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は
じ
め
に

　

R
obert M

usil

（1880-1942

）
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
作
家
で
、
は
じ
め
は

軍
人
を
志
す
が
、
の
ち
に
機
械
技
師
な
ど
理
工
系
の
職
を
経
た
後
、
創
作
を
は

じ
め
、二
十
世
紀
を
代
表
す
る
未
完
の
大
作
『
特
性
の
な
い
男
』
で
知
ら
れ
る
。

　

本
稿
が
取
り
上
げ
る
「
性
格
の
な
い
人
間
」
は
、『
生
前
の
遺
稿
』
の
「
序

文
」
の
「
Ⅲ　

物
語
と
は
い
え
な
い
物
語
」
の
中
に
収
録
さ
れ
た
短
編
小
説
で

あ
る
。
一
九
二
七
年
七
月
「
フ
ォ
ス
新
聞
」
に
初
出
、同
年
十
一
月
に
「
デ
ア
・

タ
ー
ク
」
に
掲
載
さ
れ
た
。
自
分
が
短
文
を
書
く
こ
と
へ
の
不
安
を
感
じ
な
が

ら
も
『
生
前
の
遺
稿
』
は
一
九
三
六
年
に
出
版
さ
れ
た
。
出
版
さ
れ
る
と
す
ぐ

『
生
前
の
遺
稿
』
は
ヘ
ッ
セ
に
絶
賛
さ
れ
た

1

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
性
格
の
な
い

人
間
」
に
つ
い
て
の
日
本
語
の
論
文
は
皆
無
で
あ
る

2

。　
　

　

こ
の
作
品
は
、
教
養
小
説
の
形
式
を
採
用
し
つ
つ
「
性
格
の
な
い
人
間
」
と

い
う
主
人
公
と
は
い
え
な
い
主
人
公
を
創
造
す
る
こ
と
で
文
学
と
い
う
制
度
か

ら
新
し
い
読
み
の
可
能
性
を
拓
く
と
と
も
に
人
間
の
内
面
の
表
出
・
主
人
公
の

精
神
的
成
長
と
い
う
教
養
小
説
の
制
度
に
対
し
、
規
律
＝
訓
練
さ
れ
た
身
体
を

記
述
す
る
こ
と
で
、
教
養
小
説
と
い
う
文
学
制
度
を
一
つ
の
社
会
装
置
と
し
て

浮
き
立
た
せ
、
作
動
さ
せ
、
近
代
的
な
身
体
が
廃
棄
さ
れ
る
極
め
て
明
快
な
い

わ
ば
、
反
転
し
た
教
養
小
説
で
あ
る
。

　

こ
の
奇
妙
な
命
名
『
生
前
の
遺
稿
』
と
い
う
矛
盾
す
る
言
い
回
し
は
、
読
者

に
不
思
議
な
興
味
を
わ
か
せ
る
。普
通
な
ら『
遺
稿
』だ
け
で
よ
い
の
で
な
い
か
。

だ
が
ム
シ
ル
は
ま
だ
生
き
て
い
る
。
だ
か
ら
「
生
前
に
書
か
れ
た
遺
稿
」
と
い

う
意
味
で
あ
ろ
う
。
だ
が
ど
う
し
て
、
生
き
て
い
る
間
に
「
遺
稿
」
を
わ
ざ
わ

ざ
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
ど
う
や
ら
精
神
的
な
葛
藤
が
原
因
ら

し
い

3

。

　

本
稿
は
こ
の
短
編
を
、
記
号
論
を
つ
か
っ
て
分
析
し
、
近
代
的
身
体
の
限
界

を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

　

現
象
学
は
近
代
的
知
性
を
問
い
詰
め
、
そ
の
超
克
の
た
め
身
体
の
作
用
に
活
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路
を
求
め
た
が
、
そ
の
身
体
は
主
体
性
を
担
う
身
体
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
主
人

公
が
「
決
断
す
る
」
時
や
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
」
時
の
身
体
は
現

象
学
で
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
「
主
体
」
と
は
近
代
的
知
性
の
一
つ

の
仮
構
で
は
な
い
の
か
。
一
方
で
近
代
は
、
人
間
が
大
き
な
記
号
の
シ
ス
テ
ム

の
中
の
没
主
体
的
な
一
つ
の
項
と
し
て
、
一
つ
の
記
号
と
し
て
し
か
生
き
て
ゆ

け
な
い
世
界
を
作
り
出
し
た
と
言
え
な
い
か
。
人
間
疎
外
の
境
地
で
あ
る
。
短

編
「
性
格
の
な
い
人
間
」
は
、
こ
う
し
た
主
体
の
言
説
へ
の
異
議
申
し
立
て
、

い
わ
ば
〈
外
〉
の
身
体
を
語
っ
た
作
品
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
作
品
の
特
性

を
記
号
論
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
た
。
記
号
論
こ
そ
が
そ
の〈
外
〉

の
身
体
を
も
記
述
可
能
と
す
る
、
超
越
論
的
主
体
を
虚
構
す
る
こ
と
な
く
、
身

体
を
語
る
こ
と
の
で
き
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
同
時
に
超
越
論
的
現
象
学
を
含
ん
だ
主
体
の
現
象
学
の
不
可
能
性
を
も

射
程
に
い
れ
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
た
し
か
に
「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学

が
記
号
論
、
言
語
論
等
に
大
き
な
影
響
を
与
え
」
た
と
言
わ
れ
る

4

。
だ
が
記
号

論
は
、
た
ん
な
る
分
析
の
た
め
の
便
宜
的
な
手
法
、
道
具
と
す
る
の
で
な
く
、

近
代
の
人
間
と
世
界
の
存
在
様
式
を
受
け
と
め
る
と
捉
え
返
す
と
き
、
ム
シ
ル

の
描
こ
う
と
し
た
人
間
（〈
外
〉
の
身
体
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
）
を
語
り

出
す
た
め
の
方
法
論
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

１　

記
号
論
の
系
譜

　

記
号
論
と
は
、
多
く
の
誤
解
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
ん
な
る
記
号
の

体
系
に
つ
い
て
の
議
論
で
は
な
い
。
記
号
（
シ
ー
ニ
ュ
）
は
記
号
表
現
（
シ
ニ

フ
ィ
ア
ン
）
で
は
な
く
、
記
号
表
現
（
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
）
と
記
号
内
容
（
シ
ニ

フ
ィ
エ
）
の
二
項
か
ら
成
立
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
表
示
す
る
（
現
在
分
詞
形

と
し
て
の
）
項
と
表
示
さ
れ
る
（
過
去
分
詞
と
し
て
の
）
項
と
言
い
換
え
る
こ

と
も
で
き
る
。
か
つ
て
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
は
じ
め
て
日
本
に
紹
介
し
た
小
林
英
夫

は
、
記
号
の
二
項
関
係
を
言
い
表
す
た
め
に
、
前
者
を
「
能
記
」、
後
者
を
「
所

記
」
と
訳
し
た

5

。
記
号
論
は
、
た
ん
な
る
方
法
論
で
は
な
く
、
存
在
論
と
方
法

論
と
の
同
一
性
を
基
礎
に
し
た
方
法
論
で
あ
る
。

　

現
代
記
号
論
に
は
三
項
関
係
に
よ
っ
て
、
記
号
世
界
を
捉
え
返
そ
う
と
す
る

パ
ー
ス
か
ら
モ
リ
ス
へ
の
系
譜
が
あ
る
が
、
彼
等
の
記
号
論
で
は
、「
言
語
以

前
に
存
在
す
る
対
象
に
、
名
前
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
『
言
語
命
名
論
』
に

な
る

6

。」。
本
稿
で
は
、
前
者
の
二
項
関
係
を
提
唱
し
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
『
一
般

言
語
学
講
義

7

』の
中
で
提
唱
し
た
２
種
類
の
差
異
で
た
り
る
と
考
え
る
。
な
お
、

二
項
関
係
の
記
号
論
の
系
譜
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
は
じ
ま
り
、
イ
ェ
ル
ム
ス
レ

ウ
に
つ
づ
き
、
Ｒ
．
バ
ル
ト
は
こ
れ
に
よ
っ
て
文
化
の
体
系
を
明
る
み
に
出
し

た
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
二
項
関
係
の
組
み
合
わ
せ
で
無
限
の
記
号
体

系
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　

二
項
間
の
関
係
の
特
色
は
恣
意
性
（
差
異
）
に
あ
る
。
わ
か
り
や
す
い
例
を
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挙
げ
よ
う
。
一
つ
は
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン（
記
号
表
現
）と
シ
ニ
フ
ィ
エ（
記
号
内
容
）

の
結
合
の
恣
意
性
（
差
異
）
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
シ
ー
ニ
ュ
（
記
号
）
同
士

の
恣
意
性
（
差
異
）
で
あ
る
。

　

一
つ
目
の
差
異
は
「
イ
ヌ
」
と
い
う
音
（
＝
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
）
が
「
犬
」（
＝

