と
い
う
形
で
も
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
演
劇
に
お
い
て
私
は
老
女
や
父
親
の
「
役
割
」
を
演
じ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

現
実
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
過
去
や
所
与
を
無
視
し
た
「
役
割
」
が
実
現
さ
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
と
同
様
に
社
会
生
活
に
お
け
る
「
自
己
表
現
」
は
過
去
を
踏
ま

え
、
自
ら
の
過
去
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
る
創
造
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
他
者
経
験
」
講
義
で
は
他
者
に
関
し
て
も
う
一
点
、
演
劇
と
社
会
生
活
の
違
い
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
人
が
行
動
を
す
る
と
き
周
囲
の
他
者
が
そ
こ
に
巻
き
込

ま
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
演
劇
に
お
い
て
観
客
は
他
者
が
舞
台
上
で

な
に
を
行
お
う
と
も
そ
こ
に
巻
き
添
え
に
な
る
こ
と
は
な
く
、
一
歩
身
を
引
い
て
お
り
、

彼
は
シ
ー
ン
か
ら
自
由
に
な
る
余
地
を
残
し
た
状
態
で
観
劇
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

社
会
生
活
に
お
い
て
、
他
者
の
行
動
を
目
撃
す
る
と
き
、
人
は
そ
の
状
況
に
巻
き
込
ま

れ
て
な
ん
ら
か
の
態
度
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
が
現
実
の
生
活
に
お
い
て
も
、
あ

る
人
が
完
全
に
自
分
の
身
を
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
な
し
に
、
状
況
を
生
き
て
い
る
こ
と

が
あ
り
え
る
。
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
が
虚
偽
の
愛
に
つ
い
て
、『
知
覚
の
現
象
学
』「
コ

ギ
ト
」
の
章
と
「
他
者
経
験
」
講
義
で
述
べ
る
こ
と
は
こ
の
事
態
に
関
連
し
て
い
る
。
一

方
が
そ
の
愛
に
全
身
全
霊
を
か
け
て
い
る
の
に
他
方
が
偶
然
的
な
生
き
方
の
一
つ
に
そ

の
愛
を
選
ん
だ
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
虚
偽
の
愛
に
お
い
て
は
、
後
者
は
丸
ご
と
そ
こ
に

絡
め
取
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
中
に
他
の
こ
と
の
た
め
の
余
地
を
残
し

て
い
る
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
（PP, 437 / II, 257

）。
前
者
が
愛
を
生
き
て
い
る
の
だ

と
す
れ
ば
、
後
者
は
「
非
現
実
的
に
」
愛
を
生
き
て
お
り
恋
人
の
「
役
割
」
を
演
じ
て
い



メルロ＝ポンティ研究　   第19号　2015

1▼

る
の
だ
と
表
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。「
虚
偽
の
愛
」
と
「
真
の
愛
」
と
い
う
主
題
は
メ
ル

ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
彼
の
他
者
論
の
一
翼
を

担
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

10

―
　
演
劇
に
つ
い
て
論
じ
る
箇
所
で
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
サ
ル
ト
ル
『
想
像

力
の
問
題 L’im

aginaire

』
の
「
登
場
人
物
が
俳
優
に
お
い
て
現
実
化
す
る
の
で
は
な
く
、

俳
優
こ
そ
が
登
場
人
物
の
内
に
自
ら
を
非
現
実
化 s’irréaliser 

す
る
」（Sartre (1940), p. 

243 / p. 367. C
f., M

S, 559
）
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
引
用
が
示
す
の
は

例
え
ば
役
者
の
流
す
涙
と
い
う
身
ぶ
り
は
非
現
実
的
に
生
き
ら
れ
て
い
る
（
悲
し
み
と

い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
発
想
は
、「
役
割
」
に
お
け
る

諸
表
現
は
肉
体
に
よ
っ
て
本
気
で
生
き
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
反
省
に
よ
っ
て
調
整
さ

