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１

　
は
じ
め
に

　

モ
ー
リ
ス
・
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
一
九
二
五
年
、『
記
憶
の
社
会
的
枠
組
み
』

（
以
下
、『
枠
組
み
』
と
記
す
）
を
著
し
た
）
1
（

。
同
書
の
革
新
性
を
一
言
で
表
す
と

す
れ
ば
、
ふ
つ
う
き
わ
め
て
私
秘
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
記
憶
現
象
を
、
き
わ

め
て
社
会
的
・
集
合
的
な
現
象
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ

れ
を
も
っ
て
し
て
、「
記
憶
の
社
会
学
」
が
誕
生
し
た
、
と
現
在
の
視
点
か
ら

は
言
え
る
。

　

と
こ
ろ
が
、『
枠
組
み
』
に
は
断
絶
が
あ
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
（N

am
er 1994: 335; 

鈴
木 2018: 392; 

金 2020b: 106

）。
つ
ま
り
、

記
憶
の
社
会
学
は
あ
る
種
の
欠
陥
を
負
っ
た
状
態
で
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
、
同
書
の
構
成
を
見
て
み
よ
う
。

　

序
文

　

第
１

章　

夢
と
記
憶
イ
メ
ー
ジ
（Le rêve et les im

ages-souvenirs

）

　

第
２

章　

言
語
活
動
と
記
憶
作
用
（Le langage et la m

ém
oire

）

　

第
３

章　

過
去
の
再
構
成
（Le reconstruction du passé

）

　

第
４

章　

記
憶
の
位
置
づ
け
（La localisation des souvenirs

）

　

第
５

章　

  

家
族
の
集
合
的
記
憶
作
用

　
　
　
　
　
（La m

ém
oire collective de la fam

ille

）

　

第
６

章　

 

宗
教
の
集
合
的
記
憶
作
用

　
　
　
　
　
（La m

ém
oire collective religieuse

）

　

第
７

章　

 

社
会
階
級
と
そ
の
伝
統

　
　
　
　
　
（Les classes sociales et leurs traditions

）

　

結
論

『
枠
組
み
』
を
断
絶
す
る
も
の
と
そ
の
架
橋

│
│ 

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
の
た
め
に
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
を
参
照
し
た
謎
を
追
っ
て 

│
│
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保
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（
１

） 　

本
稿
で
は
、m

ém
oire

とsouvenir

と
い
う
二
つ
の
記
憶
概
念
に
そ
れ
ぞ
れ
「
記
憶
作
用
」、「
記
憶
（
内
容
）」
と
い
う
訳
語
を
付
す
。
た
だ
し
、
す
で
に
邦
訳
の
あ
る
論
考
に
関
し
て
は

既
存
の
タ
イ
ト
ル
に
従
う
。
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各
章
題
だ
け
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
第
１

〜
４

章
と
第
５

〜
７

章
と
の

あ
い
だ
に
は
議
論
の
水
準
上
、
明
ら
か
な
違
い
が
あ
り
、
お
の
ず
と
２

つ
の
セ

ク
シ
ョ
ン
に
分
か
れ
る
。
前
半
セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
自
身
が

「
結
論
」
冒
頭
で
「
本
書
の
前
半
部
分
で
は
、
心
理
学
者
た
ち
の
議
論
を
あ
え

て
彼
ら
の
領
域
の
な
か
で
辿
っ
た
」（CS 273

＝358

）
と
振
り
返
っ
て
い
る

よ
う
に
、
心
理
学
的
分
析
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
対
し
て
後
半
セ
ク
シ
ョ
ン

で
は
、
家
族
・
宗
教
・
社
会
階
級
と
い
っ
た
社
会
集
団
を
対
象
に
し
た
、
社
会

学
的
・
歴
史
学
的
分
析
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
金
瑛
は
、
こ
の
よ
う
に
『
枠

組
み
』
が
二
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
分
か
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
書

い
て
い
る
。「
記
憶
の
社
会
学
は
、
こ
の
心
理
学
的
記
述
と
歴
史
学
的
記
述
の

間
に
あ
る
断
絶
を
理
論
的
に
架
橋
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、『
枠
組
み
』
に
お
け
る
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
、
個
人
の
心
理
的
な
次
元

と
集
団
の
歴
史
的
な
次
元
が
ど
の
よ
う
に
交
差
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
十
分
に

説
明
し
て
い
な
い
」（
金 2020b: 106

）。

　

浜
日
出
夫
（2002

）
に
よ
れ
ば
、
記
憶
の
社
会
学
と
は
「
心
理
学
に
ゆ
だ
ね

ら
れ
て
き
た
記
憶
と
い
う
領
域
を
、
社
会
学
の
対
象
と
し
て
捉
え
直
そ
う
と
す

る
試
み
」
で
あ
る
。
こ
の
設
定
に
照
ら
し
て
み
る
と
、『
枠
組
み
』
の
断
絶
は
、

社
会
学
が
捉
え
直
そ
う
と
し
た
「
心
理
学
に
委
ね
ら
れ
て
き
た
記
憶
と
い
う
領

域
」
／
「
社
会
学
の
対
象
と
し
て
」
の
記
憶
と
い
う
領
域
の
断
絶
で
あ
る
と
言

え
る
。

　

と
は
い
え
、
社
会
学
と
心
理
学
と
で
は
記
憶
現
象
の
把
握
の
仕
方
が
異
な
る
、

あ
る
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
で
想
定
さ
れ
る
記
憶
そ
れ
自
体
が
異
な
る
こ
と
を
前
提

に
し
て
、
そ
の
二
領
域
の
あ
い
だ
に
境
界
線
を
引
く
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
可
能
で

あ
る
し
、
社
会
学
の

4

4

4

4

記
憶
研
究
を
目
指
す
場
合
、
程
度
は
ど
う
で
あ
れ
、
そ
の

よ
う
な
境
界
線
が
要
請
さ
れ
る
の
は
必
然
で
さ
え
あ
る
。

　

実
際
、
浜
は
「
記
憶
の
社
会
学
・
序
説
」（2007

）
で
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス

理
論
を
参
照
し
そ
の
理
論
の
空
間
性
・
物
質
性
を
強
調
し
た
う
え
で
、
社
会
学

に
お
け
る
記
憶
研
究
を
、
ピ
エ
ー
ル
・
ノ
ラ
の
い
う
「『
記
憶
の
場
』
と
そ
れ

に
か
か
わ
る
人
び
と
の
活
動
」（
浜 2007: 7-8

）
の
観
察
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
。

そ
し
て
そ
の
論
考
の
終
わ
り
で
は
、
そ
れ
が
理
念
型
的
で
あ
る
と
い
う
留
保
を

付
し
つ
つ
、
社
会
学
の
記
憶
研
究
と
心
理
学
と
の
違
い
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

だ
が
、
浜
の
設
定
は
別
の
受
け
取
り
方
が
で
き
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
上
の