シ
ニ
フ
ィ
エ
）
と
い
う
「
概
念
」
と
結
び
つ
い
て
初
め
て
「
犬
」（
＝
シ
ー
ニ
ュ
）

と
い
う
記
号
が
誕
生
す
る
が
、
こ
の
場
合
、「
ド
ッ
グ
」
と
い
う
音
で
も
「
犬
」

と
い
う
「
概
念
」
で
「
犬
」（
＝
シ
ー
ニ
ュ
）
を
表
す
こ
と
で
わ
か
る
。

　

二
つ
目
の
差
異
で
あ
る
記
号
間
の
差
異
は
シ
ー
ニ
ュ
と
し
て
の「
犬
」は「
ネ

コ
」「
ラ
イ
オ
ン
」「
ト
ラ
」・・・
と
は
違
う
と
い
う
意
味（
差
異
）で
初
め
て「
犬
」

が
措
定
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

重
要
な
こ
と
は
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
は
実
在
（
デ
カ
ル
ト
的
延
長
）
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
シ
ニ
フ
ィ
エ
は
概
念
で
あ
り
、
意
味
で
あ
る
。
だ
が
そ
の

シ
ニ
フ
ィ
エ
を
介
し
て
、
実
在
を
狙
っ
て
い
る
（
志
向
し
て
い
る
）
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
「
イ
ヌ
」
は
シ
ニ
フ
ィ
エ
「
犬
の
概
念
」
を
介
し

て
、
実
在
の
犬
に
至
る
。
こ
の
革
命
性
は
言
語
の
中
に
す
べ
て
の
記
号
が
指
示

対
象
に
従
属
す
る
と
い
う
記
号
観
か
ら
意
味
を
記
号
内
部
に
回
収
す
る
と
い
う

記
号
観
へ
転
換
さ
れ
る
。
あ
る
対
象
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
を
名
付
け
る
の
で

は
な
く
て
、
言
語
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
あ
る
何
か
が
生
ま
れ
、
意
味
づ
け
ら
れ

る
と
す
る
の
で
あ
る

8

。

　

こ
こ
で
は
、
言
語
は
記
号
の
基
礎
と
な
っ
て
お
り
、
言
語
学⊂

記
号
論
（
言

語
学
は
記
号
論
の
一
部
で
あ
る
。）
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
論
的
革
命
後
、イ
ェ
ル
ム
ス
レ
ウ
が
芸
術
に
と
っ

て
重
要
な
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
概
念
を
打
ち
立
て
る

9

。
イ
ェ
ル
ム
ス
レ
ウ

は
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
記
号
観
を
発
展
さ
せ
、
記
号
の
「
表
現
面
が
記
号
体
系
で
あ

る
記
号
体
系
、
及
び
そ
の
内
容
面
が
記
号
体
系
で
あ
る
記
号
体
系
で
あ
っ
て
、

前
者
を
内
包
的
記
号
体
系
（Connotative sem

iotic

）、
後
者
を
超
記
号
体
系

（M
etasem

iotic

）」（p.96.

）
と
呼
ぶ
こ
と
を
提
唱
す
る
。
こ
こ
で
言
う
「
表

現
面
」
と
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
即
し
て
言
え
ば
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
で
あ
り
、「
内

容
面
」
は
シ
ニ
フ
ィ
エ
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
内
包
的
記
号
体
系
」
と
「
超
記

号
体
系
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
、後
に
Ｒ
．
バ
ル
ト
が
図
式
化
し
た
「
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ

ン
」
と
「
メ
タ
言
語
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
と
な
る
記
号
形
式
で
あ
る
。

　

Ｒ
．
バ
ル
ト
は
、
表
現
面
を
Ｅ
、
内
容
面
を
Ｃ
と
し
、
こ
の
両
者
を
繋
ぐ
関

係
を
Ｒ
と
し
て
、E

R
C

と
い
う
記
号
形
式
を
取
り
上
げ
た
。
こ
のE

R
C

は
デ

ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
意
味
作
用
を
構
成
す
る
一
次
的
記
号
形
式
と
な
る
。

彼
は
そ
の
著
書
『
モ
ー
ド
の
体
系

A

』
の
中
で
展
開
さ
れ
るE

R
C

の
中
で
、
こ

のERC

を
一
つ
の
表
現
面
、
す
な
わ
ち
、
Ｅ
と
な
っ
て
い
る
記
号
を
指
摘
し
、

次
の
よ
う
に
表
記
す
る
。

　
｛（ERC

）RC

｝

E
R
C

、
す
な
わ
ち
デ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
一
次
的
記
号
関
係
と
見
な
し
、
こ
の

二
次
的
記
号
関
係
を
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ぶ
。
こ
れ
は
イ
ェ
ル
ム
ス
レ
ウ
の

「
内
包
的
記
号
体
系
」
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
｛ER
（ERC

）｝
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
メ
タ
言
語
で
あ
る
。
こ
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れ
は
イ
ェ
ル
ム
ス
レ
ウ
の
「
超
記
号
体
系
」
で
あ
る
。

　

バ
ル
ト
は
こ
れ
を
再
び
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
に

置
き
換
え
、
次
の
よ
う
な
場
合
を
そ
れ
ぞ
れ
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
メ
タ
言
語
と

表
現
し
た

B
。

　

な
お
、
デ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
や
メ
タ
言
語
の
下
部
に
位
置

す
る
こ
と
と
な
り
、
Ｒ
は
Ｒ
．
バ
ル
ト
の
概
念
図
式
で
は
位
置
構
造
に
よ
っ
て

表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
イ
ェ
ル
ム
ス
レ
ウ
の
「
内
包
的
記
号
体
系
」
と
「
超
記
号
体
系
」

は
そ
れ
ぞ
れ
、
Ｒ
．
バ
ル
ト
の
い
う
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
メ
タ
言
語
と
同
じ
記

号
形
式
で
あ
る
。
記
号
論
で
芸
術
作
品
を
考
え
る
と
し
ば
し
ば
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ

ン
が
よ
り
重
要
な
記
号
形
式
に
思
え
る
が
実
は
、
鑑
賞
者
や
学
者
の
言
説
は
こ

の
二
次
的
記
号
関
係
に
あ
る
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
内
容
面
と
す
る
三
次
的
記
号

関
係
で
あ
る
メ
タ
言
語
が
思
い
の
ほ
か
、
よ
り
重
要
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
だ

ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
Ｒ
．
バ
ル
ト
は
言
語
と
記
号
の
関
係
を
転
倒
さ
せ
る
。
記
号
論⊂

言
語
学
（
記
号
論
が
言
語
学
の
一
部
で
あ
る
。）
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る

C

。

　

記
号
論
の
方
こ
そ
、言
語
学
の
一
部
だ
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
逆
転
は
、

何
を
意
味
す
る
か
。
記
号
は
言
語
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
逆
転
に
よ
っ
て
、
言
語
論
的
転
回
、
す
な
わ
ち
、
言
語
を
基
礎
に
お

く
こ
と
に
よ
り
、
方
法
論
的
に
自
我
意
識
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
と
い
う
主
体
の

言
説
か
ら
解
放
さ
れ
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
言
語
に
〈
外
〉
は
存
在
し
な
い
と
い

う
命
題
が
成
立
す
る
。

　

一
方
、
パ
ー
ス
か
ら
モ
リ
ス
等
の
系
譜
の
記
号
論
は
記
号
を
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

＋
シ
ニ
フ
ィ
エ
＋
指
示
対
象
の
三
項
を
記
号
と
し
て
い
る
が
、
二
項
の
入
れ
子

状
で
あ
る
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
想
定
す
れ
ば
ほ
ぼ
同
じ
構
造
を
備
え
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
た
だ
し
、
指
示
対
象
を
は
じ
め
か
ら
想
定
す
る
三
項
関
係
の
記
号

観
と
デ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
と
生
成
す
る
二
項
関
係
の
記

号
観
は
異
質
な
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
「
泉
」
を
考
え
て
み
よ
う
。

　

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
「
イ
ズ
ミ
」
で
あ
り
、
そ
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
よ
っ
て
、

自
然
の
泉
あ
る
い
は
森
林
の
中
の
泉
に
壷
を
担
い
で
立
つ
ニ
ン
フ
を
描
い
た
ア

〈デノテーション〉
Ｅ Ｃ

〈コノテーション〉
Ｅ Ｃ

Ｅ Ｃ

〈メタ言語〉
Ｅ Ｃ

Ｅ Ｃ
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ン
グ
ル
の
「
泉
」（
シ
ニ
フ
ィ
エ
）
を
想
起
す
る
。
ア
ン
グ
ル
の
場
合
、
表
題

「
泉
」（
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
）
と
泉
の
化
身
と
し
て
の
少
女
（
シ
ニ
フ
ィ
エ
）
と
の

間
に
は
、
視
覚
化
と
い
う
美
的
連
想
の
過
程
で
つ
な
げ
ら
れ
て
い
て
、
わ
れ
わ

れ
は
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
か
ら
シ
ニ
フ
ィ
エ
へ
の
移
行
を
素
直
に
は
た
し
て
い
る
。

だ
が
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
こ
の
移
行
は
、
無
残
に
裏
切
ら
れ
る
。
呈
示
さ
れ
て
い

