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序

『
差
異
と
反
復
』（
一
九
六
八
）
は
、
そ
れ
が
書
か
れ
た
当
時
の
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
時
代
の
思
想
的
、
芸
術
的
雰
囲
気
を
伝
え
て
い
る
。

「
本
書
で
論
じ
ら
れ
る
主
題
は
、
明
ら
か
に
、
時
代
の
雰
囲

気
の
な
か
に
あ
る
。
そ
の
雰
囲
気
の
し
る
し
と
し
て
、
つ
ぎ
の

〔
四
つ
の
〕
点
を
あ
げ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
、
存
在
論
的

�差異

�の
哲
学
に
ま
す
ま
す
強
く
定
位
し
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
、
つ
ぎ
に
、
構
造
主
義
の
活
動
が
、
或
る

共
存
の
空
間
に
お
け
る
差
異
的
＝
微
分
的
な
諸
特
徴
の
配
分
に

基
づ
い
て
い
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
現
代
小
説
と
い
う
芸
術
が
、

そ
の
も
っ
と
も
抽
象
的
な
省
察
ば
か
り
で
な
く
そ
の
実
際
的
な

技
法
に
お
い
て
も
、
差
異
と
反
復
を
め
ぐ
っ
て
動
い
て
い
る
こ

と
。
最
後
に
、
無
意
識
の
、
言
語
の
、
そ
し
て
芸
術
の
力
で
も

あ
ろ
う
よ
う
な
、
反
復
の
本
来
の
力
が
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
分

野
に
お
い
て
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
し
る

し
は
、
或
る
一
般
化
し
た
反
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
に
数
え
入
れ
る
こ

と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
差
異
と
反
復
が
、
同
一
的
な
も
の
と

否
定
的
な
も
の
に
、
同
一
性
と
矛
盾
に
取
っ
て
か
わ
っ
た
の
で

あ
る （
１
）」。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
は
、
後
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
、
構
造
主
義
、
現
代

小
説
（
ジ
ョ
イ
ス
、
ベ
ケ
ッ
ト
、
ア
ラ
ン
・
ロ
ブ
・
グ
リ
エ
な
ど
）、

そ
し
て
ラ
カ
ン
の
精
神
分
析
な
ど
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
弁
証
法
に
抗
す

る
当
時
の
思
想
的
・
芸
術
的
雰
囲
気
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
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ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
『
差
異
と
反
復
』
出
版
の
一
八
年
後
に
、
「
『
差

異
と
反
復
』
ア
メ
リ
カ
版
へ
の
序
文 （
２
）」
で
こ
う
語
っ
て
い
る
。

「
…
…
私
を
襲
い
熱
狂
さ
せ
た
ヒ
ュ
ー
ム
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
ニ
ー

チ
ェ
、
プ
ル
ー
ス
ト
を
研
究
し
た
あ
と
、
私
は
「
哲
学
す
る
こ

と
」
を
試
み
た
の
だ
が
、
そ
の
最
初
の
著
作
こ
そ
、
『
差
異
と

反
復
』
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
私
の
仕
事
は
す
べ
て
、
こ
の
書

物
に
繋
が
っ
て
い
た
。
ガ
タ
リ
と
の
共
著
で
さ
え
そ
う
で
あ
る

（
も
ち
ろ
ん
私
は
今
自
分
の
観
点
か
ら
語
っ
て
い
る
）。
で
は
、

ど
う
し
て
ひ
と
り
の
人
物
に
し
か
じ
か
の
問
題
が
結
び
つ
く
の

だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
な
ぜ
、
私
に
取
り
つ
い
た
の
は
差
異

と
反
復
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
も
、
差
異
と
反
復
は
、
別
々
に
で
は
な
く
、
結
合
し
た
か

た
ち
で
私
に
取
り
つ
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
こ
れ
に
答

え
る
の
は
た
い
へ
ん
難
し
い
の
だ
が
、
と
も
あ
れ
、
差
異
と
反

復
は
、
必
ず
し
も
新
し
い
問
題
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
哲
学

史
は
、
そ
し
て
と
り
わ
け
現
代
哲
学
は
、
つ
ね
に
こ
の
問
題
に

取
り
組
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
…
…
」

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
こ
れ
を
一
九
八
六
年
、
六
一
歳
の
と
き
に
書
い

た （
３
）。
彼
が
自
死
す
る
九
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
の
と
き
す

で
に
、
『
差
異
と
反
復
』
以
後
の
大
作
の
ほ
と
ん
ど
を
刊
行
し
て
い

る
。
要
す
る
に
、
こ
の
序
文
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
晩
年
に
お
の
れ
の

仕
事
を
回
顧
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

私
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
こ
の
「
ア
メ
リ
カ
版
へ
の
序
文
」
で
語
っ

て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
『
差
異
と
反
復
』
は
そ
れ
以
前
の
彼
の
独

特
な
哲
学
史
的
研
究
の
集
大
成
で
あ
り
、
『
差
異
と
反
復
』
以
後
の

作
品
は
『
差
異
と
反
復
』
か
ら
流
れ
出
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

こ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
『
差
異
と
反
復
』
の
解
析
を
開
始
し
よ

う
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
『
差
異
と
反
復
』
に
お
け
る
諸
概
念
を
、

彼
の
他
の
諸
著
書
の
そ
れ
と
関
連
づ
け
る
と
い
う
こ
と
だ
。
も
ち
ろ

ん
私
は
、
『
差
異
と
反
復
』
が
そ
れ
以
前
の
諸
作
品
に
還
元
さ
れ
う

る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。

他
方
で
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
こ
の
「
序
文
」
以
前
に
、
ミ
シ
ェ
ル
・

ク
レ
ッ
ソ
ー
ル
宛
の
手
紙
で
、
主
に
『
ア
ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』