設
定
を
リ
テ
ラ
ル
に
受
け
取
れ
ば
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
む
し
ろ
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ

ク
ス
（
社
会
学
）
が
「
心
理
学
に
委
ね
ら
れ
て
き
た
記
憶
と
い
う
領
域
」
を
い

か
に
「
捉
え
直
」
し
た
の
か
と
い
う
、
社
会
学
と
心
理
学
・
精
神
分
析
な
ど
と

の
緊
張
関
係
に
あ
る
は
ず
だ
。
こ
の
よ
う
に
受
け
取
れ
ば
、
浜
の
設
定
は
『
枠

組
み
』
の
断
絶
を
め
ぐ
る
金
の
問
題
意
識
を
包
含
す
る
も
の
に
な
る
。

　

こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
た
こ
と
を
含
め
、
本
稿
の
関
心
を
四
つ
の
問
い
と
し

て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
い
ま
提
起
し
た
、『
枠
組
み
』
の
断
絶
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
。
第
二
に
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス

は
こ
の
断
絶
を
架
橋
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
。
第
三
に
、

架
橋
し
よ
う
と
し
た
の
な
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
企
画
で
あ
っ
た
の
か
、
そ

れ
は
上
手
く
い
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
い
。
第
四
に
、
現
在
の
社
会
学
は
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『
枠
組
み
』
の
断
絶
を
引
き
起
こ
し
た
も
の
を
乗
り
越
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
問
い
。
こ
れ
ら
の
問
い
は
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
理
論
に
内
在
的
な
も
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
、『
枠
組
み
』
の
断
絶
を
覗
く
こ
と
を
通
し
て
、
記
憶
の
社

会
学
と
い
う
領
域
を
始
ま
り
の
地
点
か
ら
問
い
直
す
試
み
で
も
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
こ
の
う
ち
主
に
第
二
と
第
三
の
問
い
に
取
り
組
み
、
そ
れ
に

よ
っ
て
第
一
の
問
い
に
あ
ら
た
め
て
回
答
し
つ
つ
、
現
在
の
視
点
か
ら
反
省
的

に
第
四
の
問
い
に
至
る
と
い
う
ル
ー
ト
を
採
る
。

　

だ
が
そ
の
前
に
、
あ
え
て
議
論
を
先
取
り
し
て
、
第
二
・
三
の
問
い
に
つ
い

て
こ
こ
で
回
答
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
は
金
同
様
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
『
枠

組
み
』
を
断
絶
す
る
も
の
を
架
橋
し
え
て
い
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
彼
は

そ
れ
を
架
橋
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
も
考
え
る
。
問
題
は
、
ど
の
よ
う
に
失
敗

し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

２

　
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
心
理
学
的
分
析

２
│
１
　『
枠
組
み
』
の
断
絶
と
謎

　

さ
て
、
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
、『
枠
組
み
』
の
心
理
学
的
分
析
に
つ
い
て

で
あ
る
。

　

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
『
枠
組
み
』
前
半
セ
ク
シ
ョ
ン
（
第
１

〜
４

章
）
の
試

み
を
「
記
憶
作
用
の
社
会
学
理
論
」（CS V

III

＝10

）
と
呼
ん
で
い
る
。
つ
ま

り
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
心
理
学
的
分
析
は
、「
記
憶
作
用
」
を
め
ぐ
っ
て
な

さ
れ
た
と
理
解
し
う
る
。

　

こ
の
記
憶
作
用
と
い
う
概
念
は
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
リ
セ
時
代
の
師
ア
ン

リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
か
ら
引
き
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
ベ

ル
ク
ソ
ン
哲
学
か
ら
「
記
憶
作
用
（m

ém
oire

）」
と
「
記
憶
（
内
容
）（sou-

venir

）」
と
い
う
二
概
念
と
そ
の
区
分
を
継
承
し
た
。
そ
の
意
味
内
容
を
ご
く

簡
潔
に
示
せ
ば
、
前
者
は
あ
る
過
去
を
記
憶
と
し
て
表
現
す
る
作
用
・
力
で
あ

り
、後
者
は
記
憶
作
用
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
記
憶
で
あ
る
。こ
の
区
分
は
『
集

合
的
記
憶
』（1950

）
に
ま
で
適
用
さ
れ
て
い
る
。

　

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
そ
う
し
て
、
か
つ
て
の
師
の
哲
学
を
部
分
的
に
継
承
し

た
。
だ
が
、
彼
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
む
し
ろ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
対
す
る
逆4

張
り

4

4

的
な
記
述
の
ほ
う
が
目
立
つ
。『
枠
組
み
』
前
半
セ
ク
シ
ョ
ン
は
ベ
ル
ク

ソ
ン
哲
学
に
支
え
ら
れ
る
一
面
を
も
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
哲
学
に
真
正
面
か
ら

挑
戦
状
を
突
き
つ
け
る
と
い
う
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
か
ら
成
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
記
憶
作
用
と
記
憶
と
い
う
概
念
区
分
を
含
め
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学

が
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
に
あ
た
え
た
影
響
は
従
来
、
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
の
直
接
対
決
が
図
ら
れ
た
『
枠
組

み
』
前
半
セ
ク
シ
ョ
ン
そ
れ
自
体
が
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
（
金 

2020b: 10-1; 

鈴
木 2018: 393

）。

　

た
と
え
ば
、『
枠
組
み
』
を
英
訳
し
た
ル
イ
ス
・
コ
ー
ザ
ー
（1992

）
は
、

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
理
論
の
う
ち
、
想
起
を
、
現
在
の
視
点
か
ら
の
過
去
の
再
構

成
で
あ
る
と
み
な
す
、「
過
去
の
再
構
成
論
」
を
殊
更
に
強
調
し
た
う
え
で
、

そ
の
理
論
を
現
在
主
義
で
あ
る
と
紹
介
し
批
判
し
て
い
る
。
コ
ー
ザ
ー
の
解
釈

は
こ
れ
ま
で
ひ
ろ
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、
実
際
に
は
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
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ク
ス
理
論
を
現
在
主
義
に
切
り
詰
め
て
理
解
す
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
（cf. 