る
の
は
工
業
製
品
と
し
て
の
便
器
だ
け
な
の
だ
。
シ
ニ
フ
ィ
エ
「
泉
」
は
、
現

実
に
裏
切
ら
れ
て
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
宙
吊
り
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
シ
ニ
フ
ィ

エ
「
泉
」
の
他
に
、
わ
れ
わ
れ
は
実
物
の
便
器
か
ら
シ
ニ
フ
ィ
エ
「
便
器
」
を

導
き
出
し
、そ
こ
か
ら
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
「
ベ
ン
キ
」
を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
（
レ

デ
ィ
・
メ
イ
ド
に
は
、「
ベ
ン
キ
」
と
い
う
呼
称
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。）「
デ
ュ

シ
ャ
ン
が
出
し
て
き
た
の
は
「
イ
ズ
ミ
」
と
言
う
か
ら
、
俺
は
す
っ
か
り
ア
ン

グ
ル
の「
泉
」（
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
）の
よ
う
な
作
品
を
出
し
て
く
る
と
思
っ
た
よ
。

と
こ
ろ
が
よ
り
に
よ
っ
て
清
純
さ
と
真
反
対
の
不
浄
の
「
物
」（
シ
ニ
フ
ィ
エ
）

で
は
な
い
か
。
俺
た
ち
が
「
ベ
ン
キ
」（
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
）
と
よ
ん
で
い
る
ア

レ
さ
。
面
食
ら
っ
た
し
、
芸
術
を
冒
涜
し
て
い
る
よ
。」
と
の
議
論
が
交
わ
さ

れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
作
品
は
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
強

固
な
結
び
つ
き
を
解
体
さ
せ
る
。

　

ち
な
み
に
、
出
品
を
拒
否
さ
れ
た
「
泉
」
は
す
ぐ
行
方
不
明
と
な
り
、
あ
と

に
は
ス
テ
ー
グ
リ
ッ
ツ
の
撮
っ
た
写
真
が
そ
の
存
在
の
あ
り
方
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
身
は
制
作
の
た
め
に
当
時
発
明
さ
れ
た
写
真
を
利
用
し

な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
「
画
家
の
生
活
を
脅
か
す
」
と
い
う
理
由
で
写
真

の
禁
止
を
要
望
し
た
ア
ン
グ
ル
の
「
泉
」
が
底
本
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ど

こ
ま
で
デ
ュ
シ
ャ
ン
が
意
図
し
て
い
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
皮
肉
と
し
か
言
い

よ
う
が
な
い
。

　

も
う
一
つ
、
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
ベ
ル
ギ
ー
・
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
の
画

家
ル
ネ
・
マ
グ
リ
ッ
ト
は
、
実
在
と
像
（
イ
メ
ー
ジ
）
の
連
続
と
差
異
を
問
い

つ
づ
け
た
画
家
で
あ
っ
た
が
、「
こ
れ
は
パ
イ
プ
で
は
な
い
」
と
い
う
作
品
は
、

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
関
係
の
新
し
い
局
面
を
呈
示
し
て
い
る
。
作

品
に
は
、
ま
る
で
タ
バ
コ
屋
の
チ
ラ
シ
か
広
告
の
よ
う
な
パ
イ
プ
の
絵
が
横
向

き
に
描
か
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
「
パ
イ
プ
が
描
か
れ
て
い
る
」
と
思
い
、

そ
の
写
実
性
の
ゆ
え
に
実
在
の
パ
イ
プ
に
す
ぐ
思
い
を
馳
せ
る
。
だ
か
ら
「
こ

れ
は
パ
イ
プ
で
な
い
」
と
い
う
、
描
か
れ
た
パ
イ
プ
の
下
の
一
文
を
見
る
と
、

一
瞬
ぎ
ょ
っ
と
す
る
。

　

次
に
「
作
品
」
が
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
で
は
な
い
。
作
品
の
中
に
描
か
れ
た
「
パ

イ
プ
」
の
形
と
色
が
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
で
あ
る
。「
こ
れ
は
パ
イ
プ
で
な
い
」
は
、

絵
は
「
描
か
れ
た
パ
イ
プ
」（
シ
ニ
フ
ィ
エ
）
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
「
描

か
れ
た
パ
イ
プ
の
表
象
」（
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
）
で
あ
る
と
い
う
自
明
さ
を
確
認

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
像
（
表
象
）
の
否
定
辞
を
介
し
て
、
自
分
が

愛
用
し
て
い
る
実
在
の
パ
イ
プ
（
シ
ニ
フ
ィ
エ
）
に
繋
が
ろ
う
と
し
て
い
る
。

ne ...pas
の
否
定
辞
が
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
差
異
を
介
し
て
の
繋

が
り
を
強
調
し
て
い
る
。
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２　

記
号
論
の
身
体
へ
の
応
用

　

さ
て
、
こ
こ
で
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
の
間
の
三
種
類
の
関
係

を
提
起
し
て
み
た
い
。

　

は
じ
め
は
旧
約
聖
書
の
創
世
記
「
光
あ
れ
と
言
わ
れ
た
。
す
る
と
光
が
で
き

た

D

。」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
一
方
向
の
関
係
で
あ
る
。「
光
あ
れ
」（
シ
ニ
フ
ィ

ア
ン
）
が
言
わ
れ
、「
光
が
で
き
た
。」（
シ
ニ
フ
ィ
エ
）
の
関
係
を
非
対
称
で

不
可
逆
的
で
一
方
的
に
指
し
示
す
関
係
と
み
な
し
、こ
れ
を
固
記
号
と
呼
ぼ
う
。

次
に
現
象
学
（
フ
ッ
サ
ー
ル
）『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
―
Ⅱ
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
ノ

エ
シ
ス
／
ノ
エ
マ
の
関
係
で
あ
る
。
双
方
は
お
互
い
に
交
流
し
、
強
固
に
結
び

つ
い
て
い
る

E

。こ
れ
を
閉
記
号
と
呼
ぼ
う
。こ
れ
は
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ

エ
の
２
種
類
の
差
異
性
を
原
理
と
す
る
記
号
論
で
は
極
め
て
特
異
な
記
号
形
態

と
い
え
よ
う
。

　

最
後
に
二
項
関
係
の
記
号
論
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
か
ら
イ
ェ
ル
ム
ス
レ
ウ
、
そ
し

て
Ｒ
．
バ
ル
ト
へ
と
連
な
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
関
係
は
恣
意
的

で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
切
断
・
接
続
さ
れ
る

F

。
こ
れ
を
開
記
号
と
呼
ぼ
う
。

　

も
う
少
し
、
筆
者
な
り
に
す
っ
き
り
さ
せ
て
記
号
の
三
様
相
と
し
て
形
式
化

を
図
る
。

　

E

をSA

（
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
）、C

をSE

（
シ
ニ
フ
ィ
エ
）と
し
、デ
ノ
テ
ー
シ
ョ

ン
をD

、メ
タ
言
語
をM

で
表
す
。
こ
れ
ら
の
関
係
を
一
方
向
の
場
合
は「
↓
」

で
、
双
方
向
交
流
の
場
合
は
「

⇔

」
で
、
切
断
・
接
続
関
係
を
「
／
」
で
表
し
、

こ
れ
ら
の
記
号
関
係
を
記
号
の
三
様
相
と
し
、
以
下
の
よ
う
に
定
式
化
を
し
て

お
こ
う
。

〈
記
号
の
三
様
相

G

〉

　
　

固
記
号
：SA

↓SE　

　
　

閉
記
号
：SA

⇔SE

　
　

開
記
号
：SA

／SE  

　

 　

こ
れ
を
本
稿
で
重
要
と
な
る
す
で
に
述
べ
た
メ
タ
言
語
（M

）
の
記
号
に

適
用
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

固
記
号
：M

SA

↓M
SE

、D
SA

↓D
SE

　
　

閉
記
号
：M

SA
⇔M

SE

、D
SA

⇔D
SE

　
　

開
記
号
：M

SA

／M
SE

、D
SA

／D
SE

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
開
記
号
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
奇
妙
な
困
難
に
遭
遇
す

る
。
開
記
号
は
構
造
自
体
に
他
記
号
を
内
包
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
記
号
と

他
記
号
の
分
離
が
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
代
の
言
説
は
主
客
分

離
を
前
提
と
し
、
個
体
主
義
を
と
っ
て
い
る
た
め
、
ど
う
し
て
も
一
つ
の
記
号

の
構
造
か
ら
説
明
す
る
こ
と
と
な
る
。
方
法
論
的
個
体
主
義
で
あ
る
。
こ
の
方

法
で
開
記
号
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
と
構
造
上
、
他
記
号
と
分
離
不
能
な
開
記

号
を
あ
る
一
つ
の
開
記
号
が
あ
る
と
仮
定
し
、
そ
の
記
述
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ど
う
も
こ
れ
が
対
象
と
い
うSE

と
記
述
と
い
うSA
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の
ミ
ス
マ
ッ
チ
と
い
う
奇
妙
な
感
じ
を
与
え
る
よ
う
だ
。
歴
史
的
に
形
成
さ
れ