に
関
し
て
本
の
読
み
方
を
批
判
的
に
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ひ

と
り
の
著
者
が
書
い
た
一
冊
の
本
は
、
後
で
書
か
れ
た
本
の
内
容
を

含
ん
で
い
る
、
あ
る
い
は
逆
に
、
先
行
す
る
本
の
内
容
は
後
続
す
る

本
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
読
み
方
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
読
み

方
を
す
る
と
、
読
者
に
よ
る
注
釈
や
解
釈
が
際
限
な
く
重
ね
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
、
と （
４
）。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
も
ち
ろ
ん
、
自
分
の
本
を
そ
う

し
た
読
み
方
で
読
ん
で
ほ
し
く
な
い
と
考
え
て
い
る
。
だ
が
私
は
、

『
差
異
と
反
復
』
に
関
し
て
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
る
読
み
方
の
指

示
に
は
従
わ
な
い
。
解
析
が
同
時
に
再
構
成
に
な
る
よ
う
な
仕
方
で
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『
差
異
と
反
復
』
を
読
む
つ
も
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、『
差
異
と
反
復
』
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
「
は
じ
め
に
」

の
内
容
を
真
に
受
け
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
研
究
者
は
少
な
い
よ
う
だ
。
こ

の
「
は
じ
め
に
」
の
文
章
が
、
従
来
の
哲
学
書
に
比
べ
る
と
、
や
や

奇
矯
で
あ
り
、
ふ
ざ
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
だ
ろ
う
。

「
哲
学
的
表
現
の
新
し
い
手
段
の
追
究
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ

て
開
始
さ
れ
た
の
だ
が
、
今
日
で
は
、
そ
の
追
究
を
た
と
え
ば

演
劇
や
映
画
の
よ
う
な
、
或
る
い
く
つ
か
の
芸
術
の
刷
新
に
見

合
っ
た
か
た
ち
で
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
視
点
か

ら
、
い
ま
や
わ
た
し
た
ち
は
、
哲
学
史
を
ど
う
利
用
す
る
べ
き

か
と
い
う
問
い
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
哲
学
史
は
、
絵
画

に
お
け
る
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
役
割
に
か
な
り
似
た
役
割
を
演
じ
る

べ
き
だ
と
、
わ
た
し
た
ち
に
は
思
わ
れ
る
。
哲
学
史
と
は
、
哲

学
そ
の
も
の
の
再
生
＝
再
生
産
で
あ
る
。
哲
学
史
に
お
け
る
報

告
は
、
正
真
正
銘
の
分
身
＝
複
製
と
し
て
振
舞
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ
の
分
身
＝
複
製
に
固
有
の
最
高
度
の
変

容
を
包
含
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
口
髭
を
は
や
し
た

モ
ナ
・
リ
ザ
〔
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
作
品
を
示
唆
し
て

い
る
…
訳
者
〕
と
同
じ
意
味
で
、
哲
学
的
に
髭
を
は
や
し
た
ヘ
ー

ゲ
ル
、
哲
学
的
に
髭
を
そ
っ
た
マ
ル
ク
ス
を
想
像
し
て
み
よ
う （
５
））」。

し
た
が
っ
て
私
は
、
『
差
異
と
反
復
』
を
そ
の
外
部
（
ド
ゥ
ル
ー

ズ
の
他
の
諸
著
作
）
と
関
連
づ
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
と
同
時

に
『
差
異
と
反
復
』
を
そ
の
内
部
に
と
ど
ま
っ
て
解
析
す
る
つ
も
り

で
あ
る
。
内
在
的
分
析
の
ほ
う
が
、
さ
ら
に
重
要
に
な
る
は
ず
で
あ

る
。『
差
異
と
反
復
』
は
、
原
書
で
四
〇
〇
頁
を
越
え
、
翻
訳
（
旧
ハ
ー

ド
カ
バ
ー
版
二
段
組
）
で
五
〇
〇
頁
を
越
え
る
書
物
で
あ
る
が
、
そ

の
叙
述
の
展
開
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
書
に
お
け
る
よ
う
に
、
順
を

追
っ
て
議
論
を
重
ね
て
い
く
よ
う
な
具
合
に
な
っ
て
い
な
い
。
『
差

異
と
反
復
』
で
は
、
た
と
え
ば
、
序
論
で
現
れ
た
断
片
的
な
ト
ピ
ッ

ク
が
、
第
二
章
で
再
度
現
れ
、
ま
た
結
論
で
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
っ

た
ケ
ー
ス
が
多
い
。
断
片
が
変
化
し
な
が
ら
距
離
を
置
い
て
反
復
さ

れ
て
い
く
と
で
も
言
え
よ
う
か
。

た
と
え
ば
、
い
ず
れ
わ
れ
わ
れ
が
問
題
と
し
て
展
開
す
る
よ
う
に
、

第
二
章
「
そ
れ
自
身
に
向
か
う
反
復
」
の
最
初
の
部
分
で
、
物
質
概

念
の
例
と
し
て
、
唐
突
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
瞬
間
的
精
神
」
が
何

の
説
明
も
な
く
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
物
質
概
念

は
「
序
論
」
で
す
で
に
言
及
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い

わ
ゆ
る
『
自
然
哲
学
』
に
お
け
る
「
疎
外
さ
れ
た
概
念
」、「

疎
外
さ

れ
た
精
神
」
と
し
て
の
自
然
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る （
６
）。
さ
ら
に
、

「
結
論
」
で
再

び
「

疎
外
さ
れ
た
概
念
」
が
物
質
の

定
義
と
し
て
現

れ
る （
７
）。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
比

喩
的
な
意
味
で
、
『
差
異
と
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反
復
』
と
い
う
全
体
集
合
の
な
か
で
は
、
そ
れ
に
属
す
る
部
分
集
合