金 2020b: 89-95

）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ー
ザ
ー
が
そ
の
よ
う
な
単
純
化

に
走
っ
て
し
ま
っ
た
そ
の
様
子
は
、
彼
が
『
枠
組
み
』
を
英
訳
す
る
際
に
前
半

セ
ク
シ
ョ
ン
を
抄
訳
で
済
ま
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
間
接
的
に
窺
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
、
彼
が
そ
の
英
訳
版
の
あ
る
注
釈
の
な
か
で
『
枠
組
み
』

を
抄
訳
し
た
こ
と
の
エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ズ
と
し
て
漏
ら
し
て
い
る
の
が
、
同
書
第

１

〜
４

章
の
心
理
学
的
議
論
は
第
５

〜
７

章
の
社
会
学
的
考
察
の
た
め
の
「
準

備
」
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
な
の
で
あ
る
（H

albw
achs 1992: 37

）。

　

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
心
理
学
的
・
哲
学
的
議
論
が
軽
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、

彼
の
理
論
が
一
般
に
「
集
合
的
記
憶
論
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
名
が
も
つ
雰
囲
気

4

4

4

を
頼
り
に
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
名
に
よ
っ
て
認
知
さ

れ
る
場
合
、
そ
の
理
論
は
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
記
憶
の
政
治

学
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、『
枠
組
み
』
の
後
半
セ
ク
シ
ョ
ン
は
、
金
曰
く
「
現
代
の
社
会
学

に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
『
集
合
的
記
憶
論
』
に
も
馴
染
み
や
す
い
部
分
だ
と
言
え

る
」（
金 2020b: 10

）。
す
な
わ
ち
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
自
身
が
実
際
に
そ
の

よ
う
な
「
集
合
的
記
憶
論
」
を
論
じ
、
か
つ
そ
う
し
た
側
面
を
強
調
し
て
も
い

る
。
そ
の
理
論
は
後
世
の
論
者
だ
け
で
な
く
提
唱
者
に
よ
っ
て
も
、
古
典
的
な

記
憶
の
政
治
学
に
つ
ら
な
る
よ
う
な
、
社
会
学
的

4

4

4

4

側
面
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
置
か

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
『
枠
組
み
』
を
断
絶
す
る
二
つ
の
分
析
視
角
を
架
橋
し

え
な
か
っ
た
。だ
が
だ
か
ら
と
い
っ
て
、そ
の
心
理
学
的
分
析
は
た
ん
な
る
「
準

備
」
に
過
ぎ
な
い
と
評
価
す
る
の
は
あ
ま
り
に
早
計
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、「
記

憶
作
用
の
社
会
学
理
論
」
／
「
集
合
的
記
憶
論
」
の
あ
い
だ
に
断
絶
を
観
察
で

き
る
こ
と
自
体
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

　

そ
し
て
、「
記
憶
作
用
の
社
会
学
理
論
」
が
い
か
に
構
想
さ
れ
た
の
か
を
知

る
う
え
で
、
ひ
い
て
は
『
枠
組
み
』
の
断
絶
を
問
う
う
え
で
、
最
大
の
参
照
点

と
な
る
の
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
い
ざ
そ
う
し
た
針
路
を
採
ろ
う
と
す
る
と
、
あ
る
壁
に
ぶ
つ
か

る
。
そ
れ
は
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
を
プ
ラ
ト
ン
と
ス
ピ
ノ

ザ
の
イ
デ
ア
論
を
参
照
し
な
が
ら
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
謎
で
あ
る
。

ふ
つ
う
に
考
え
れ
ば
、
イ
デ
ア
論
を
参
照
す
る
こ
と
は
記
憶
現
象
を
西
洋
哲
学

的
伝
統
と
は
異
な
る
位
相
に
お
い
て
把
握
し
よ
う
と
し
た
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の

思
惑
に
反
し
て
い
る
。
だ
が
、
彼
は
そ
の
こ
と
を
十
分
に
は
説
明
し
て
く
れ
て

い
な
い
。
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

２
│
２
　
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
と
ベ
ル
ク
ソ
ン

　

そ
こ
で
次
に
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
違
い
を
整
理
し
て
お
こ

う
。

　

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
社
会
学
の
視
点
か
ら
乗
り
越
え

る
、
あ
る
い
は
批
判
的
に
継
承
す
る
こ
と
を
「
記
憶
作
用
の
社
会
学
理
論
」
の

主
戦
略
と
し
て
い
る
。
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
な
に
を
批
判
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
。

　

ジ
ュ
ラ
ー
ル
・
ナ
メ
ル
は
、
そ
れ
ま
で
心
理
学
を
学
ん
で
こ
な
か
っ
た
ア
ル
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ヴ
ァ
ッ
ク
ス
が
、
な
ぜ
４

年
以
上
も
か
け
て
『
枠
組
み
』
に
取
り
組
ん
だ
の
か
、

な
ぜ
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
標
的
に
し
た
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
一
九
二
五
年
だ
っ

た
の
か
、
と
問
う
て
い
る
（N

am
er 1994: 318

）。

　

ナ
メ
ル
の
見
立
て
に
よ
れ
ば
、『
枠
組
み
』
の
刊
行
は
、
心
理
学
主
義
と
社

会
学
の
戦
い
、ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ム
と
合
理
主
義
の
戦
い
、エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ

ル
ケ
ー
ム
の
後
継
を
め
ぐ
る
ラ
イ
バ
ル
た
ち
と
の
戦
い
に
挑
む
も
の
で
あ
っ
た

（N
am
er 1994: 305

）。
こ
こ
に
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
末
期
に
デ
ュ
ル
ケ
ー

ム
が
死
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
学
派
全
体
も
ま
た
戦
争
に
よ
っ
て
大
き
な
ダ
メ
ー

ジ
を
負
っ
て
い
た
そ
の
裏
で
、
大
戦
後
も
生
き
残
っ
た

4

4

4

4

4

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
合
理
主

義
に
も
社
会
学
に
も
勝
利
を
収
め
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
大
戦
以
前
か
ら
、
合
理
主
義
を
そ
の
存
立
原
理
と
す
る
西

欧
近
代
文
化
へ
の
反
感
が
生
ま
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
記
憶
の
在
り
か
た
が
問
わ

れ
て
い
た
。
そ
の
ひ
と
つ
の
象
徴
が
、
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ス
ム
失
敗
の
後
、
フ
ラ
ン

ス
の
右
翼
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
根
源
と
な
る
記
憶
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
準
備
し
た
、

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
同
時
代
人
、
モ
ー
リ
ス
・
バ
レ
ス
で
あ
る
。
バ
レ
ス
が
導
か

れ
た
の
は
、「
一
方
で
実
証
主
義
・
主
知
主
義
・
合
理
主
義
の
否
定
と
し
て
の

本
能
や
無
意
識
の
賛
美
、
他
方
で
個
人
主
義
の
否
定
と
し
て
の
国
民
共
同
体
の

称
揚
と
い
う
、
近
代
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
逆
転
し
た
観
念
」
で
あ
っ
た
（
深
澤 

1999: 376-7

）。
そ
う
し
て
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
バ
レ
ス
の
「
大
地
と

死
者
」
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
人
間
は
本
能
に
よ
っ
て
、
地
域
か
ら
国
民
へ

と
拡
大
す
る
地
理
的
集
団
（
＝
共
同
体
）
へ
の
同
一
化
と
、
共
同
体
の
連
続
性

（
＝
伝
統
）
へ
の
同
一
化
と
を
果
た
す
こ
と
で
、
真
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