た
言
説
の
重
み
を
考
慮
す
る
と
安
易
な
価
値
判
断
は
禁
物
だ
が
、
個
体
と
い
う

カ
テ
ゴ
リ
ー
は
近
代
と
い
う
言
説
制
度
が
構
成
し
た
、
あ
る
い
は
要
請
し
た
大

い
な
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
偉
大
な
言
説
制
度
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
主
客
分
離
と
い
う
一
つ
の
記
号
関
係
を
構
成
し

た
の
も
近
代
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
開
記
号
と
い
う
概
念
は
近
代
と
い
う
言
説
空

間
を
突
破
す
る
概
念
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
も
う
少
し
、
記
号
論
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
身
体
を
心
身
二
元

論
の
祖
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
に
な
ら
い
、
精
神
と
肉
体
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
し

て
お
こ
う
。
さ
ら
に
、
精
神
を
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
、
肉
体
を
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
し

て
お
こ
う
。
さ
ら
に
簡
略
化
し
て
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
をSA

と
し
、
シ
ニ
フ
ィ
エ

をSE

と
し
よ
う
。

　

身
体
＝
精
神
＋
肉
体
と
い
う
一
つ
の
記
号
と
み
な
す
の
で
あ
る

H

。

　

先
に
述
べ
た
固
記
号
、
閉
記
号
、
開
記
号
を
そ
れ
ぞ
れ
の
身
体
に
当
て
は
め

て
固
記
号
の
身
体
を
受
動
身
体
、
閉
記
号
の
身
体
を
能
動
身
体
、
開
記
号
の
身

体
を
差
異
身
体
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　

さ
て
、
こ
の
身
体
に
記
号
の
三
様
相
を
適
用
し
、
形
式
化
す
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。　
　

　
〈
身
体
の
三
様
相

I

〉

　
　

受
動
身
体
：M

SA

↓M
SE

、D
SA

↓D
SE

　
　

能
動
身
体
：M

SA

⇔M
SE

、D
SA

⇔D
SE

　
　

差
異
身
体
：M

SA

／M
SE

、D
SA

／D
SE

　

こ
の
中
で
、
閉
記
号
はD

SA

とD
SE

が
豊
か
に
交
流
し
、M

SA

と

M
SE

と
が
豊
か
に
交
流
す
る
身
体
で
あ
る
。M

SA

＝D
SA

の
時
、
近
代
的

自
我
で
あ
る
。
こ
れ
が
近
代
の
身
体
で
あ
る
。

　

近
代
の
身
体
：M

SA

⇔M
SE

、D
SA

⇔D
SE

、M
SA

＝D
SA J

３　

作
品
分
析

K

　

さ
て
、ム
シ
ル
の
短
編
「
性
格
の
な
い
人
間
」
に
つ
い
て
の
分
析
を
行
お
う
。

主
題
は
「
性
格
」
で
あ
り
、
表
題
の
よ
う
に
、「
性
格
の
な
い
人
間
」
を
主
人

公
と
し
て
、
性
格
が
普
通
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
生
得
の
も
の
で
な
く
、
社

会
的
な
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

　

物
語
は
次
の
一
文
か
ら
は
じ
ま
る
。

　
　

 

今
日
で
は
、
性
格
の
あ
る
人
間
を
捜
そ
う
と
思
え
ば
、（
今
で
は
時
代
遅

れ
に
な
っ
た
感
の
あ
る
）
カ
ン
テ
ラ
で
で
も
照
ら
し
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
上
、
昼
日
中
灯
り
を
と
も
し
て
徘
徊
な
ど
す
れ
ば
、

多
分
笑
い
草
に
な
る
の
が
お
ち
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ぼ
く
は
、
自
分
の
性

格
の
こ
と
で
苦
し
ん
で
い
た
、
平
た
く
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
性
格
な
ど
持

ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
一
人
の
男
の
物
語
を
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
し

か
し
今
に
な
る
と
、
私
が
そ
の
男
の
意
義
を
私
た
ち
の
生
き
た
時
代
に
合
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わ
せ
て
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
や
み
、
最
終
的
に
は
か
れ
が
時

代
の
開
拓
者
や
先
駆
者
の
よ
う
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
心
配
し
て

い
る
。

　

こ
の
短
編
は
、
ド
イ
ツ
伝
統
の
教
養
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
し
、
①
少
年
時

代
、
②
思
春
期
、
③
青
年
期
、
④
壮
年
期
と
進
ん
で
ゆ
く
。
そ
の
順
序
を
追
っ

て
考
え
て
ゆ
こ
う
。

①
少
年
時
代
（pp.14

下20

―117
上8
）

　

そ
の
男
は
、
あ
ま
り
口
に
は
し
た
く
な
い
よ
う
な
、
く
だ
ら
な
い
些
細
な
い

た
ず
ら
を
し
て
は
、
母
親
の
嘆
息
の
絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
母
親
の
手
に

負
え
な
い
と
き
は
、
会
計
検
査
官
で
あ
っ
た
父
親
が
棒
で
お
仕
置
き
を
し
た
も

の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
お
仕
置
き
と
い
っ
て
も
、
料
理
女
が
衣
服
の
埃
を
払

う
た
め
に
つ
か
う
よ
う
な
棒
で
、一
種
の
折
檻
の
儀
式
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、

折
檻
が
終
わ
れ
ば
父
親
に
感
謝
し
て
、
詫
び
れ
ば
そ
れ
で
す
む
話
だ
っ
た
。
だ

が
か
れ
は
ぶ
た
れ
て
い
る
間
泣
き
叫
び
、
折
檻
が
終
わ
っ
た
後
は
痛
み
の
跡
を

消
そ
う
と
し
た
。
両
親
は
手
を
焼
き
、「
性
格
の
か
け
ら
も
な
い
」
と
嘆
い
た
。

性
格
が
悪
い
、
と
い
う
意
味
だ
。

　
　

 

少
年
時
代
に
は
、
性
格
と
は
、
そ
れ
を
人
が
具
え
て
い
な
い
に
も
拘
わ
ら

ず
、
そ
の
名
に
お
い
て
折
檻
さ
れ
る
代
物
の
こ
と
だ
っ
た
。（p.115

）

　

こ
こ
で
の
ス
ト
ー
リ
ー
ポ
イ
ン
ト
は
「
性
格
は
親
の
体
罰
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
る
。」
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
節
は
一
つ
の
平
面
（
＝
原
身
体
＝
原
境
界
）

を
外
（
＝
親
の
体
罰
）
の
力
に
よ
っ
て
閉
じ
た
空
間
（
＝
身
体
＝
境
界
）
に
す

る
こ
と
の
記
述
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
と
も
と
空
間
に
は
一
枚
の
平
面
と

し
て
の
身
体
が
存
在
す
る
に
過
ぎ
ず
、
と
り
あ
え
ず
、
閉
じ
た
空
間
を
構
成
し

た
も
の
の
、
閉
じ
た
空
間
の
内
側
に
必
ず
し
も
内
面
が
無
条
件
に
成
立
す
る
わ

け
で
は
な
く
、
形
態
と
し
て
閉
じ
て
い
る
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
は
通
常
と
は
異
な
り
、
親
の
体
罰
と
し
てM

SA

が
誕
生
し
、D

SA

が
強
制
的
に
作
ら
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
の
身
体
は
受
動
身
体
、M

SA

↓M
SE

で
あ
る
。

②
思
春
期
（pp.117

上9 

―118

下13

）

　
　

 

ド
イ
ツ
舞
台
で
演
じ
ら
れ
る
性
格
の
、
そ
の
い
っ
さ
い
を
身
に
つ
け
た
の

だ
っ
た
。（p.117

）

　
　

 

小
説
の
中
に
は
、
無
数
の
人
生
の
状
況
に
対
し
て
の
、
き
わ
め
て
驚
く
べ

き
態
度
の
在
り
方
が
、
書
い
て
あ
る
が
、・
・
・
予
見
さ
れ
て
い
る
人
生

状
況
と
は
、
一
度
と
し
て
完
全
に
一
致
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。（p.117

）

　
　

 

自
分
に
固
有
の
性
格
を
・
・
・
探
し
は
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
。（p.118

）
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こ
こ
で
の
ス
ト
ー
リ
ー
ポ
イ
ン
ト
は
「
ド
イ
ツ
の
舞
台
上
で
演
じ
ら
れ
る
演

劇
上
の
性
格
を
す
べ
て
身
に
つ
け
た
が
、
そ
れ
で
は
不
完
全
で
あ
り
、
固
有
の

性
格
を
身
に
つ
け
よ
う
と
考
え
た
こ
と
」
で
あ
る
。　
　
　

　

ち
な
み
に
「
性
格
」
と
訳
さ
れ
たCharakter

は
、演
劇
で
は
「
登
場
人
物
」

と
い
う
意
味
で
も
あ
り
、
主
人
公
は
、
読
書
好
き
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
ド
イ

ツ
の
舞
台
で
演
じ
ら
れ
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
や
ラ
シ
ー
ヌ
や
モ
リ
エ
ー
ル
や
シ

ラ
ー
や
ゲ
ー
テ
ら
を
読
み
込
ん
で
は
、
そ
の
登
場
人
物
に
な
り
き
ろ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

　