（
た
と
え
ば
瞬
間
的
精
神
に
つ
い
て
の
記
述
）
が
離
散
的
に
配
置
さ

れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
問
題
と
し
て
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
は
問
題
を
反

復
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
私
は
『
差
異
と
反
復
』

の
内
部
に
お
け
る
離
散
的
な
諸
々
の
部
分
集
合
の
あ
い
だ
に
ラ
イ
ン

を
引
き
、
か
つ
そ
れ
ら
を
引
き
よ
せ
て
考
察
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

こ
の
方
法
は
、
『
差
異
と
反
復
』
の
理
解
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
も
あ

る
だ
ろ
う
が
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
的
作
品
と
し
て
の
『
差
異
と
反
復
』
の

全
体
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
解

析
の
結
果
が
『
差
異
と
反
復
』
の
再
構
成
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

あ
り
の
ま
ま
の
全
体
像
で
は
な
く
、
反
復
さ
れ
て
変
化
し
た
も
の
と

し
て
の
『
差
異
と
反
復
』
の
全
体
像
が
示
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
全

体
像
は
即
自
的
に
は
存
在
し
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
。

も
ち
ろ
ん
、
私
の
や
り
方
、
つ
ま
り
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
離
散
的
な
材

料
を
整
理
し
て
取
り
集
め
る
と
い
う
や
り
方
は
、
『
差
異
と
反
復
』

の
書
き
方
を
、
す
な
わ
ち
哲
学
的
表
現
の
新
た
な
ド
ゥ
ル
ー
ズ
的
手

法
あ
る
い
は
ス
タ
イ
ル
を
暴
力
的
に
破
壊
す
る
こ
と
に
も
な
る
わ
け

だ
が
…
。
だ
が
私
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
性
的
汎
論
理
主
義
と
は
異
な

る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
独
特
の
狂
気
の
汎
論
理
主
義
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
、
『
差

異
と
反
復
』
内
部
の
離
散
的
部
分
集
合
を
た
ど
る
こ
と
で
、
照
明
を

当
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
で

『
差
異
と
反
復
』
の
テ
ク
ス
ト
は
、
邦
訳
を
用
い
る
。『
差
異
と
反
復
』

の
拙
訳
は
、
何
度
か
部
分
的
に
改
訳
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
継
続
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
こ
の
「
『
差
異
と
反
復
』
の
解
析
と
再
構
成
の
試

み
」
に
お
い
て
全
面
的
な
改
訳
を
遂
行
す
る
つ
も
り
で
あ
る （
８
）。

で
は
、
以
上
に
述
べ
た
二
種
類
の
解
析
は
、
す
な
わ
ち
外
部
お
よ

び
内
部
に
お
け
る
関
連
づ
け
は
、
『
差
異
と
反
復
』
の
ど
こ
か
ら
始

め
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
ど
こ
か
ら
始
め
て
も
よ
い
だ
ろ
う
が
、
た
と

え
ば
、『
差
異
と
反
復
』
の
「
序
論
」
の
タ
イ
ト
ル
は
、『
差
異
と
反

復
』
と
い
う
書
物
の
タ
イ
ト
ル
を
逆
に
し
た
「
反
復
と
差
異
」
で
あ

り
、
主
に
反
復
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
そ

の
「
序
論
」
の
末
尾
で
こ
う
語
っ
て
い
る
。

「
差
異
と
反
復
と
い
う
二
つ
の
基
礎
概
念
の
出
会
い
は
、
も

は
や
最
初
か
ら
定
立
さ
れ
え
ず
、
反
対
に
、
反
復
の
本
質
に
関

わ
る
ラ
イ
ン
と
、
差
異
の
理
念
に
関
わ
る
ラ
イ
ン
と
い
う
、
二

つ
の
ラ
イ
ン
が
相
互
に
干
渉
し
交
差
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
う

や
く
出
現
す
る
に
ち
が
い
な
い （
９
）」。

し
た
が
っ
て
、
分
析
の
出
発
点
を
、
差
異
に
置
こ
う
と
反
復
に
置

こ
う
と
、
結
局
は
差
異
と
反
復
の
出
会
い
に
行
き
着
く
の
で
あ
ろ
う

が
、
私
は
反
復
か
ら
始
め
よ
う
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
第
二
章
「
そ

れ
自
身
に
向
か
う
反
復
」
に
お
け
る
反
復
論
あ
る
い
は
時
間
論
か
ら
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始
め
よ
う
と
思
う
。
そ
う
す
る
の
は
、
こ
の
第
二
章
が
、
常
識
的
な

意
味
で
比
較
的
筋
を
と
り
や
す
い
行
論
で
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
こ
の
私
の
論
文
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
を
読

ん
で
い
な
い
読
者
に
も
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
も
の
に
な
る
は
ず
で

あ
る
。
実
際
、
フ
ラ
ン
ス
本
国
で
も
、
『
差
異
と
反
復
』
を
読
み
通

し
て
い
る
読
者
は
、
専
門
的
な
研
究
者
を
除
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
多

く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
私
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
、
日
本
で
も
フ
ラ
ン

ス
で
も
、
ま
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
論
が
量
産
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
な
ど

で
も
、
や
や
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
専
門
家
の
独
占
物
に
な
り
つ
つ
あ
る

状
態
を
懸
念
し
て
い
る
。
『
差
異
と
反
復
』
を
、
で
き
れ
ば
、
一
般

の
読
書
人
に
も
近
づ
き
や
す
い
哲
学
書
に
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

さ
き
ほ
ど
、
哲
学
的
表
現
の
新
し
い
手
段
の
追
究
を
或
る
い
く
つ

か
の
芸
術
の
刷
新
に
見
合
っ
た
か
た
ち
で
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
言
葉
を
引
用
し
た
が
、
『
差
異
と
反
復
』