形
成
し
う
る
、
と
い
う
保
守
的
な
教
義
で
あ
る
（
深
澤 1999: 124

）。「
物
質

的
で
無
意
識
的
な
記
憶
（m

ém
oire

）」
や
「
土
の
記
憶
（m

ém
oire

）」
に
支

え
ら
れ
て
い
る
（N

am
er 1994: 301

）、
バ
レ
ス
の
教
義
は
シ
ャ
ル
ル
・
モ
ー

ラ
ス
ら
へ
と
受
け
継
が
れ
、
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
準
備
す
る
母
体
と

な
っ
て
い
く
。
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
が
青
年
期
以
降
、
直
面
し
て
き
た
の
は
、
こ

う
し
た
反

－

合
理
的
・
近
代
的
で
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
集
合
的
な

4

4

4

4

記
憶
観

だ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
一
九
一
八
年
の
余
波
を
受
け
た
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
反
動
の
象
徴
」（N

am
er 1994: 318

）
と
看
做
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事

情
の
う
ち
に
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
が
か
つ
て
の
師
を
仮
想
敵
に
設
定
し
た
動
機

の
ひ
と
つ
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
整
理
だ
け
で
は
、「
一

九
二
三
年
か
ら
一
九
四
四
年
ま
で
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
唯
一
の
社
会
学
ノ
ー

ト
は
事
実
上
、
記
憶
作
用
の
社
会
学
に
費
や
さ
れ
て
い
た
」（N

am
er 1994: 

318

）
こ
と
、『
集
合
的
記
憶
』
に
至
る
ま
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
へ
の
批
判
的
態
度
が

維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
原
動
力
ま
で
は
推
察
で
き
な
い
。

　

コ
ー
ザ
ー
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
ナ
メ
ル
も
ま
た
暗
に
前
提
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
議
論
を
構
築
主
義
的
で
合

理
主
義
的
と
い
う
性
質
の
み
に
回
収
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
ア
ル

ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
『
枠
組
み
』
の
段
階
か
ら
、
記
憶
現
象
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
現

在
時
の
政
治
力
学
に
支
配
さ
れ
る
、
合
理
的
で
現
在
主
義
的
な
も
の
と
し
て
は

考
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
理
論
は
「
記
憶
作
用
の
現
在
主
義
的
な
側
面

と
累
積
的
な
側
面
の
双
方
に
目
を
配
る
と
同
時
に
、
両
者
の
せ
め
ぎ
合
い
と
い
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う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
も
着
目
す
る
理
論
な
の
で
あ
」
る
（
金 2020b: 89-95

）。

　

と
は
い
え
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
が
自
ら
の
試
み
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
と
を
鋭

く
対
照
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
記
憶
作
用
の
社
会
学
理
論
」
を
展
開
し

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、
そ
の
争
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

　

そ
れ
は
、「
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
物
質
に
は
還
元
で
き
な
い
記
憶
作
用
の
精
神
的

な
次
元
を
論
じ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
物
質
に
は
還
元
で
き

な
い
記
憶
作
用
の
社
会
的
な
次
元
を
論
じ
た
」
点
に
あ
る
（
金 2020a: 279

）。

あ
る
い
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
記
憶
観
は
「
孤
立
し
た
存
在
」（CS V
I

＝8

）
と

し
て
の
人
間
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
、
両
者
の
違
い
は
人

間
観
の
違
い
に
あ
る
と
も
言
え
る
。

　

こ
う
し
た
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
立
場
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
の
が
、「
記

憶
は
外
部
か
ら
私
に
呼
び
起
こ
さ
れ
る
」（CS V
I
＝9
）
と
い
う
命
題
で
あ
る
。

彼
は
、
記
憶
は
脳
な
ど
の
物
質
に
保
存
さ
れ
る
と
い
う
記
憶
を
物
質
に
還
元
す

る
把
握
の
仕
方
だ
け
で
な
く
、
精
神
に
お
い
て
過
去
そ
れ
自
体
が
保
存
さ
れ
る

と
い
う
精
神
的
な
次
元
の
純
粋
性
へ
の
信
奉
を
も
否
定
し
、
記
憶
現
象
を
集
団

や
他
者
と
の
関
係
の
も
と
で
把
握
し
よ
う
と
す
る
。

　

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
か
ら
す
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
記
憶
論
は
「
無
意
識
状
態

で
の
記
憶
の
存
続
と
い
う
テ
ー
ゼ
」（CS V

II-V
III

＝10

）
に
も
と
づ
く
、「
私
」

の
内
部
（
＝
精
神
的
な
次
元
）
に
閉
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ア

ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
意
識
の
外
に
あ
る
記
憶
と
し
て
の
無
意
識
を
想
定
し
な
い
こ

と
を
前
提
に
、「
私
」
の
内
部
に
表
現
さ
れ
る
記
憶
は
「
私
」
が
外
部
（
＝
社

会
的
な
次
元
）
に
開
か
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
る
と
考
え
る
。

　

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
外
部
に
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
記
憶

作
用
が
き
わ
め
て
意
識
的
な
も
の
と
し
て
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
主
張
を
支
え
て
い
る
の
が
、
知
覚
は
「
社
会
的
な
デ
ィ

シ
プ
リ
ン
」
の
も
と
に
あ
り
、
知
性
は
直
接
的
・
間
接
的
に
他
者
か
ら
も
た
ら

さ
れ
た
言
語
的
な
観
念
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
い
う
認
識
で
あ
る
（CS 59

＝

85

）。
思
い
出
す
と
い
う
営
み
は
、
記
憶
の
位
置
づ
け
や
対
象
へ
の
名
づ
け
、

反
省
と
い
っ
た
、
集
団
の
思
考
様
式
に
則
っ
た
知
的
・
分
析
的
で
、
意
識
的
な

働
き
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
（CS 23

＝38

）。

　

た
だ
し
、
記
憶
は
「
私
」
の
内
部
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
以
上
、
そ
う
し
た

想
定
は
当
然
、
内
部
の
抹
消
を
意
味
し
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
脱
構
築
的
に

内
部
の
純
粋
性
を
突
き
崩
す
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
言
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
そ
の
姿
勢
は
基
本
的
に
一
貫
し
て
い
る
。
彼

の
「
記
憶
作
用
の
社
会
学
理
論
」
は
あ
る
種
の
過
剰
さ
を
そ
な
え
て
は
い
る
け

れ
ど
、
そ
れ
は
、
心
理
学
や
哲
学
か
ら
自
律
し
た
、
記
憶
現
象
の
把
握
の
仕
方

を
追
い
求
め
た
結
果
な
の
で
あ
る
。

３

　
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
「
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
」
？

　

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
『
枠
組
み
』
の
「
結
論
」
で
、
彼
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判

を
貫
く
主
柱
を
、
次
の
よ
う
に
簡
潔
な
一
文
で
示
し
て
み
せ
て
い
る
。
ベ
ル
ク

ソ
ン
哲
学
は
「
こ
れ
ま
で
試
み
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
明
確
に
、
イ
メ
ー
ジ
と
呼
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ば
れ
る
も
の
と
概
念
（concept

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
を
対
立
さ
せ
た
」（CS 

279
＝366

）、
と
。

　