れ
実
行
さ
れ
る
と
考
え
る
デ
ィ
ド
ロ
の
、
表
現
物
と
表
現
の
意
味
を
別
々
に
扱
う
思
考

の
枠
組
み
を
超
え
た
観
点
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
と
い
う
の
も
サ
ル
ト
ル
（
と
そ
れ
を

引
用
す
る
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
）
に
と
っ
て
「
役
割
」
と
は
精
神
と
肉
体
ど
ち
ら
か
の
作

用
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
役
者
が
想
像
的
な
状
況
に
身
を
浸
す
こ
と
に
よ
っ

て
非
現
実
的
に
生
き
る
と
こ
ろ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

11

―
　
常
同
症
と
は
、
統
合
失
調
症
の
一
亜
種
に
お
い
て
観
察
さ
れ
る
症
状
の
一

つ
で
あ
り
、
同
一
の
姿
勢
や
動
作
、
言
動
を
繰
り
返
す
症
状
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ

ま
で
と
同
じ
行
動
や
紋
切
り
型
の
表
現
に
終
始
す
る
様
子
を
比
喩
的
に
こ
う
述
べ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。

12

―
　「
幼
児
の
対
人
関
係
」
に
お
い
て
、
Ｆ
・
ロ
ス
タ
ン
が
参
照
さ
れ
、
末
っ
子

で
あ
っ
た
幼
児
が
、
末
っ
子
の
役
割
に
固
執
す
る
こ
と
で
退
行
が
生
じ
、
反
対
に
う
ま

く
兄
な
り
姉
な
り
の
役
割
を
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
言
語
の
新
た
な
用
法
が
獲
得

さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
退
行
と
共
に
現
れ
た
嫉
妬
は
、
状
況
が
変
わ
る
こ
と

に
対
す
る
拒
否
で
あ
る
と
い
う
ロ
ス
タ
ン
の
解
釈
を
取
り
上
げ
て
い
る
。（C

f., M
S, 

307-308. PC
, 166-167 / 121-122

）

13

―
　
例
え
ば
『
知
覚
の
現
象
学
』
で
扱
わ
れ
る
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
の
症
例
に
お
け

る
、
患
者
の
知
性
的
・
知
覚
的
・
運
動
的
障
害
に
見
ら
れ
る
表
現
性
の
減
退
。

　　
文
　
献

　
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
著
作
・
講
義
録
と
略
号
（
引
用
す
る
際
に
は
原
本
の
頁
数
に
次
い

で
、
邦
訳
の
あ
る
も
の
に
関
し
て
は
巻
数
と
頁
数
を
示
し
た
。
な
お
引
用
は
す
べ
て
拙
訳

に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
適
宜
邦
訳
・
英
訳
を
参
照
し
た
。）

M
erleau-Ponty à la Sorbonne: résum

é de cours 1949-1952 (1988), cynara. C
hild 

Psychology and Pedagogy : Th
e Sorbonne Lectures 1949-1952, translated by 

Talia W
elsh, N

orthw
estern university press, 2010.

（
＝ M

S

）

―
　« La conscience et l’acquisition du langage », pp. 9-87.

『
意
識
と
言
語
の
獲

得 :

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
Ⅰ
』
木
田
元
・
鯨
岡
峻
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三

年
、
三
‐
一
二
六
頁
（
英
訳 pp.3-67.

）

―
　« Les relations avec autrui chez l’enfant », pp.303-396.

（
英
訳�pp.239-315.

）

―
　«L’expérience d’autrui » , pp. 539-570.

（
英
訳 pp.434-459.

）

　
な
お
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
の
中
で
も
版
の
違
う
講
義
録
は
以
下
を
参
照
し
た
。

Les relations avec autrui chez l’enfant (1951), Parcours (1935-1951), Éditions Verdier, 

1997.

「
幼
児
の
対
人
関
係
」、『
眼
と
精
神
』
所
収
、
滝
浦
静
雄
・
木
田
元
訳
、

み
す
ず
書
房
、
一
九
七
八
年
、
九
七
‐
一
九
二
頁
（
＝ PC

）
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« L’expérience d’autrui » (1952) , Bulletin du G
roupe d’études de psychologie de l’U

niversité 

de Paris,. “Th
e Experience of the O

thers”(1972), Translated by Fred Evans 

and H
ugh J. Silverm

an, Review
 of existential psychology and psychiatry, Vol. 