に
お
け
る
「
哲
学
的
表
現
の
新
し
い
手
段
の
追
究
」
は
、
芸
術
ば
か

り
で
な
く
、
数
学
や
物
理
学
と
も
連
携
し
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
。
で

は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
は
、
芸
術
や
科
学
に
恩
恵
を
も
た
ら
す
思
想

で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
ソ
ー
カ
ル
と
ブ
リ
ク
モ
ン
は
、
こ
う
述
べ

て
い
る「
最
近
死
ん
だ
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
も
っ
と
も
重
要
な

現
代
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
の
一
人
と
い
う
名
声
に
包
ま
れ
て
い

る
。
…
…
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
の
諸

著
作
）
に
は
実
に
様
々
な
科
学
の
テ
ー
マ
が
登
場
す
る
。
ゲ
ー

デ
ル
の
定
理
、
超
限
基
数
の
理
論
、
リ
ー
マ
ン
幾
何
学
、
量
子

力
学
な
ど
な
ど
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
取
り
扱
い
は
あ
ま
り
に

も
短
く
表
面
的
な
の
で
、
す
で
に
そ
の
テ
ー
マ
に
精
通
し
て
い

る
の
で
も
な
い
限
り
、
読
者
は
何
一
つ
き
ち
ん
と
し
た
こ
と
を

学
び
え
な
い
。
そ
し
て
、
専
門
的
な
知
識
の
あ
る
読
者
に
は
、

こ
ら
ら
の
議
論
が
た
い
て
い
は
無
意
味
で
あ
り
、
と
き
に
理
解

で
き
れ
ば
平
凡
で
混
乱
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
の
主
題
は
哲
学
で
あ
り
、
科
学
の
解
説

で
な
い
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
も
十
分
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
消
化
不
良
の
科
学
的
な
（
あ
る
い
は
疑
似
科
学
的

な
）
専
門
用
語
の
洪
水
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
哲
学
上
の
効
果

が
達
成
さ
れ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
？
わ
れ
わ
れ
の
見
解
で

は
、
も
っ
と
も
あ
り
そ
う
な
説
明
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ

は
、
幅
広
い
が
き
わ
め
て
浅
い
学
識
し
か
も
っ
て
お
ら
ず
、
そ

れ
を
著
作
に
陳
列
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る （

�）」。

で
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
自
身
は
、
哲
学
と
、
科
学
や
芸
術
と
の
関
係
を

ど
う
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
「
『
差
異
と
反
復
』
ア
メ

リ
カ
版
へ
の
序
文
」
に
お
け
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
説
明
に
耳
を
傾
け
よ

う
。
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「
ど
の
哲
学
も
、
科
学
や
芸
術
を
語
る
哲
学
自
身
の
方
式
を
、

そ
れ
ら
科
学
や
芸
術
と
の
同
盟
を
確
立
す
る
方
式
と
し
て
、
獲

得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
と
て
も
難
し
い
こ

と
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
哲
学
は
、
も
と
よ
り
ど
れ
ほ
ど
さ
さ
い
な

優
越
性
も
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
せ
よ
、
し
か
し
お
の

れ
自
身
の
固
有
な
諸
概
念
が
科
学
的
な
も
ろ
も
ろ
の
機
能
＝
関

数
や
芸
術
的
な
諸
構
築
を
把
握
し
う
る
と
い
う
点
に
関
連
し
て

は
じ
め
て
、
お
の
れ
自
身
の
諸
概
念
を
創
造
し
、
提
示
す
る
か

ら
で
あ
る
。
哲
学
的
概
念
は
、
け
っ
し
て
科
学
的
な
機
能
＝
関

数
や
芸
術
的
な
構
築
と
一
緒
く
た
に
は
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ

れ
で
も
な
お
、
科
学
や
芸
術
的
ス
タ
イ
ル
の
し
か
じ
か
の
領
域

の
な
か
で
、
そ
れ
ら
科
学
的
な
機
能
＝
関
数
や
芸
術
的
な
構
築

と
の
親
和
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
哲
学
の
科

学
的
内
容
や
芸
術
的
内
容
は
、
た
い
へ
ん
基
本
的
な
も
の
で
あ

り
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、
哲
学
は
、
で
し
ゃ
ば
っ
て
科
学
や
芸
術

を
前
進
さ
せ
よ
う
と
す
る
必
要
は
な
い
と
し
て
も
、
や
は
り
基

本
的
で
あ
る
そ
の
よ
う
な
機
能
＝
関
数
や
そ
の
よ
う
な
構
築
そ

の
も
の
に
関
す
る
本
来
哲
学
的
な
諸
概
念
を
形
成
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
、
哲
学
そ
れ
自
身
が
前
進
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

哲
学
は
、
科
学
か
ら
も
芸
術
か
ら
も
独
立
し
て
つ
く
ら
れ
る
こ

と
な
ど
あ
る
わ
け
が
な
い （

�）」。

『
差
異
と
反
復
』
の
第
四
章
「
差
異
の
理
念
的
総
合
」
と
第
五
章

「
感
覚
さ
れ
う
る
も
の
の
非
対
称
的
総
合
」
が
、
ま
さ
に
科
学
に
関

し
て
哲
学
的
考
察
を
遂
行
し
て
い
る
章
で
あ
る
。
た
し
か
に
ド
ゥ
ル
ー

ズ
が
言
う
よ
う
に
、
哲
学
は
、
哲
学
自
身
の
概
念
を
創
造
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
で
し
ゃ
ば
っ
て
科
学
や
芸
術
を

前
進
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
は
哲
学
の
目
的
で
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト
や

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
よ
う
な
本
来
数
学
者
で
あ
り
か
つ
自
然
科
学
者
で