前
節
の
空
間
は
、
外
か
ら
形
成
さ
れ
た
空
虚
な
内
と
境
界
と
外
の
空
間
で

あ
っ
た
が
、
本
節
で
は
、
外
か
ら
形
成
さ
れ
た
空
虚
な
内
は
外
か
ら
付
与
さ
れ

た
無
数
の
性
格
で
埋
め
ら
れ
る
。
境
界
と
し
て
の
身
体
は
他
者
の
ま
な
ざ
し
を

見
事
に
撥
ね
か
え
す
こ
と
に
成
功
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、
内
の
身
体
は

固
有
の
性
格
と
い
う
中
心
を
持
た
な
い
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
こ
こ
で
の
身
体

は
近
代
社
会
の
自
我
をSA

と
す
る
主
体
の
中
心
原
理
で
あ
る「
唯
一
の
性
格
」

を
持
た
な
い
。
い
わ
ば
、
身
体
の
曲
率
が
一
様
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
前
節
で

の
外
か
ら
強
制
さ
れ
る
身
体
は
「
空
虚
な
中
心
の
な
い
身
体
」
で
あ
っ
た
。
こ

の
節
で
の
身
体
は
、「
中
心
が
多
様
な
身
体
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も

日
常
生
活
世
界
の
社
会
的
な
行
為
の
記
述
の
単
位
で
あ
る
は
ず
の
「
自
我
を

も
っ
た
身
体
」
と
は
異
な
る
。

　

過
剰
なD

SA

の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
こ
れ
ら
は
す
で
に
あ
る
身
体
技

法
の
模
倣
で
あ
り
、こ
こ
に
は
自
由
な
選
択
に
よ
る
身
体
技
法
は
存
在
し
な
い
。

　

こ
こ
で
は
ド
イ
ツ
演
劇
の
す
べ
て
の
性
格
がM

SA

で
あ
り
、

M
SA

↓M
SE

と
な
り
、
こ
こ
で
の
身
体
も
受
動
身
体
で
あ
る
。

③
青
年
期
（pp.118

下14

―120

上19

）

　
　

数
年
後
に
再
会
し
た
と
き
、
彼
の
職
業
は
弁
護
士
で
あ
っ
た
。（p.118

）

　
　

 「
職
業
上
の
性
格
！
」
と
私
が
言
っ
た
。
友
は
こ
の
言
葉
に
満
足
だ
っ
た
。

（p.119

）

　
　

 「
あ
れ
は
ま
だ
、
思
春
期
の
こ
と
で
あ
っ
た
。」（p.119

）

　
　

 

さ
い
わ
い
、
お
れ
に
は
婚
約
者
が
い
て
ね
、
こ
い
つ
は
、
お
れ
の
こ
と
を
、

全
然
性
格
の
な
い
男
だ
と
言
い
張
る
ん
だ
。（p.119

）

　
　

 

彼
が
大
人
物
に
な
ろ
う
と
は
、
誰
一
人
本
気
で
考
え
な
か
っ
た
。（p.120

）

　

こ
の
節
の
ス
ト
ー
リ
ー
ポ
イ
ン
ト
は
「
弁
護
士
に
な
っ
た
主
人
公
は
相
変
わ

ら
ず
、
固
有
の
性
格
を
持
っ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
愛
す
べ
き
人
物
と
な
っ
て

い
た
。」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

弁
護
士
と
は
規
範
の
境
界
に
携
わ
る
職
業
で
あ
る
。
性
格
の
不
在
を
嘆
い
た
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こ
の
一
人
の
男
は
い
つ
の
間
に
か
規
範
と
内
面
（
＝
性
格
）
を
措
定
す
る
職
業

に
つ
い
て
い
た
。

　

婚
約
者
を
は
じ
め
、「
観
察
者
の
視
線
」
に
遭
遇
し
た
主
人
公
の
身
体
は
、「
他

者
」
に
よ
り
多
様
な
意
味
を
加
え
ら
れ
た
「
過
剰
に
意
味
付
与
さ
れ
た
身
体
」

と
し
て
生
成
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
、「
解
釈
さ
れ
続
け
る
身
体
」
と
で

も
言
え
る
身
体
で
あ
る
。「
職
業
上
の
性
格
」
の
前
で
は
「
唯
一
の
性
格
」
は

無
力
で
あ
る
こ
と
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
主
人
公
は
自
分
の
「
解
釈
さ
れ
続
け

る
身
体
」
の
無
数
の
解
釈
、
過
剰
な
意
味
付
与
に
耐
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
節
の

身
体
は
他
者
に
よ
り
無
数
に
解
釈
さ
れ
る
身
体
で
あ
り
、
閉
じ
た
境
界
は
外
の

無
数
の
力
に
よ
っ
て
変
形
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
性
格
は
自
己
形
成
す
る
も
の
で

も
な
く
、
自
己
言
及
す
る
も
の
で
も
な
く
、
他
者
の
解
釈
と
い
う
権
力
に
よ
っ

て
一
方
的
に
名
づ
け
ら
れ
る
非
対
称
な
身
体
は
近
代
社
会
と
い
う
社
会
を
逆
に

照
射
す
る
。「
他
者
の
解
釈
」
に
よ
る
「
身
体
」
の
複
数
化
と
「
自
我
」
を
獲

得
し
よ
う
と
し
て
無
駄
に
終
わ
っ
た
努
力
、「
固
有
の
性
格
の
欠
如
」
に
よ
る

「
一
つ
の
自
我
に
統
制
さ
れ
る
身
体
」の
解
体
。他
者
の
ま
な
ざ
し
に
規
定
さ
れ
、

さ
ま
ざ
ま
に
曲
げ
ら
れ
る
空
間
も
出
現
し
て
い
る
。

　

唯
一
の
性
格
を
持
た
な
い
身
体
は
、
解
釈
さ
れ
る
身
体
に
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
無
数
の
境
界
＝
身
体
を
持
つ
中
心
な
き
身
体
と
な
る
。

　

こ
こ
で
も
、M

SA

↓M
SE

で
、D

SA

不
在
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
受
動
身

体
で
あ
る
。

④
壮
年
期
（pp.120

上20 

―121

下6

）

　
　

 

高
名
で
勢
力
の
あ
る
地
位
に
収
ま
っ
て
い
た
。
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
た
か

わ
か
ら
な
い
が
、
私
の
推
測
で
は
、
そ
の
謎
の
す
べ
て
は
、
彼
が
肥
満
し

た
点
に
あ
っ
た
よ
う
だ
。（p.120

）

　
　

 「
わ
た
し
の
確
信
に
よ
れ
ば
、
性
格
の
発
達
は
、
戦
争
と
関
係
が
あ
る
ん

だ
、」・
・
・「
だ
か
ら
。
わ
れ
わ
れ
が
、
今
日
必
要
と
す
る
の
は
性
格
で

は
な
く
て
、
規
律
＝
訓
練

L

さ
！
」（p.121

）

　
　

 

ど
う
や
ら
彼
は
、
で
き
る
も
の
な
ら
欣
然
と
し
て
、
一
度
な
ら
ず
窓
枠
に
、

手
を
か
け
た
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
だ
が
、
あ
る
何
か
が
、
彼

に
そ
れ
を
さ
ま
た
げ
た
の
だ
っ
た
。（p.121

）

　

ス
ト
ー
リ
ー
ポ
イ
ン
ト
は
「
肥
満
し
た
身
体
は
主
人
公
に
社
会
的
成
功
を
も

た
ら
し
た
。
そ
し
て
、
性
格
は
戦
争
と
関
係
が
あ
り
、
今
日
必
要
な
の
は
性
格

よ
り
規
律
＝
訓
練
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
性

格
と
は
、「
空
虚
な
内
」
に
替
わ
っ
て
、「
社
会
的
属
性
」
へ
と
個
人
に
分
与
さ

れ
た
演
技
的
身
体
の
原
理
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
方
法
論
的
個
人
主
義
に
よ

り
生
得
の
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
近
代
の
一
つ
の
虚
構
で
あ

り
、
戦
争
の
た
め
の
身
体
と
は
無
関
係
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
戦
争
は
ま
さ
に

社
会
的
装
置
の
究
極
の
作
動
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
武
器
の
発
達
し
た
「
今
日
に
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お
い
て
必
要
な
の
は
個
々
に
分
節
さ
れ
た
自
我
を
持
っ
た
身
体
で
は
な
く
、
規

律
＝
訓
練
に
よ
っ
て
空
虚
な
内
面
を
具
え
る
よ
う
編
制
さ
れ
た
身
体
で
あ
る
」。

つ
ま
り
、
今
日
に
お
い
て
は
、
規
律
と
い
う
個
々
の
身
体
を
編
成
す
る
〈
外
〉

か
ら
の
権
力
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
物
語
は
、〈
外
〉

か
ら
の
権
力
論
と
な
る
。
主
人
公
は
肥
満
す
る
こ
と
で
、「
社
会
的
身
体
」
と

し
て
他
者
か
ら
、
た
と
え
正
し
い
解
釈
で
な
く
と
も
、
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
成