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
体
系
に
お
い
て
は
、「
イ

メ
ー
ジ
は
関
連
す
る
想
念
す
べ
て
、
知
的
な
意
味
作
用
す
べ
て
か
ら
解
放
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
定
義
」
さ
れ
、「
概
念
は
あ
ら
ゆ
る
イ
メ
ー
ジ
を
取
り
除
く

こ
と
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
い
る
」（CS 279

＝3

）
2
（66

）。
つ
ま
り
、
イ
メ
ー
ジ

と
概
念
と
が
鋭
く
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
、

個
々
具
体
的
で
身
体
的
・
感
覚
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
体
験
的
＝
精
神
的
な
次
元

に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
と
、
他
者
と
共
有
さ
れ
て
い
る
意
味
的
＝
社
会
的
な
次
元
に

あ
る
概
念
と
は
純
粋
に
は
切
り
離
し
え
な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
も
そ
も
イ

メ
ー
ジ
は
社
会
的
な
意
味
作
用
抜
き
に
は
構
成
さ
れ
え
な
い
と
考
え
る
。

　

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
想
起
を
過
去
の
再
構
成
だ
と
み
な
し
、
想
起
の
度
に

「
か
つ
て
の
イ
メ
ー
ジ
は
す
で
に
著
し
く
変
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」（M

C 119

＝73

）
と
書
く
。
こ
う
し
た
主
張
が
可
能
と
な
る
の
は
、
彼
に
と
っ
て
、
記
憶

は
イ
メ
ー
ジ
だ
け
に
還
元
さ
れ
る
の
で
は
な
い
「
意
味
を
伴
う
表
現
（expres-

sion

）」（
金 2020b: 30

）
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
「
イ
メ
ー
ジ
と
概
念
の
峻
別
」
批
判
に
は
、「
私
」
の
内
部
の
純
粋
性

を
突
き
崩
す
と
い
う
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
の
姿
勢
を
根
本
で
支
え
る
、
ア
ル

ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
基
本
的
な
認
識
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、

こ
の
批
判
の
意
義
を
理
解
す
る
の
に
、
そ
れ
ほ
ど
苦
労
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、「
イ
メ
ー
ジ
と
概
念
の
峻
別
」
批
判
を
め
ぐ
っ
て
は
、
じ
つ
は

や
っ
か
い
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
先
に
述
べ
た
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
が
プ

ラ
ト
ン
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
イ
デ
ア
論
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

批
判
を
哲
学
的
に
裏
付
け
よ
う
と
し
た
と
い
う
謎
で
あ
る
。

　

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
が
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
『
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
』
を
破
棄
し
て

い
る
の
は
明
白
で
あ
る
」（
山
下 2005: 44

）
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
物
質

だ
け
で
な
く
精
神
に
も
記
憶
は
保
存
さ
れ
な
い
と
い
う
彼
の
立
場
が
、
魂
が
か

つ
て
観
照
し
た
イ
デ
ア
を
真
の
記
憶
で
あ
る
と
す
る
プ
ラ
ト
ン
や
そ
の
思
想
に

連
な
る
西
洋
哲
学
の
伝
統
的
記
憶
観
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
地
点
を
目
指
し
た
も

の
で
あ
る
か
ら
だ
。
だ
が
じ
つ
は
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学

を
批
判
す
る
た
め
に
「
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
」
に
頼
っ
て
い
る
。

　

こ
の
問
題
の
や
っ
か
い
さ
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
の
た
め
に
な
さ
れ
る
哲
学

的
議
論
が
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
記
憶
論
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い

る
の
か
が
判
然
と
し
な
い
、
あ
る
い
は
蛇
足
に
さ
え
見
え
る
、
と
い
う
点
に
あ

る
。
な
ぜ
、「
イ
メ
ー
ジ
と
概
念
の
峻
別
」
批
判
は
イ
デ
ア
論
に
依
拠
し
て
論

じ
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

　

で
は
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
実
際
に
、
ど
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

（
２

） 　

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
り
概
念
で
も
あ
る
よ
う
な
、
そ
の
中
間
的
な
位
相
と
し
て
想
念
（notion
）
を
想
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
想
念
概
念
は
ほ
か
の
諸
論
考
に
お

い
て
も
散
見
さ
れ
る
一
方
で
、
術
語
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
る
の
か
微
妙
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
考
え
方
が
彼
の
議
論
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
変
わ

り
は
な
い
。
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の
か
。
と
い
う
風
に
話
を
進
め
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
そ
う
す
る
の
に
も

限
界
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
が
イ
デ
ア
論
に
言
及
し
て
い
る

の
は
、
原
文
に
し
て
１

ペ
ー
ジ
弱
に
過
ぎ
ず
、
そ
う
し
て
圧
縮
さ
れ
て
い
る
が

ゆ
え
に
不
可
解
な
点
も
多
い
か
ら
だ
。
た
し
か
に
、
イ
デ
ア
論
が
集
合
表
象
論

や
個
人
意
識
の
あ
り
方
の
議
論
と
関
わ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
は
い
る
。
だ
が
、

そ
れ
以
上
の
説
明
は
な
い
。

　
「
イ
メ
ー
ジ
と
概
念
の
峻
別
」
批
判
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
金
（2020a

）

が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
の
哲
学
的
議
論
を
追
究
す
る

こ
と
の
難
し
さ
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
な
か
な
か
手
が
か
り
が
見
当
た

ら
な
い
。
そ
れ
を
愚
直
に
追
お
う
と
す
れ
ば
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
が
示
唆
す
る

よ
う
に
形
相
と
質
料
の
関
係
を
め
ぐ
る
古
く
か
ら
の
哲
学
的
議
論
に
巻
き
込
ま

れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
金
が
述
べ
る
通
り
、
そ
う
し
た
哲
学
的
な
思
索
が
記
憶
の

社
会
学
の
一
側
面
を
見
直
す
う
え
で
必
要
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
（
金 

2020a: 281

）。
だ
が
、
本
稿
の
関
心
は
そ
こ
に
は
な
い
。

　

前
置
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
実
際
の
テ
ク
ス
ト
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

そ
れ
は
次
の
よ
う
な
一
文
か
ら
始
ま
る
。

　

プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
の
現
代
の
解
釈
者
た
ち
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
理
論
は
、

彼
が
そ
の
理
論
を
構
想
し
発
展
さ
せ
た
ギ
リ
シ
ア
の
民
衆
の
考
え
方
と
無

関
係
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。（CS 280

＝366

）

　

そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
つ
づ
く
。

　

ギ
リ
シ
ア
民
衆
の
想
像
力
が
勝
利
、
愛
、
笑
い
、
死
、
哀
れ
み
、
健
康
、

富
と
い
っ
た
神
々
を
作
り
出
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
ら
が
想
像
に

よ
っ
て
そ
こ
に
活
動
的
な
力
を
見
て
取
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