あ
る
哲
学
者
で
な
い
か
ぎ
り
、
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
る
は
ず
が
な
い
。

し
か
も
一
七
世
紀
な
ら
い
さ
知
ら
ず
、
二
一
世
紀
の
現
代
に
あ
っ
て
、

現
代
数
学
や
現
代
物
理
学
を
、
哲
学
史
か
ら
出
発
し
た
哲
学
者
が
リ
ー

ド
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
私
は
、
科
学
や
芸
術
で
仕
事
を
す
る
人
々
や
、
あ
る
い

は
一
般
の
読
書
人
が
、
『
差
異
と
反
復
』
に
お
け
る
哲
学
的
諸
概
念

か
ら
、
自
由
に
、
何
ら
か
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
受
け
取
る
こ
と
が
、
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

一
『
差
異
と
反
復
』
第
二
章
の
解
析

（
一
）

時
間
論
の
構
造
の
ラ
フ
ス
ケ
ッ
チ

あ
ら
か
じ
め
、
『
差
異
と
反
復
』
第
二
章
「
そ
れ
自
身
へ
向
か
う

反
復
」
の
時
間
論
の
構
造
を
、
そ
の
内
容
に
立
ち
入
ら
ず
に
、
形
式

的
か
つ
概
略
的
に
記
述
し
て
お
こ
う
。
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ま
ず
、
第
二
章
の
前
半
で
、
過
去
の
何
人
か
の
哲
学
者
の
理
論
に

そ
く
し
て
、
三
つ
に
分
節
さ
れ
た
時
間
論
が
展
開
さ
れ
る
。

一
、「
時
間
の
第
一
の
総
合

生
け
る
現
在
」、
こ
れ
は
現
在
を

テ
ー
マ
に
し
た
時
間
論
で
あ
り
、「
経
験
的
な
受
動
的
総
合
」

と
呼
ば
れ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が

参
照
さ
れ
、
過
去
と
未
来
は
生
け
る
現
在
に
属
す
る
二
つ
の

次
元
と
さ
れ
る
。

二
、「
時
間
の
第
二
の
総
合

純
粋
過
去
」、
こ
れ
は
、
過
去
を

テ
ー
マ
に
し
た
時
間
論
で
あ
り
、
「
超
越
論
的
（
先
験
的
）

な
受
動
的
総
合
」
と
呼
ば
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、

カ
ン
ト
が
参
照
さ
れ
、
「
か
つ
て
現
在
で
あ
っ
た
こ
と
の
な

い
純
粋
過
去
、
現
在
が
過
去
化
し
た
の
で
は
な
い
純
粋
過
去
」

が
時
間
の
第
一
の
総
合
の
根
拠
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

三
、「
時
間
の
第
三
の
総
合

空
虚
な
形
式
と
し
て
の
時
間
」、

こ
れ
は
、
未
来
を
テ
ー
マ
に
し
た
時
間
論
で
あ
る
。
た
だ
し
、

「
受
動
的
総
合
」
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
に
も

と
づ
い
て
、
未
来
も
ま
た
反
復
と
さ
れ
、
こ
れ
が
永
遠
回
帰

と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
未
来
の
反
復
と
し
て
の
永
遠
回
帰
は
、

過
去
も
現
在
も
回
帰
さ
せ
ず
、
絶
対
に
新
し
い
も
の
し
か
生

産
し
な
い
と
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
第
二
章
の
後
半
で
、
た
だ
し
今
度
は
様
々
な
精
神
分
析

理
論
に
そ
く
し
て
、
以
上
の
三
つ
の
時
間
の
総
合
が
反
復
さ
れ
る
。

こ
こ
で
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
「
時
間
の
総
合
」
と
い
う
名
称
に
つ
い

て
少
し
ば
か
り
指
摘
し
て
お
こ
う
。
す
で
に
ヴ
ェ
ロ
ニ
ク
・
ベ
ル
ゲ

ン
も
指
摘
し
て
い
る
こ
と
だ
が （

�）、
こ
の
名
称
に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
の
第
三
二
節
以
下 （

�）か
ら
の
影
響
が

見
ら
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ペ
リ
ッ
ツ
編
の
カ
ン
ト
『
形
而
上
学

講
義
』
か
ら
、
構
想
力
（
想
像
力
）
に
現
在
・
過
去
・
未
来
の
時
間

的
性
格
を
見
い
だ
し
、
さ
ら
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
一
版
に
お
け

る
い
わ
ゆ
る
三
段
の
総
合
、
す
な
わ
ち
「
一
、
直
観
に
お
け
る
覚
知

の
総
合
」、「
二
、
構
想
力
（
想
像
力
）
に
よ
る
再
生
の
総
合
」、「
三
、

概
念
に
よ
る
再
認
の
総
合
」
に
、
現
在
性
、
過
去
性
、
未
来
性
を
あ

て
が
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
カ
ン
ト
の
三
つ
の
「
総
合
」
が
、

「
時
間
の
総
合
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
同
様
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
も
想
像
力
に
重
要
性
を
見
て

い
る
。
そ
し
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
三
つ
の
「
時
間
の
総
合
」
も
、
現
在
、

過
去
、
未
来
に
対
応
す
る
の
だ
が
、
そ
の
内
容
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に

よ
る
カ
ン
ト
三
段
の
総
合
の
解
釈
を
引
き
継
い
で
い
な
い
。

ま
た
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
「
受
動
的
総
合
」
と
い
う
名
称
は
、
フ
ッ