功
し
た
の
で
あ
る
。
主
人
公
の
肥
満
と
い
う
肉
体
は
社
会
と
精
神
の
接
点
と
し

て
は
存
在
す
る
わ
け
で
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
の
肉
体
は
彼
の
空
虚
な
内
部
を
隠

す
た
め
に
存
在
す
る
。
そ
れ
は
彼
の
「
性
格
の
欠
如
」
と
い
う
特
性
を
社
会
か

ら
隠
す
こ
と
に
成
功
し
た
。
彼
の
身
体
は
「
近
代
市
民
社
会
の
最
小
単
位
た
る

自
己
決
定
可
能
な
身
体
（
＝
近
代
の
身
体
）」
で
は
な
く
、「
社
会
的
身
体
」
と

し
て
成
熟
し
な
か
っ
た
。
主
人
公
の
身
体
は
近
代
社
会
の
構
成
原
理
と
は
異

な
っ
た
原
理
を
有
し
て
お
り
、
い
わ
ば
、
近
代
社
会
を
構
成
す
る
原
理
の
〈
外
〉

に
位
置
す
る
。
主
人
公
の
身
体
は
近
代
社
会
を
編
制
す
る
「
自
我
」
の
原
理
の

〈
外
〉
に
存
在
す
る
身
体
で
あ
る
。

　

肥
満
し
、
内
が
不
可
視
に
な
る
こ
と
で
逆
に
内
面
が
外
と
な
り
、
こ
れ
ま

で
の
〈
内
／
外
〉
と
反
対
の
非
対
称
な
関
係
が
成
立
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ

ま
で
主
人
公
を
一
方
的
に
名
指
し
て
き
た
日
常
生
活
世
界
が
今
度
は
主
人
公

に
一
方
的
に
名
づ
け
ら
れ
る
内
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
瞬
間
、
全
体
集
合

と
し
て
の
世
界
は
〈
内
／
外
〉
の
反
転
し
た
世
界
と
な
る
。
日
常
生
活
世
界

は
主
人
公
の
性
格
（
＝D

SA

）
の
部
分
集
合
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。D

を
規

定
す
るM

SA

がD
SA

と
一
致
し
た
瞬
間
で
あ
る
。〈
内
／
外
〉
の
関
係
は
反

転
し
た
も
の
の
「
非
対
称
で
一
方
向
」
の
記
号
関
係
は
依
然
と
し
て
続
い
て

い
る
。
精
神
と
肉
体
の
双
方
向
交
流
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
。
近
代
の
身
体
は

M
SA

⇔M
SE

、D
SA

⇔D
SE

、M
SA

＝D
SA

で
あ
っ
た
。
こ
の
「

⇔

」

が
成
立
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
観
察
者
と
し
て
生
成
し
た
の
で
あ
る
。

〈
内
／
外
〉
の
入
れ
替
わ
っ
たM

SA

↓ M
SE

の
身
体
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
考
え
る
と
こ
の
物
語
は
一
貫
し
て
「
性
格
」
は
生
得
的
と
い
う
思
想

を
排
除
し
続
け
て
き
た
。
む
し
ろ
近
代
の
、
生
得
的
性
格
が
身
体
を
構
成
す
る

こ
と
を
注
意
深
く
拒
否
し
続
け
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
物
語
は
近
代
の

身
体
の
誕
生
を
拒
否
す
る
物
語
で
あ
る
。

　

い
な
、む
し
ろ
、積
極
的
に
近
代
に
芽
生
え
つ
つ
あ
っ
た
内
面
＝
性
格
を〈
外
〉

か
ら
ま
な
ざ
し
を
向
け
続
け
、
権
力
（
あ
る
い
は
暴
力
）
を
行
使
し
、
ま
る
で

近
代
的
な
自
我
な
ど
な
い
方
が
「
戦
争
に
は
都
合
が
よ
い
。」
と
考
え
て
い
た

か
の
よ
う
だ
。

　

ム
シ
ル
の
こ
の
シ
ニ
カ
ル
な
ま
な
ざ
し
が
近
代
の
身
体
の
仮
構
性
を
暴
い
て

い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
近
代
の
身
体
と
い
う
見
果
て
ぬ
夢
を
自
明
視
さ
せ
る

装
置
を
一
度
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
、
こ
の
装
置
の
存
在
を
読
者
に
気
づ
か
せ
る
こ
と

こ
そ
が
「
性
格
の
な
い
人
間
」
の
意
義
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ヘ
ッ
セ

の
絶
賛
「
鋭
い
観
察
、
そ
し
て
き
わ
め
て
正
確
な
表
現
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る

た
ゆ
ま
な
い
格
闘
か
ら
生
ま
れ
た
傑
作
、
も
の
ご
と
を
イ
ロ
ニ
ー
と
ペ
シ
ミ
ズ

ム
で
観
察
し
て
い
る
傑
作

M

」
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
小
品
は
近
代
の
身
体
の
誕
生



藝術研究 第 21・22 号 2009

108

前
に
再
度
、
身
体
を
受
動
身
体
へ
と
帰
す
こ
と
で
戦
争
が
可
能
に
な
る
こ
と
を

言
い
当
て
た
作
品
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

４　

近
代
の
〈
外
〉
の
身
体

　

こ
の
小
品
は
一
貫
し
て
近
代
的
身
体
の
壊
死
が
物
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
小
品
に
は
開
記
号
の
身
体
（
差
異
身
体
）
が
二
カ
所
現
れ
る
。

記
号
論
の
性
能
が
試
さ
れ
る
の
は
こ
の
差
異
身
体
を
う
ま
く
説
明
で
き
る
か
否

か
に
か
か
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
近
代
的
で
洗
練
さ
れ
た
言
説
が
現
象
学
的
言

説
（
の
秩
序
）
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
差
異
身
体
は
非
常
に
扱
い
に
く
い
箇

所
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
身
体
を
エ
ポ
ケ
ー
し
て
記
述
す
る
と

し
て
も
そ
の
身
体
に
は
内
面
と
い
う
中
心
は
な
い
た
め
に
そ
の
身
体
の
内
面
へ

遡
及
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
主
体
性
の
現

象
学
で
こ
の
身
体
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
と
最
終
的
に
は
ム
シ
ル
の
製
作
意
図

の
再
構
成
へ
と
行
き
着
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
方
法

＝
制
度
を
ム
シ
ル
が
望
ん
で
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
作
者

の
意
図
の
再
構
成
は
近
代
の
も
た
ら
し
た
近
代
的
な
言
説
制
度
な
の
だ
か
ら
こ

の
言
説
制
度
の
限
界
を
示
し
た
文
学
作
品
だ
と
位
置
づ
け
た
ほ
う
が
よ
り
生
産

的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
身
体
技
法
が
解
体
す
る
箇
所
を
み
て
み
よ
う
。

　

第
一
は
「
思
春
期
」
に
お
け
る
身
体
の
記
述
で
あ
る
。

　
　

 

彼
が
い
わ
ゆ
る
人
生
状
況
に
直
面
す
る
そ
の
度
毎
に
…
（
略
）
…
彼
の
身

内
で
煮
え
た
ぎ
る
、
つ
ま
り
は
彼
の
口
の
端
、
上
と
下
と
へ
同
時
に
ひ
き

つ
り
、
ひ
た
い
に
は
陰
気
な
皺
を
浮
か
べ
、
同
時
に
そ
れ
は
輝
き
秀
で
、

眼
差
し
と
き
た
ら
、
時
を
同
じ
く
し
て
、
咎
め
る
よ
う
に
飛
び
出
す
か
と

思
え
ば
、
恥
じ
い
り
な
が
ら
後
退
す
る
、
こ
れ
は
何
と
も
不
快
な
こ
と
だ
、

な
ぜ
な
ら
人
は
、
い
わ
ば
自
分
に
敵
対
し
て
、
わ
が
身
に
苦
痛
を
与
え
る

の
だ
か
ら
。
結
果
と
し
て
は
、
そ
の
時
し
ば
し
ば
、
あ
の
周
知
の
ひ
き
つ

り
が
、
し
ゃ
っ
く
り
が
起
こ
る
、
そ
れ
は
唇
、
眼
や
手
、
喉
に
波
及
し
、

い
や
い
や
、
時
に
は
き
わ
め
て
激
し
く
、
全
身
を
襲
い
、
た
め
に
身
体
は
、

雌
ネ
ジ
の
な
い
ネ
ジ
さ
な
が
ら
に
、
き
り
き
り
舞
を
演
ず
る
の
で
あ
る
。

（P.118

）

　

状
況
の
中
で
何
か
を
「
決
断
」
す
る
と
き
、
身
体
が
精
神
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

を
失
っ
た
肉
体
と
し
て
出
現
す
る
。
こ
れ
こ
そ
、
差
異
身
体
で
あ
る
。
こ
の
身

体
を
主
体
性
の
現
象
学
で
記
述
す
る
の
は
難
し
い
。

　

次
は
「
青
年
期
」
の
記
述
で
あ
る
。

　
　

 

彼
が
話
し
出
す
と
た
ち
ま
ち
、
そ
の
身
体
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
が
、
所
を
変