11, N
o. 3, 1972. pp. 33-63.

（
英
訳
の
み
参
照
）

La prose du m
onde (1962), tel, G

allim
ard, 2008.『

世
界
の
散
文
』、
滝
浦
静
雄
・
木
田
元
訳
、

み
す
ず
書
房
、
一
九
七
九
年
（
＝ PM

）

Phénom
énologie de la perception(1945), G

allim
ard, coll. tel, 2011.『

知
覚
の
現
象
学
』
１
巻
、

竹
内
芳
郎
・
小
木
貞
孝
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
七
年
、
２
巻
、
竹
内
芳

郎
・
木
田
元
・
宮
本
忠
雄
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
四
年
（
＝ PP

）

Signes (1960) ,nfr, G
allim

ard.

『
シ
ー
ニ
ュ
』
１
巻
、
竹
内
芳
郎
監
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一

九
六
〇
年
（
＝ S

）

　　
そ
の
他
の
著
作
（
引
用
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
す
べ
て
拙
訳
に
よ
る
が
、
適
宜
邦
訳
を

参
照
し
た
。
こ
れ
ら
を
引
用
・
参
照
す
る
場
合
、
註
で
著
者
名
・
年
代
・
頁
数
を
記
し
、
邦

訳
の
あ
る
も
の
に
関
し
て
は
次
い
で
頁
数
を
示
し
て
い
る
。）

Bonan, R
. (2001), Le problèm

e de l’intersubjectivité dans la philosophie de M
erleau-

Ponty; La dim
ension com

m
une volum

e 1, ouverture philosophique, L’H
ar-

m
attan.

C
arron, G

. (2012), « M
erleau-Ponty, T

héâtre et Politique.Vertu et Plasticité de 

L’im
aginaire », en C

hiasm
i International, vol. 14, pp. 283-292.

D
illon, M

. C
. (1990), « écart : R

eply to C
laude Lefort’s “Flesh and O

therness” », in 

O
ntology and Alterity in M

erleau-Ponty, N
orthw

estern U
niversity Press, 

1990, pp. 14-26.

D
ufourcq, A. (2012), M

erleau-Ponty : une ontologie de l’im
aginaire, Phenom

enologica 

204, Springer.

G
ranet, M

. (1922), « Le langage de la douleur: d’après le rituel funéraire de la C
hine 

classique », en Journal de Psychologie norm
al et pathologique , pp. 97-118.（

オ

ン
ラ
イ
ン
テ
キ
ス
ト
の
み
参
照
）
参
照
先  http://dx.doi.org/doi:10.1522/

cla.grm
.lan ,(2014/9/4).

Sartre, J. P. (1940), Im
aginaire: Psychologie phénom

énologique de l’im
agination, nrf, G

alli-

m
ard, 1948.

『
想
像
力
の
問
題
：
想
像
力
の
現
象
学
的
心
理
学
』、
平
井
啓
之

訳
、
サ
ル
ト
ル
全
集
第
十
二
巻
、
人
文
書
院
、
一
九
七
一
年
。

Saint Aubert, E. de. (2004), D
u lien des êtres aux elem

ents de l’être : M
erleau-Ponty au 

tournant des années 1945-1951, Vrin.

Silverm
an, H

. J. (1981), « M
erleau-Ponty and T

he Interrogation of Language », in 

M
ERLEAU

-PO
N

T
Y : C

ritical Assessm
ent of Leading Philosophers, volum

e 2, 

2006, pp. 177-194.
八
幡
恵
一
（2013)

「
表
現
と
し
て
の
他
者

―
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
他
者
の
問

題
⑵
」、『
フ
ラ
ン
ス
哲
学
・
思
想
研
究
』
所
収
、
18
号
、一
五
八
‐一
六
七
頁
。
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は
じ
め
に

　
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
が
『
知
覚
の
現
象
学
』
の
言
語
論
の
章
で
導
入
し