サ
ー
ル
の
、『
受
動
的
総
合
の
分
析
』
と
い
う
よ
り
、『
デ
カ
ル
ト
的

省
察 （

�）』
）
の
第
三
八
節
「
能
動
的
発
生
と
受
動
的
発
生
」
に
お
け
る

「
受
動
的
総
合

sy
n
th� ese

p
a
ssiv

e
」
か
ら
採
用
さ
れ
た
も
の
と
推

測
で
き
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
現
象
学
に
批
判
的
な
態
度
を
と
っ
て
い

る
が
、
こ
の
第
三
八
節
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
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い
る
。

た
し
か
に
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
を
、
そ
し
て
フ
ッ

サ
ー
ル
と
を
比
較
研
究
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
生
産
的
な
仕
事
に

な
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
比
較
研
究
は
、
こ
の
「
『
差

異
と
反
復
』
の
解
析
と
再
構
成
の
試
み
」
の
テ
ー
マ
で
は
な
い
。
ま

ず
、
『
差
異
と
反
復
』
そ
の
も
の
の
時
間
論
、
反
復
論
を
解
明
す
る

こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
の
目
的
で
あ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー

対
応
は
、『
差
異
と
反
復
』
で
顕
在
化
し
て
い
る
そ
れ
よ
り
も
、
も
っ

と
深
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
に
関
し
て

は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
ほ
か
は
な
い
。

（
二
）

第
二
章
第
一
段
落
の
解
析
―
１

こ
こ
か
ら
、
問
題
生
産
機
械
と
し
て
の
『
差
異
と
反
復
』
の
具
体

的
な
解
析
に
入
る
。
最
初
に
『
差
異
と
反
復
』
の
各
段
落
の
テ
ク
ス

ト
（
私
が
改
訳
し
た
も
の
）
を
引
用
し
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て

問
い
か
け
る
と
い
う
形
式
で
解
析
を
遂
行
す
る
。

さ
て
、
第
二
章
「
そ
れ
自
身
へ
向
か
う
反
復
」
の
冒
頭
の
段
落
は
、

三
つ
の
「
時
間
の
総
合
」
の
具
体
的
な
議
論
が
始
ま
る
前
に
置
か
れ

て
い
る
。
こ
の
最
初
の
段
落
に
は
「
反
復
：
何
か
が
変
化
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
」
と
い
う
小
見
出
し
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
段
落
は
、

第
二
章
全
体
の
「
序
」
に
相
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
反
復

�何
か
が
変
化
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

反
復
は

�

�

�、
反
復
す
る
対
象
に
お
い
て

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�、
何
も
変
化
さ
せ
な
い

�

�

�

�

�

�

�

�

�

が

�、
そ
の
反
復
を
観
照
す
る
精
神
に
お
い
て
は

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�何
か
を
変
化

�

�

�

�

�さ

�

せ

�る

�。
ヒ
ュ
ー
ム
の
こ
の
有
名
な
テ
ー
ゼ
は
、
わ
た
し
た
ち
を

問
題
の
核
心
に
つ
れ
て
ゆ
く
。
反
復
は
、
〔
事
例
や
要
素
の
〕

そ
れ
ぞ
れ
の
呈
示
＝
現
前
化
は
完
全
に
独
立
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
権
利
上

�折り
込
ん
で
い
る

�の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て

反
復
は
、
反
復
す
る
事
例
や
要
素
に
お
い
て
何
か
を
変
化
さ
せ

る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
反
復
に
お
け
る
不
連
続
性
と
瞬
間
性
の

規
則
は
、

�一
方
が
消
え
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
、
他
方
は
現
れ

な
い

�と
定
式
化
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

�瞬
間
的
精
神
〔
メ
ン

ス
・
モ
メ
ン
タ
ネ
ア

m
en

s
m
om

en
ta
n
ea
〕
と
し
て
の
物
質

�

の
状
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
反
復
は
で
き
あ
が
る
そ
ば
か
ら
壊

れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
以
上
、
ど
う
し
て
、「
二
番
目
の
も
の
」、

「
三
番
目
の
も
の
」、
ま
た
「
そ
れ
は
同
じ
も
の
だ
」
と
言
え
よ

う
か
。
そ
れ
〔
反
復
〕
は
即
自
を
有
し
て
い
な
い
の
だ
。
そ
の

か
わ
り
、
反
復
は
、
そ
の
反
復
を

�観照
す
る

�精
神
に
お
い

て
何
か
を
変
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
、

�変容

�の
本
質
な
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
た
と
え
し
て
、

�Ａ
Ｂ
、
Ａ
Ｂ
、
Ａ
Ｂ
、
Ａ
…
…

�と
い
う
タ
イ
プ
の
、
事
例

の
反
復
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
、
つ
ま
り
そ

れ
ぞ
れ
の
客
観
的
な
シ
ー
ク
エ
ン
ス

�ＡＢ

�は
、
他
の
事
例
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つ
ま
り
他
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
か
ら
独
立
し
て
い
る
。
反
復
は
、

（
た
だ
し
正
確
に
は
、
こ
こ
で
は
ま
だ
反
復
を
語
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
だ
が
）
、
対
象
に
お
い
て
は
、
あ
る
い
は

�Ａ
Ｂ

�

と
い
う

�物の
状
態

�に
お
い
て
は
、
何
も
変
化
さ
せ
な
い
。

そ
の
か
わ
り
、
観
照
す
る
精
神
の
な
か
に
、

�ひと
つ
の
変
化

�

が
生
産
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ひ
と
つ
の
差
異
が
、
つ
ま
り
何

か
新
し
い
も
の
が
、
精
神
の

�なか
に

�

�

�

�生
産
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
Ａ
が
現
れ
る
と
、
い
ま
や
私
は
、
Ｂ
の
出
現
を
予
期
す
る
。