人
び
と
が
自
分
や
他
者
の
な
か
に
生
き
生
き
と
し
た
働
き
を
感
じ
取
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
ん
な
る
擬
人
化
で
は
な
か
っ
た
が
、

も
は
や
抽
象
化
で
も
な
か
っ
た
。
人
び
と
が
そ
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
と

す
れ
ば
、
同
様
に
、
正
義
や
美
徳
を
、
活
動
的
で
永
遠
な
る
力
、
一
切
の

現
世
の
事
物
を
超
え
た
力
と
し
て
考
え
る
の
も
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

詩
人
や
芸
術
家
た
ち
は
そ
の
先
駆
け
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
プ
ラ
ト
ン
は
、

正
義
の
女
神
を
作
り
出
し
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
、
中
立
的
な
指

示
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
格
的
な
要
素
を
そ
こ
か
ら
取
り
除
く
こ
と
を

念
頭
に
置
い
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
に
と
っ
て
そ
れ
は
抽
象
化
と
は
対
極

に
あ
る
。
そ
れ
は
概
念
で
は
な
い
。
概
念
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
、
実
在

す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
は
、「
属
性

（attributs

）」
す
な
わ
ち
抽
象
的
に
考
え
ら
れ
た
性
質
で
は
な
く
、
人
格

で
は
な
い
に
せ
よ
「
主
体
（sujets

）」
を
示
し
て
い
る
。（CS 280

＝

366

）

　

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
言
う
と
こ
ろ
の
イ
デ
ア
と
は
、
ギ
リ
シ

ア
の
人
び
と
が
共
有
す
る
理
念
を
た
ん
に
擬
人
化
あ
る
い
は
抽
象
化
し
た
も
の
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で
は
な
い
、
つ
ま
り
、
イ
メ
ー
ジ
化
あ
る
い
は
概
念
化
し
た
も
の
で
は
な
い
、

そ
れ
以
上
の
も
の
、
実
在
だ
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ
が
「
主
体
」
だ
と
考
え
て

い
る
）
3
（

。

　

だ
が
、
こ
の
独
特
な
、
そ
し
て
ど
こ
か
危
険
に
も
思
わ
れ
る
プ
ラ
ト
ン
の
イ

デ
ア
論
理
解
に
つ
い
て
の
検
討
は
こ
こ
で
一
度
、
立
ち
止
ま
る
ほ
か
な
い
。
と

い
う
の
も
、
彼
が
残
し
た
プ
ラ
ト
ン
解
釈
は
こ
れ
で
す
べ
て
と
言
っ
て
よ
い
か

ら
で
あ
る
。
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

　

こ
の
短
い
文
章
を
注
意
し
て
読
ん
で
み
る
と
、
あ
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
そ

れ
は
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
を
、
そ
の
内
容
と
い
う

よ
り
も
、
そ
の
理
論
が
生
ま
れ
た
状
況
と
い
う
観
点
か
ら
解
釈
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
手
が
か
り
の
気
配
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
。
そ

れ
は
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
に
こ
の
よ
う
な
理
解
を
可
能
に
し
た
、「
プ
ラ
ト
ン

に
つ
い
て
の
現
代
の
解
釈
者
た
ち
」
に
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
誰
か
。

４

　
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
の
た
め
に

　
　
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
を
参
照
し
た
謎
を
追
っ
て

４
│
１
　「
プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
の
現
代
の
解
釈
者
た
ち
」

　

謎
は
ど
こ
か
ら
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
か
。
そ
の
手
が
か

り
は
、「
プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
の
現
代
の
解
釈
者
た
ち
」
に
あ
る
。
ア
ル
ヴ
ァ
ッ

ク
ス
は
『
枠
組
み
』
の
「
結
論
」
に
付
し
た
注
釈
の
な
か
で
、
彼
の
プ
ラ
ト
ン

論
の
参
照
先
と
し
て
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
り
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
が
、

ド
イ
ツ
の
文
献
学
者
ウ
ル
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ラ
モ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
＝
メ
ー
レ

ン
ド
ル
フ
で
あ
る
。

　

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
一
八
七
七
年
、
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
地
方
ラ
ン
ス
に
生
ま

れ
た
。
父
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
は
ド
イ
ツ
語
教
科
書
を
著
し
た
学
者
で
あ
っ
た
。
な

お
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
か
ら
離
れ
た
後
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大

学
の
奨
学
生
と
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
を
研
究
し
（Becker 2003: 25

）、

社
会
学
に
接
近
し
て
以
降
も
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
い
ち
早
く
フ
ラ
ン

ス
に
紹
介
す
る
な
ど
、
ド
イ
ツ
の
社
会
科
学
を
紹
介
す
る
論
考
を
い
く
つ
か
書

い
て
い
る
。

　

と
は
い
え
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
へ
の
「
近
さ
」
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

批
判
を
哲
学
的
に
方
向
づ
け
る
と
い
う
大
役
を
、
わ
ざ
わ
ざ
ヴ
ィ
ラ
モ
ー

ヴ
ィ
ッ
ツ
に
任
せ
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
プ
ラ
ト
ン
論
の
具
体
的
な
内

容
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
ヴ
ィ
ラ
モ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
の

『
プ
ラ
ト
ン
』（1919

）
に
つ
い
て
、
主
に
佐
々
木
毅
（1998

）
を
参
照
し
な
が

ら
整
理
し
て
み
よ
う
。

　

二
〇
世
紀
以
降
、
プ
ラ
ト
ン
の
、
と
く
に
彼
の
『
国
家
』
の
政
治
性
を
め
ぐ
っ

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
沸
き
起
こ
っ
た
│
│
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
の
『
開
か
れ

た
社
会
と
そ
の
敵
』（1945

）
が
ひ
と
つ
の
代
表
例
で
あ
る
よ
う
に
、
第
二
次

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

（
３

） 　

本
稿
で
は
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
プ
ラ
ト
ン
論
の
み
に
焦
点
を
当
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
論
に
つ
い
て
は
議
論
し
な
い
。
他
方
、
ナ
メ
ル
（1994

）
は
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
と
の
関
係
の
も
と
で
想
念
概
念

に
つ
い
て
何
度
か
言
及
し
て
い
る
。「
イ
メ
ー
ジ
と
概
念
の
峻
別
」
批
判
を
め
ぐ
る
哲
学
的
議
論
を
追
究
し
て
い
く
う
え
で
は
、
ナ
メ
ル
や
金
の
指
摘
を
併
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
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世
界
大
戦
後
は
否
定
的
な
も
の
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
の
だ
が
。
納
富
信
留

（2012

）
に
よ
れ
ば
、『
国
家
』
は
プ
ラ
ト
ン
が
五
〇
代
を
む
か
え
た
壮
年
期
、

イ
デ
ア
論
を
中
心
と
す
る
独
自
の
哲
学
を
展
開
し
て
い
る
時
期
に
書
か
れ
た
と

通
常
推
定
さ
れ
て
い
る
。
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
以
来
、
プ
ラ
ト
ン
の
代
表
作
は
宇