え
る
こ
と
だ
っ
た
、
す
な
わ
ち
、
眼
は
脇
へ
そ
れ
、
肩
や
腕
や
手
は
、
反



「性格のない人間」における身体の記号論的一考察

109

対
の
方
向
へ
動
き
、
少
な
く
と
も
片
方
の
足
は
、
膝
頭
の
と
こ
ろ
で
、
手

紙
を
量
る
秤
の
よ
う
に
、
は
ず
む
の
だ
っ
た
。（P.120

）

　

主
人
公
が
他
者
と
「
話
し
」
を
し
始
め
よ
う
と
す
る
と
彼
の
身
体
は
統
制
を

失
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
位
が
勝
手
に
動
き
始
め
る
。
身
体
が
開
記
号
に
な
っ
た

わ
け
で
あ
る
。「
話
す
」
と
い
う
他
者
と
の
関
係
は
自
我
を
持
っ
た
身
体
、
閉

記
号
の
身
体
で
は
な
く
、
開
記
号
の
身
体
に
な
っ
て
初
め
て
可
能
だ
と
言
わ
ん

ば
か
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
精
神
と
肉
体
が
切
断
さ
れ
、
宙
づ
り
状
態
の
身

体
が
出
現
し
て
い
る
。「
決
断
」
と
か
「
意
図
」
と
い
う
か
た
ち
の
近
代
的
自

我
を
必
要
と
し
、
し
か
も
そ
の
自
我
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
逃
れ
る
、

い
わ
ば
、
中
心
の
な
い
身
体
で
あ
り
、
同
時
に
秩
序
も
な
い
身
体
で
あ
る
。
こ

の
奇
妙
な
身
体
の
記
述
は
差
異
身
体
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
身
体
は

主
人
公
が
「
決
断
を
必
要
と
す
る
時
」
と
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
時
」

に
出
現
す
る
。

　

い
ず
れ
も
内
面
の
基
準
を
必
要
と
す
る
局
面
で
あ
る
。
い
わ
ば
、「
近
代
的

な
自
我
」
と
い
う
要
素
を
構
成
要
件
と
す
る
局
面
で
出
現
す
る
身
体
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、M

SA

＝D
SA

を
中
心
と
す
る
言
説
の
秩
序
は
な
い
。

お
わ
り
に

　

M

と
い
う
記
号
形
式
を
適
用
し
、
分
析
す
る
と
、
こ
の
小
品
は
他
者
か
ら

一
方
向
に
規
定
さ
れ
る
受
動
身
体
か
ら
そ
の
ベ
ク
ト
ル
を
反
転
さ
せ
た
と
こ
ろ

に
成
立
す
る
身
体
の
物
語
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
近
代
的
な
身
体
の

最
も
重
要
な
「
自
我
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
近
代
的
な
身
体
と
い
う
概
念
が

極
め
て
強
い
条
件
に
よ
っ
て
成
立
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
記
号
形
式M

は
、
不
可
視
のM

SA

と
い
う
空
間
の
存
在
と
そ
こ

か
ら
の
作
用
に
も
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。

　

ま
さ
に
、
記
号
形
式M

は
作
動
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
小
品
に
は
身
体
論
の
み
な
ら
ず
、
記
号
論
や
ト
ポ
ロ
ジ
ー
の
ア
イ
デ
ィ

ア
が
ふ
ん
だ
ん
に
つ
ま
っ
て
お
り
、
近
代
の
身
体
を
語
る
に
は
現
在
も
っ
と
も

有
効
な
言
説
と
し
て
の
主
体
の
現
象
学
を
相
対
化
す
る
可
能
性
さ
え
秘
め
て
い

る
。
今
後
も
身
体
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
権
力
関
係
が
交
差
し
て
い
る
と
い
う
問
題

意
識
を
持
続
さ
せ
な
が
ら
、
同
時
に
文
学
作
品
と
接
続
さ
せ
、
記
号
論
の
作
動

す
る
様
子
を
観
察
し
て
い
く
こ
と
と
し
、
本
稿
を
ひ
と
ま
ず
終
え
る
。

 

註（
１
）　M

usil

の
日
本
語
表
記
に
つ
い
て
、
論
文
か
ら
日
本
語
表
記
を
遡
っ
て
み
る
と

M
usil

と
し
た
も
の
か
ら
ム
シ
ル
、
ム
ジ
ー
ル
、
現
在
で
は
ム
ー
ジ
ル
と
様
々
で
あ

る
。
本
稿
で
は
ム
シ
ル
が
チ
ェ
コ
の
家
系
で
あ
り
、
チ
ェ
コ
語
の
発
音
に
沿
う
と

ム
シ
ル
で
あ
る
た
め
、
こ
の
表
記
を
選
択
し
た
。

（
２
）　

斎
藤
松
三
郎
の
「
解
説
」『
ム
ー
ジ
ル
著
作
集　

第
八
巻　

熱
狂
家
た
ち
／
生
前

の
遺
稿
（1996

）』
松
籟
社
．p.334

に
よ
る
。

（
３
）　C

inii
で2008.10

末
日
で
検
索
し
た
が
、
ム
シ
ル
に
つ
い
て
の
日
本
語
の
論
文

は155

編
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
は"Ein M

ensch ohne Charakter"

を
主
題
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と
し
た
論
文
は
な
い
。
ま
た
、
日
本
独
文
学
会
編
『
ド
イ
ツ
文
学　

79

』（1987

）

で
は
ム
シ
ル
の
「
書
誌
」（pp.192-213

）
を
ま
と
め
て
あ
る
。
編
者
は
赤
司
栄
一

郎
と
早
坂
七
緒
。「
付
記
」
と
し
て
、「
日
本
独
文
学
会
編
『
寄
贈
文
献
目
録
』」、

国
立
国
会
図
書
館
編
『
雑
誌
記
事
索
引
』、
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
『
雑
誌
記
事
索

引
―
人
文
・
社
会
編
』
を
主
な
資
料
と
し
ま
し
た
。」
と
あ
る
が
、"E

in
 M

en
sch

 

oh
n

e C
h

a
ra

k
ter"

を
収
録
し
て
あ
る
「C　

個
別
作
品
研
究
」
の
「C

―＜
j＞

N
achlaß zu Lebzeiten

」（p.205

）
の
項
目
は
あ
る
が
、
文
献
は
空
白
と
な
っ
て

い
る
。

（
４
）　

斎
藤
前
掲
書pp.333-334.

に
よ
る
。

（
５
）　

金
田
晉,1973,「〈
現
象
学
運
動
〉の
展
開
」p.144

『
現
代
思
想　

創
刊
号
』青
土
社
．

（
６
）　Saussure, F, 1949, C

ou
rs d

e L
in

gu
istiqu

e gen
erale, C

h
arles Bally et 

A
lbert Sechehaye,=

（1972,
小
林
英
夫
訳
，『
一
般
言
語
学
講
義
』
岩
波
書
店
．）

のpp.160-165.

参
照
の
こ
と
。

　
　
　

ま
た
、
丸
山
圭
三
郎,1981,

『
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
思
想
』
岩
波
書
店
．
で
は
よ
り
明

確
に
述
べ
て
あ
る
。

（
７
）　

亘
明
志,2004, 『
記
号
論
と
社
会
学
』ハ
ー
ベ
ス
ト
社.p.40

で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）　
（
６
）
参
照
の
こ
と
。

（
９
）　

こ
の
帰
結
が
言
語
論
的
転
回
の
基
礎
で
あ
り
、
社
会
構
築
主
義
の
源
流
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
あ
た
り
は
ま
だ
、
議
論
の
余
地
が
あ
る
よ
う
で
、
宮
坂
和
男,2006, 

『
哲
学
と
言
語　

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
と
現
代
の
言
語
哲
学
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
に

よ
る
と
フ
ェ
レ
ス
ダ
ー
ル
の
ノ
エ
マ
解
釈
を
「
ノ
エ
マ
＝
（
言
語
的
）
意
味
＝
内

在
」p.38

と
し
、
こ
れ
を
「
西
海
岸
解
釈
」p.38

と
呼
び
、
Ａ
．
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ

チ
、
ソ
コ
ロ
フ
ス
キ
ー
、
ド
ラ
モ
ン
ド
、
ハ
ー
ト
、
カ
ブ
＝
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
ら

を
「
東
海
岸
解
釈
」
と
呼
び
、「「
ノ
エ
マ
」
を
実
在
す
る
対
象
そ
の
も
の
と
み
な
す
」

p.38

グ
ル
ー
プ
と
し
て
い
る
。
宮
坂
は
こ
れ
ら
を
詳
述
し
な
が
ら
「
ま
こ
と
に
理

解
し
に
く
い
こ
と
で
あ
る
が
、「
ノ
エ
マ
」
は
こ
の
双
方
の
意
味
を
兼
ね
備
え
て
お

り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
に
お
い
て
も
お
そ
ら
く
決
着
が
つ
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。」

p.46

と
な
か
ば
「
ノ
エ
マ
」
の
意
味
の
確
定
を
避
け
て
い
る
。

（
10
）　H
jelm

slev, L., 1943, O
m

krin
g sp

rogteorien
s gru

n
d

la
ggelse, K

φ

benhaven M
unksaard

（=1953, W
hitfield, P

rolegom
en

a to a th
eory 

of la
n

gu
a

ge, Indiana U
niversity publications in anthropology and 

linguistics,M
em
oir 7 of the International Jpurnal of A

m
erican 

Linguistics,Supplem
ent to V

ol.19, N
O
.1.1953, pp.iv+92

））=1959, 

林
栄
一

訳
，『
英
語
学
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
（41

）
言
語
学
序
説
』
研
究
社
．

　
　
　

な
お
、「
訳
述
者
の
言
葉
」
と
し
て
「
原
著
と
英
訳
と
は
若
干
相
違
し
て
い
る
箇

所
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
原
著
者
と
英
訳
者
と
の
協
議
に
よ
っ
た
も
の
で
、
む
し
ろ
、

英
訳
の
方
が
改
訂
版
と
い
っ
た
格
好
に
な
っ
て
い
る
。」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
11
）　Barthes,Roland. 1967. Sytem

e de la M
ode, Seuil.