こ
れ
こ
そ
が
、
そ
れ
〔
反
復
〕
の
構
成
に
必
然
的
に
入
ら
ざ
る

を
え
な
い
〔
関
与
せ
ざ
る
を
え
な
い
〕
或
る
根
源
的
な
主
観
性

と
し
て
の
、
反
復
の

�対自

�な
の
で
あ
ろ
う
か
。
反
復
の
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
と
は
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
反
復
を
観
照
す
る
精
神
の
な
か
に
そ
の
反
復
が
導

き
入
れ
る
差
異
つ
ま
り
変
化
に
よ
る
以
外
に
は
、
す
な
わ
ち
、

精
神
が
反
復
か
ら

�

抜
き
取
る

�

�

�

�

�或
る
差
異
に
よ
る
以
外
に
は
、

反
復
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と （

�）」。（〔
〕
記
号
お

よ
び
そ
の
な
か
の
言
葉
は
、
訳
者
が
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。

�
�

記
号
は
、
文
意
を
と
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
訳
者
が
挿
入
し

た
も
の
で
あ
る
。）

冒
頭
の
文
章
、
「
反
復
は
、
反
復
す
る
対
象
に
お
い
て
、
何
も
変

化
さ
せ
な
い
が
、
そ
の
反
復
を
観
照
す
る
精
神
に
お
い
て
は
何
か
を

変
化
さ
せ
る
。
」
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
『
人
性
論
』
に
お
け
る
い
く
つ
か

の
叙
述
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る （

�）。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
処
女
作
で
あ
る

著
書
『
経
験
論
と
主
体
性
』（
一
九
五
三
）
も
ヒ
ュ
ー
ム
論
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
す
で
に
こ
の
冒
頭
の
文
章
と
ほ
ぼ
同
じ
叙
述
が
あ
る （

�）。

と
こ
ろ
で
、
一
九
五
五
年
に
、
若
き
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
彼
自
身
が

編
纂
し
た
思
想
文
献
資
料
集
を
『
本
能
と
制
度
』
と
い
う
題
名
で
出

版
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
資
料
集
は
、
マ
ル
ク
ス
『
経
済
学
・
哲

学
草
稿
』
か
ら
の
抜
粋
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る （

�）。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
用
い
た
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
の
テ
ク
ス
ト
は
、

一
九
五
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
初
め
て
出
版
さ
れ
た
仏
訳
の
テ
ク
ス
ト

で
あ
る （

	）。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
抜
粋
し
た
仏
訳
の
箇
所
は
、
一
九
三
二
年

に
刊
行
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
ア
ド
ラ
ツ
キ
ー
版
の
ド
イ
ツ
語
テ
ク
ス
ト

に
合
致
し
て
い
る
。
そ
の
箇
所
は
、
草
稿
の
読
み
に
関
し
て
問
題
を

は
ら
む
文
章
を
含
ん
で
い
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
抜
粋
し
た
箇
所
に
含

ま
れ
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
文
章
を
訳
出
し
て
お
こ
う
。

「
活
動
と
精
神
は
、
そ
れ
ら
の
内
容
か
ら
し
て
も
存
在
様
態

か
ら
し
て
も
、
社
会
性
に
属
し
て
お
り
、
社
会
的
活
動
そ
し
て

社
会
的
精
神
た
る
も
の
で
あ
る （


）」。

こ
の
文
章
の
「
精
神
（
esp

rit）
」
に
相
当
す
る
ド
イ
ツ
語
は
、
ア

ド
ラ
ツ
キ
ー
版
で
は
「
G
eist（

精
神
）」
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
デ
ィ
ー
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ツ
書
店
版
に
お
け
る
読
み
で
は
「

G
en

u
�
（
享
受
）
」
で
あ
る
。
岩

波
文
庫
版
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
の
訳
者
は
「
内
容
か
ら
み
て
享

受
の
方
が
適
合
し
て
い
る
」
と
語
っ
て
お
り （

�）、
多
く
の
邦
訳
も
「
享

受
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
ア
ド
ラ
ツ
キ
ー
版
に
合

致
し
た
仏
訳
の
「
精
神
」
を
含
む
文
章
に
注
目
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
の
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
を
重

要
視
す
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
で
あ
れ
ば
、
こ
の
著
作
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル

批
判
を
知
ら
な
い
は
ず
は
な
く
、
そ
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
を
唯
物
論
の
立

場
か
ら
不
可
知
論
者
と
し
て
手
厳
し
く
批
判
す
る
レ
ー
ニ
ン
の
『
唯

物
論
と
経
験
批
判
論
』
も
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
仏

訳
は
す
で
に
、
一
九
二
八
年
に
は
出
版
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら （

�）。
だ

が
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
熱
狂
し
た
と
語
っ
て
お
り
、
ヒ
ュ
ー

ム
か
ら
出
発
し
よ
う
と
す
る
。

こ
の
問
題
も
や
は
り
稿
を
改
め
て
論
じ
る
ほ
か
は
な
い
が
、
こ
こ

で
は
さ
し
あ
た
っ
て
、
以
上
の
段
落
に
現
れ
て
い
る
「
物
質
」
と

「
精
神
」
と
い
う
言
葉
で
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
何
を
指
し
示
し
て
い
る

の
か
が
問
題
に
な
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
反
復
に
関
し
て
、
物
質

の
状
態
と
し
て
の
反
復
と
、
そ
の
物
質
的
反
復
を
観
照
す
る
精
神
が

区
別
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
こ
こ
で
、
「
物
質
」

と
「
精
神
」
の
二
元
論
を
主
張
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
他
方
、
提

示
さ
れ
て
い
る
物
質
の
例
は
、
現
代
物
理
学
が
問
題
に
す
る
何
ら
か

の
物
質
で
は
な
く
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
瞬
間
的
精
神
〔
メ
ン
ス
・
モ