宙
論
を
主
題
と
す
る
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
は
な
に
よ
り

も
哲
学
者
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
論
究
さ
れ
て
い
た
の
は
も
っ
ぱ

ら
そ
の
思
想
の
体
系
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
だ
が
、
一
九
世
紀
中
頃
の
イ
ギ
リ

ス
と
ド
イ
ツ
を
中
心
に
、『
国
家
』
へ
の
関
心
の
移
行
と
い
う
大
転
換
が
起
こ

る
）
4
（

。
古
代
哲
学
の
最
重
要
著
作
と
な
っ
た
『
国
家
』
は
20
世
紀
に
入
る
と
次
第

に
政
治
的
な
読
解
の
対
象
と
な
る
。

　

そ
の
後
、
プ
ラ
ト
ン
の
諸
著
作
を
文
体
の
特
徴
か
ら
時
期
的
に
区
別
し
て
、

そ
の
「
発
展
」
を
見
つ
け
だ
そ
う
と
す
る
文
献
学
的
な
試
み
が
広
が
っ
て
い
く
。

そ
う
し
て
、「
発
展
」
が
プ
ラ
ト
ン
論
の
出
発
点
と
な
る
場
合
、
そ
の
解
明
に
は
、

哲
学
的
概
念
の
展
開
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
、
も
し
く
は
諸
作
品
を
書
い
た
著
者

に
重
点
を
移
す
と
い
う
二
つ
の
や
り
方
が
見
ら
れ
た
。

　

ヴ
ィ
ラ
モ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
『
プ
ラ
ト
ン
』
は
こ
の
後
者
の
方
法
論
的
な
転
換

に
先
鞭
を
つ
け
た
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
哲
学
的
分
析
と
い
う
よ

り
は
伝
記
的
な
意
味
合
い
が
強
い
も
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
彼
の
プ
ラ
ト
ン
理

解
の
特
徴
は
、
諸
著
作
そ
れ
自
体
に
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
生
み
出
し
た
プ
ラ

ト
ン
と
い
う
人
間

4

4

に
重
点
を
置
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

ヴ
ィ
ラ
モ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
そ
の
序
文
で
、「
プ
ラ
ト
ン
は
、
同
僚
た
ち
だ
け

が
理
解
で
き
る
よ
う
な
哲
学
の
教
授
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
そ
れ
以
上
の
存
在

で
あ
ろ
う
と
し
た
。
私
は
彼
が
何
を
望
み
、
い
か
な
る
人
物
で
あ
っ
た
の
か
を

示
し
た
い
。
私
は
人
間
を
示
そ
う
と
思
う
」（W

ilam
ow
itz [1919] 1920: 3

）

と
書
い
て
い
る
。
彼
は
プ
ラ
ト
ン
と
い
う
人
間
が
「
い
か
に
し
て
生
ま
れ
、
何

を
望
み
、
何
を
考
え
、
何
を
し
た
か
を
理
解
す
る
こ
と
」（W

ilam
ow
itz [1919] 

1920: 4

）
を
目
指
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
を
、
彼
が
生
き
た
同
時
代
の
な
か
に
置
き
、

そ
の
な
か
で
彼
の
経
験
や
個
性
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
試
み
は
、「
哲

学
者
プ
ラ
ト
ン
」
か
ら
「
人
間
プ
ラ
ト
ン
」
へ
、
と
い
う
「
哲
学
者
た
ち
が
長

年
に
わ
た
っ
て
プ
ラ
ト
ン
の
作
品
か
ら
体
系
を
構
成
し
よ
う
と
し
て
き
た
作
業

そ
の
も
の
を
見
直
す
、
と
い
う
野
心
的
な
試
み
」（
佐
々
木 1998: 56

）
で
あ
っ

た
。

　
「
プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
の
現
代
の
解
釈
者
た
ち
」
は
文
献
学
的
・
実
証
主
義

的
な
手
続
き
に
よ
っ
て
人
間
プ
ラ
ト
ン
を
記
述
す
る
。
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
、

こ
の
人
間
プ
ラ
ト
ン
論
に
導
か
れ
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
は
プ
ラ
ト
ン
が

生
き
た
そ
の
時
代
に
ギ
リ
シ
ア
民
衆
の
あ
い
だ
で
共
有
さ
れ
て
い
た
も
の
の
理

論
化
で
あ
っ
た
と
い
う
理
解
を
得
た
。
そ
う
し
て
得
ら
れ
た
の
が
、
経
験
的
な

4

4

4

4

イ
デ
ア
論

4

4

4

4

と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
が
手
に
し
た
こ
の
経
験
的
な
イ
デ
ア
論
と
は
、
な
に
よ
り

も
、
人
び
と
の
体
験
（
イ
メ
ー
ジ
）
と
人
び
と
の
あ
い
だ
で
共
有
さ
れ
る
意
味

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

（
４

） 　

フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九
世
紀
以
降
、
プ
ラ
ト
ン
の
フ
ラ
ン
ス
化
が
起
き
て
い
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
プ
ラ
ト
ン
は
「
デ
カ
ル
ト
的
近
代
性
の
遠
い
先
駆
者
」
で
あ
り
、「
現
実
世
界
を
数
学

的
に
描
き
だ
す
」
哲
学
者
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
（Calin

ほ
か 2016

）。
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（
概
念
）
と
は
峻
別
し
え
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
ベ

ル
ク
ソ
ン
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
西
洋
哲
学
の
伝
統
の
根
幹
を
な
す
イ
デ
ア
論

を
、
当
時
隆
盛
し
つ
つ
あ
っ
た
反

－

伝
統
的
な
読
み
か
た
で
参
照
し
た
の
だ
と

言
え
る
。
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
経
験
的
な
イ
デ
ア
の

在
り
か
た
こ
そ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
見
逃
し
た
、
集
合
的
な
記
憶
作
用
が
存
在

す
る
こ
と
の
証
明
な
の
で
あ
っ
た
。

４
│
２
　
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
理
論
の
危
険
性
と
誤
読
的
な
プ
ラ
ト
ン
読
解

　

し
か
し
、
経
験
的
な
イ
デ
ア
論
に
依
拠
し
て
、
記
憶
作
用
の
集
合
性
を
見
出

す
こ
と
に
は
危
険
が
あ
る
。
そ
の
危
険
は
な
に
よ
り
、
人
間
プ
ラ
ト
ン
論
を
参

照
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
あ
る
。
引
き
続
き
佐
々
木
（1998

）
を
参
考
に
、
先

ほ
ど
と
は
や
や
異
な
る
角
度
か
ら
ヴ
ィ
ラ
モ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
プ
ラ
ト
ン
論
を
見

て
み
よ
う
。

　

ヴ
ィ
ラ
モ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
、
プ
ラ
ト
ン
と
い
う
人
間
を
「
政
治
家
、
ア
テ
ナ