た
「
語
る
言
葉
」
と
「
語
ら
れ
た
言
葉
」
と
い
う
区
別
は
「
言
語
に
つ
い

て
の
彼
の
あ
ら
ゆ
る
議
論
を
貫
い
て
い
る1

▼

」。
従
来
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン

テ
ィ
の
言
語
論
を
研
究
す
る
際
の
大
き
な
テ
ー
マ
の
一
つ
は
、
彼
が
こ

こ
で
提
示
し
た
創
造
的
表
現
行
為
と
し
て
の
「
語
る
言
葉
」
と
は
何
か

と
い
う
問
題
だ
っ
た
　
だ
が
他
方
、「
語
る
言
葉
」
の
対
概
念
で
あ
る

と
こ
ろ
の
「
語
ら
れ
た
言
葉
」
は
単
な
る
二
次
的
・
付
随
的
な
概
念
で

は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
「
語
ら
れ
た
言
葉
」
か

ら
出
発
し
て
こ
そ
「
語
る
言
葉
」
が
可
能
に
な
る
と
も
述
べ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
事
実
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い

て
も
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
若
干

の
先
例
を
除
い
て
「
語
ら
れ
た
言
葉
」
の
解
明
と
い
う
課
題
が
正
面
か

ら
取
り
組
ま
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
語
ら
れ
た
言
葉
」
は
「
語
る
言
葉
」
に
も
増
し
て
大
き
な
議
論
の
余
地

を
残
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
本
論
で
我
々
は
「
語
ら
れ
た
言
葉
と
は

何
か
」
と
い
う
問
い
を
立
て
、
そ
れ
に
対
し
て
一
定
の
見
解
を
提
示
す

る
こ
と
を
目
指
す
。
第
一
章
で
は
ま
ず
、『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
い

て
「
語
る
言
葉
」
と
「
語
ら
れ
た
言
葉
」
の
区
別
が
導
入
さ
れ
る
に
至
っ

た
経
緯
を
確
認
す
る
。
そ
の
う
え
で
こ
の
区
別
が
曖
昧
さ
を
孕
ん
で
い

る
こ
と
を
指
摘
し
、
本
論
の
探
求
対
象
を
明
確
化
す
る
。
第
二
章
で
は
、

メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
の
「
ラ
ン
グ
」
概
念
を
「
身
体
図
式
」
概

念
と
の
関
係
か
ら
解
釈
す
る
河
野
哲
也
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
う
え

メルロ
＝

ポンティに
お
け
る

〈

語
ら
れ
た
言
葉
〉の
問
題�

　
佐
野
泰
之

Autrui qui apparaît / disparaît

- autour de « L’expérience d’autrui », cours à la Sorbonne

Maiko SAKAI

Entre 1951 et 1952 à la Sorbonne, Merleau-Ponty donnait un cours intitulé « L�expérience 

d�autrui » dans lequel on trouve le croisement de deux thèmes très importants, Autrui 

et L’expression. Son argumentation sur autrui nous permet de discuter l'individualité 

d’autrui, qui peut être l�obstacle pour celui qui se fonde sur la coexistence originelle et 

corporelle, dans le cadre merleau-pontien.

Dans l’argumentation de « l’experience d’autrui », il est dit qu�autrui apparaît en tant 

que  « sens » de « l’expression de soi ». Ceci est l'expression supérieure par les expressions 

variées en moyens ( par exemple, le langage, la création, la conduite etc. ); le sujet de 

l’expression y transparaît comme sens vivant.Examinée telle expression, la « signification 

oblique » fonctionne. Cette signification, qui s’inspire de la théorie linguistique, consiste 

en la configuration des signes et au « dépassement » du signe vers le sens.

Mais en même temps que son apparition, autrui « peut disparaître et ne laisser que son 

rôle ». Pour une part, l’expressivité d’autrui s’affaiblie et est capturée dans la signification 

déjà faite. D�autre part, autrui est englouti par le stéréotype qui rend possible son 

expression même. C’est pourquoi certains hommes nous apparaissent comme individu et 

d’autres comme humain d'une certaine catégorie.