＝1972. 

佐
藤
信
夫
訳

『
モ
ー
ド
の
体
系
』，
み
す
ず
書
房
．

（
12
）　

前
掲
書 pp.46-47.

参
照
の
こ
と
。

（
13
）　

前
掲
書
の
「
お
そ
ら
く
は
ソ
ス
ュ
ー
ル
の
公
式
を
ひ
っ
く
り
か
え
し
て
、
記
号

学
こ
そ
言
語
学
の
一
部
分
な
の
だ
、
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。」pp.7-

8. 

及
び
日
下
部
吉
信,2005, 

「
第
２
章　

言
語
」pp.27-32

『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
主

観
性　

初
期
ギ
リ
シ
ア
哲
学
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
に
お
い
て
、「
こ
と
ば
が
本

来
記
号
ど
う
し
の
差
異
の
体
系
な
い
し
構
造
で
し
か
な
い
こ
と
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
に

よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
現
代
哲
学
の
も
っ
と
も
重
要
な
発
見
で
あ
る
（
ソ
シ
ュ
ー
ル

『
一
般
言
語
学
原
理
』
参
照
）。」p.27

と
か
「
差
異
の
み
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
差

異
が
構
造
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
差
異
に
先
立
っ
て
何
ら
か
の
意
味
対
象
が

前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
意
味
対
象
が
す
で
に
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
が
互
い
に
異
な
る
の
で
は
な
い
。」p.28

と
述
べ
て
い
る
。

（
14
）　
『
聖
書
の
世
界　

第
１
巻　

旧
約
Ⅰ
』
講
談
社
（1970

）p.27.

参
照
の
こ
と
。

（
15
）　 Edm

und H
usserl, 1950, Id

en
 zu

 ein
er rein

en
 ph

än
om

en
ologie u

n
d

 

p
h

ä
n

om
en

ologisch
en

 p
h

ilosop
h

ie 

渡
辺
二
郎
訳,1984,

『
イ
デ
ー
ン　

Ⅰ
―

Ⅱ
』
み
す
ず
書
房
を
参
照
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
ノ
エ
シ
ス
／
ノ
エ
マ
の
強
い
関

係
性
が
述
べ
て
あ
る
。
記
号
関
係
で
言
え
ば
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
／
シ
ニ
フ
ィ
エ
の

関
係
が
双
方
向
交
流
し
て
い
る
の
と
同
型
で
あ
る
。

（
16
）　

開
記
号
はSA

とSE

が
自
由
に
切
断
さ
れ
、
接
続
す
る
関
係
を
二
項
関
係
に

よ
り
成
立
す
る
記
号
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
た
め
、
複
雑
な
記
述
と
な
る
。
近

代
の
〈
内
〉
で
語
る
に
は
必
要
な
作
業
と
思
わ
れ
る
。
も
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

記
号
論
を
使
う
必
要
は
な
い
。
詳
細
は
後
述
。

（
17
）　

大
山
智
徳 ,1999,

「
身
体
の
思
想
と
表
現
―
闘
う
身
体
・
記
号
論
・
芸
術
学
的
可

能
性
―
」『
芸
術
研
究
』
第
12
号
、
広
島
芸
術
学
会
：pp.59-65. 

を
今
回
、
よ
り
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美
し
く
ま
た
、
簡
潔
に
す
る
た
め
に
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
た
。

（
18
）　

こ
の
身
体
モ
デ
ル
、
身
体
＝
精
神
＋
肉
体
な
の
か
と
い
う
問
い
が
浮
か
ぶ
か
も

知
れ
な
い
し
、
多
く
の
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
身
体
モ

デ
ル
の
構
成
上
、
論
理
整
合
的
に
要
請
さ
れ
る
一
つ
の
モ
デ
ル
に
す
ぎ
な
い
こ
と

を
述
べ
て
お
く
。

（
19
）　

本
稿
で
は
記
号
の
三
様
相
を
そ
の
ま
ま
形
式
的
に
身
体
に
適
用
し
よ
う
と
試
み

た
。
誤
解
の
な
い
よ
う
に
付
言
す
れ
ば
、
こ
れ
は
一
つ
の
公
理
で
あ
る
。
公
理
は

演
繹
の
ス
タ
ー
ト
地
点
で
あ
る
か
ら
数
学
で
は
恣
意
的
で
か
ま
わ
な
い
。
そ
し
て
、

本
稿
の
議
論
も
演
繹
的
に
身
体
モ
デ
ル
を
措
定
し
た
。
た
だ
、
本
稿
で
は
社
会
的

現
実
か
ら
乖
離
し
た
モ
デ
ル
は
無
効
と
思
わ
れ
る
の
で
、
ま
ず
、
近
代
の
身
体
観

の
祖
で
あ
る
デ
カ
ル
ト
の
身
体
モ
デ
ル
と
の
接
続
を
は
か
り
、
比
較
的
現
実
的
な

モ
デ
ル
化
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
異
な
っ
た
公
理
で
身
体
観
を
定
位

す
れ
ば
異
な
っ
た
系
、
つ
ま
り
異
な
っ
た
言
説
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
の
は
必

然
で
あ
る
こ
と
を
筆
者
は
十
分
理
解
し
て
い
る
。
仮
に
本
稿
に
わ
か
り
に
く
さ
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
演
繹
と
い
う
方
法
を
断
り
な
く
、
芸
術
学
の
言
説
に
持
ち
込
ん

だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
20
）　

第
98
回
日
本
社
会
分
析
学
会
（1999

）
に
お
い
て
、「『
性
格
の
な
い
人
間
』
―
Ｒ
．

ム
ー
ジ
ル
の
短
い
物
語
を
め
ぐ
っ
て
」
と
い
う
発
表
を
行
い
、
そ
の
時
は
「M

SA

＝D
SA

＝
自
我
」
と
し
て
い
た
が
、三
隅
一
人
先
生
よ
り
「M

SA
＝D

SA

の
時
、

自
我
な
の
で
は
な
い
か
」
と
の
ご
指
摘
を
受
け
た
。
そ
の
後
、「M

SA

＝D
SA

」

を
自
我
の
構
成
要
件
の
一
つ
と
し
た
。

（
21
）　

原
文
はRobert, M

usil. ,1995, E
in

 M
en

sch
 oh

n
e C

h
arakter. :N

achlaß 
zu Lebzeiten. rororo

．SS.107-11.

を
使
用
し
、
訳
は
佐
々
木
基
一
編　

森
田
弘

訳,1968, 

「
性
格
の
な
い
人
間
」pp.114-121

『
現
代
人
の
思
想　

５　

文
学
の
創

造
』
平
凡
社
．
を
使
用
し
た
。
ま
た
、斉
藤
松
三
郎
訳,1996, 「
性
格
の
な
い
人
間
」、

pp.86-93

及
び
「
解
題
」,pp.333-347,

『
ム
ー
ジ
ル
著
作
集　

第
八
巻　

熱
狂
家
た

ち
／
生
前
の
遺
稿
』
松
籟
社
．
を
参
考
に
し
た
。

　
　
　

な
お
、
丸
数
字
と
そ
の
表
題
は
原
文
の
改
行
に
伴
う
空
白
に
よ
り
筆
者
が
設
け

た
も
の
で
あ
る
。

（
22
）　

原
文
は"D

isziplin"

で
あ
り
、
森
田
訳
で
は
「
訓
練
」、
齋
藤
訳
で
は
「
規
律
」

と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、M

．
フ
ー
コ
ー
を
経
た
私
た
ち
に
は
「
規
律
＝
訓
練
」
と

い
う
訳
語
が
最
適
と
思
わ
れ
、
こ
の
よ
う
に
訳
し
た
。

（
23
）　

斎
藤
松
三
郎
の
「
解
説
」『
ム
ー
ジ
ル
著
作
集　

第
八
巻　

熱
狂
家
た
ち
／
生
前

の
遺
稿
』
松
籟
社
．p.334

の
引
用
文
。

 

（
お
お
や
ま
・
と
も
の
り　

郵
便
事
業
株
式
会
社
広
島
支
店
）

　
　
（
金
田
晉
教
授
よ
り
非
常
に
丁
寧
な
ご
指
導
を
賜
っ
た
こ
と
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。）