メ
ン
タ
ネ
ア

m
en

s
m
om

en
ta
n
ea
（

�）〕
と
い
う
或
る
種
の
形
而
上
学

精
神
で
あ
る
。
形
而
上
学
的
精
神
と
し
て
の
物
質
を
、
観
照
す
る
精

神
に
対
置
す
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
何
を
意
図
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

（

1）
『
差
異
と
反
復
』
河
出
書
房
新
社
、
旧
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
版
一
三
頁
、

文
庫
版
（
上
）
一
一
～
一
二
頁
。

（

2）
『
狂
人
の
二
つ
の
体
制
一
九
八
三
―
一
九
九
五
』
河
出
書
房
新
社
、

一
五
七
～
一
五
八
頁
。
「
『
差
異
と
反
復
』
ア
メ
リ
カ
版
へ
の
序
文
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
こ
の
書
の
編
纂
者
ラ
プ
ー
ジ
ャ
ド
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
序
文
は
、
も
と
も
と
は
、
一
九
八
六
年
に
ド
ゥ
ル
ー

ズ
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
英
訳
さ
れ
て
、

一
九
九
四
年
発
行
の
英
語
版
『
差
異
と
反
復
』
の
冒
頭
に
お
い
て
、

「
英
語
版
へ
の
序
文
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
掲
げ
ら
れ
た
。

（

3）
同
書
一
六
二
頁
。

（

4）
ド
ゥ
ル
ー
ズ
『
記
号
と
事
件
』
河
出
書
房
新
社
、
一
七
頁
。

（

5）
同
書
、
旧
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
版
一
七
頁
、
文
庫
版
（
上
）
一
八
頁
。

（

6）
『
差
異
と
反
復
』、
旧
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
版
一
一
九
頁
、
文
庫
版
（
上
）

一
九
七
頁
。
同
書
、
旧
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
版
三
七
頁
、
文
庫
版
（
上
）

五
二
～
五
三
頁
。

（
7）

同
書
、
旧
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
版
四
二
四
頁
、
文
庫
版
（
下
）
三
〇
五

頁
。

（

8）
今
後
、
い
く
つ
か
の
雑
誌
で
本
論
を
展
開
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

（

9）
『
差
異
と
反
復
』
旧
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
版
五
五
頁
、
文
庫
版
（
上
）

八
五
～
八
六
頁
。
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（

10）
ア
ラ
ン
・
ソ
ー
カ
ル
、
ジ
ャ
ン
・
ブ
リ
ク
モ
ン
『
「
知
」
の
欺
瞞
』

岩
波
書
店
、
二
〇
五
～
二
〇
七
頁
。

（
11）

『
狂
人
の
二
つ
の
体
制
一
九
八
三
―
一
九
九
五
』
一
六
〇
頁
。

（

12）
V
� ero
n
iq
u
e
B
erg
en
,
L
・O
N
T
O
L
O
G
IE

D
E
G
IL
L
E
S

D
E
L
E
U
Z
E
,
L
・H
A
R
M
A
T
T
A
N
,
2001,

p
.320.

（

13）
M
A
R
T
IN
H
E
ID
E
G
G
E
R
,
K
a
n
t
et
le
p
rob
l� em
e
d
e
la

m
� eta
p
h
ysiq
u
e,
G
a
llim
a
rd
,
1953,

p
.
227.

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
『
カ

ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
理
想
社
、
一
八
八
頁
以
下
。

（

14）
E
d
m
o
n
d
H
U
S
S
E
R
L
,
M
ed
ita
tion
s
ca
rtesien

n
es
tra
d
u
it

p
a
r
P
eiffer

et
L
ev
in
a
s,
A
R
M
A
N
D
C
O
L
IN
,
1931,

p
p
.66

�

67.『
世
界
の
名
著

51

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ

フ
ッ
サ
ー
ル
』
中
央
公

論
社
、
二
六
二
～
二
六
四
頁
。

（

15）
G
illes

D
eleu
ze,
D
ifferen

ce
et
p
ep
etition

,
p
u
f,
2011,

p
.96.

『
差
異
と
反
復
』
、
旧
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
版
一
一
九
頁
、
文
庫
版
（
上
）

一
九
七
～
一
九
八
頁
。

（

16）
ヒ
ュ
ー
ム
『
人
性
論
』
（
一
）
岩
波
文
庫
二
五
二
～
二
五
五
頁
、

二
六
〇
頁
。

（

17）
ド
ゥ
ル
ー
ズ
『
経
験
論
と
主
体
性
』
河
出
書
房
新
社
、
九
二
～
九

三
頁
。

（

18）
ド
ゥ
ル
ー
ズ
『
ド
ゥ
ル
ー
ズ
初
期
』
夏
目
書
房
、
二
二
六
～
二
二

七
頁
。

（

19）
K
A
R
L

M
A
R
X
,
E
C
O
N
O
M
IE

P
O
L
IT
IQ
U
E

E
T

P
H
IL
O
S
O
P
H
IE
,
T
ra
d
u
it
p
a
r
J.M
o
lito
r,
T
O
M
E
V
I,

C
o
stes,

1953.

（

20）
ib
id
.,
p
.26.

（

21）
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
岩
波
文
庫
、

白
塚
・
田
中
訳
、
三
頁
以
下
、
一
三
三
頁
、
二
七
〇
頁
参
照
。

（

22）
L� en
in
e,
M
a
t� eria

lism
e
e
t
em
p
irio
criticism

e,
� E
d
itio
n
s

so
cia
les
in
tern
a
tio
n
a
les,

1928.

（

23）
L
E
IB
N
IZ
,D
ie
p
h
ilosop

h
isch
en
S
ch
riften

4,O
L
M
S
,1978,

S
.230.

増
永
洋
三
『
人
類
の
知
的
遺
産

38

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
』
、
講

談
社
、
二
七
四
頁
。
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