イ
及
び
全
ギ
リ
シ
ア
の
改
革
者
」（
佐
々
木 1998: 58

）
と
み
な
す
。
だ
が
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
人
間
プ
ラ
ト
ン
に
文
献
学
的
に
接
近
す
る
な
か
で
現
れ
た
人

物
像
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ヴ
ィ
ラ
モ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
プ
ラ
ト
ン
の
政
治
論
に

つ
い
て
直
接
評
価
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
教
説
を
現
実
世

界
と
接
合
さ
せ
る
向
き
に
は
距
離
を
取
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
じ

つ
の
と
こ
ろ
、『
プ
ラ
ト
ン
』
に
は
ド
イ
ツ
敗
戦
の
影
が
色
濃
く
あ
ら
わ
れ
て

い
る
と
い
う
。

　
『
プ
ラ
ト
ン
』
と
同
時
期
、
ヴ
ィ
ラ
モ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
「
ギ
リ
シ
ア
的
・
プ

ラ
ト
ン
的
国
家
観
」（1919

）
と
い
う
小
論
を
書
い
て
い
る
。
彼
は
そ
の
論
考
で
、

『
国
家
』
に
お
け
る
国
家
構
想
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
な
見

解
を
否
定
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
の
現
状
へ
の
憤
り
を
、
プ
ラ
ト
ン
が
ア
テ
ナ
イ

の
状
況
に
向
け
た
批
判
に
重
ね
る
。
つ
ま
り
、
ヴ
ィ
ラ
モ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
人
間

プ
ラ
ト
ン
論
に
は
す
で
に
彼
の
政
治
的
な
思
惑
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

　

こ
の
背
景
に
は
、
一
九
世
紀
末
以
降
の
ド
イ
ツ
社
会
で
、
急
激
な
工
業
化
が

起
こ
る
と
と
も
に
民
主
化
が
進
み
、
近
代
政
治
が
唐
突
な
か
た
ち
で
出
現
し
た

と
い
う
事
情
が
あ
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
そ
れ
ま
で
社
会
・
文
化
的
エ
リ
ー

ト
身
分
に
あ
っ
た
大
学
教
授
や
官
吏
と
い
っ
た
教
養
市
民
層
に
大
き
な
打
撃
を

あ
た
え
た
。
大
学
界
の
重
鎮
で
あ
っ
た
ヴ
ィ
ラ
モ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
「
没
落
」
に

瀕
し
た
当
時
の
読
書
人
層
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

フ
リ
ッ
ツ
・
Ｋ
・
リ
ン
ガ
ー
（1969

）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お

い
て
、
読
書
人
層
の
な
か
で
は
近
代
へ
の
向
き
合
い
か
た
を
め
ぐ
っ
て
「
正
統

派
」
と
「
近
代
派
」
と
の
分
裂
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
後
者
は
、
近
代
社

会
へ
の
適
応
と
社
会
の
改
革
の
必
要
を
説
き
、
民
主
政
治
の
運
営
に
よ
っ
て
停

滞
か
革
命
か
と
い
う
二
者
択
一
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
そ
の
代

表
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
や
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
テ
ン
ニ
ー
ス
ら
で
あ
っ
た
。
他

方
で
前
者
は
、
平
等
主
義
的
な
民
主
主
義
の
脅
威
を
説
き
、
議
会
政
治
な
ど
に

嫌
悪
感
を
表
明
す
る
立
場
で
あ
り
、
過
激
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
説
く
と
と
も

に
、
容
赦
な
い
現
状
否
定
と
ワ
イ
マ
ー
ル
体
制
批
判
を
繰
り
返
し
た
。
ヴ
ィ
ラ

モ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
こ
ち
ら
に
属
し
て
い
る
。
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正
統
派
は
社
会
主
義
と
物
質
主
義
に
対
抗
し
て
理
想
主
義
を
力
説
す
る
の
で

あ
る
が
、
そ
う
し
た
論
議
の
最
後
の
助
け
と
し
て
し
ば
し
ば
選
ば
れ
た
の
が
ギ

リ
シ
ア
古
典
で
あ
り
、
な
か
で
も
『
国
家
』
は
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。

　

つ
ま
り
、「
現
実
が
民
主
化
と
大
衆
化
を
辿
れ
ば
辿
る
ほ
ど
、
プ
ラ
ト
ン
の

議
論
は
ま
す
ま
す
そ
れ
と
対
決
す
る
方
向
で
動
員
さ
れ
る
可
能
性
を
ヴ
ィ
ラ

モ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
所
説
は
は
っ
き
り
と
示
唆
し
て
い
る
」（
佐
々
木 1998: 70

）。

さ
ら
に
言
え
ば
、
ヴ
ィ
ラ
モ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
降
に
は
、
ゲ
オ
ル
ゲ
派
が
、
そ
し

て
ナ
チ
ス
政
権
が
そ
れ
ぞ
れ
か
た
ち
を
変
え
な
が
ら
「
プ
ラ
ト
ン
」
を
動
員
し

て
い
く
。

　

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
を
、
人
間
プ
ラ
ト
ン
論
を

ベ
ー
ス
に
し
た
解
釈
学
的
な
手
法
に
よ
っ
て
摂
取
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
記
憶
作

用
の
集
合
性
を
見
出
す
。
そ
れ
ゆ
え
思
想
史
的
な
観
点
か
ら
見
直
し
て
み
る
と
、

彼
の
記
憶
理
論
は
政
治
化
さ
れ
た
プ
ラ
ト
ン
像
と
そ
の
政
治
利
用
へ
と
連
絡
す

る
途
を
自
ら
作
り
上
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
理
論
に
は
そ
も

そ
も
、
そ
う
し
た
可
能
性
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
意
図
せ
ず
暴
露
す
る
羽
目

に
陥
っ
て
い
る
。

　

で
は
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
「
プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
の
現
代
の
解
釈
者
た
ち
」

が
隠
し
持
っ
て
い
た
政
治
的
な
意
図
に
気
が
付
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
お

そ
ら
く
そ
れ
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク

ス
は
社
会
科
学
系
を
中
心
に
、
ド
イ
ツ
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
も
通
じ
て
い
た
の

で
あ
り
、
そ
の
動
向
に
は
目
を
配
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
ま
た
、
合
理
主
義
的
思

想
家
で
あ
る
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
立
場
は
、
ヴ
ィ
ラ
モ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
ら
の
正
統

派
に
で
は
な
く
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
ら
の
近
代
派
に
近
い
も
の
で
あ
る
し
、
フ
ラ
ン

ス
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
準
備
し
た
論
者
た
ち
を
援
護
す
る
よ
う
な
論
理
展
開
を
好

ん
で
お
こ
な
っ
た
と
も
思
え
な
い
。

　

そ
れ
ゆ
え
じ
つ
は
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
『
国
家
』
を
、
そ
し
て
お
そ
ら
く

は
政
治
化
さ
れ
た
プ
ラ
ト
ン
像
そ
れ
自
体
を
避
け
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の

暗
路
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ヴ
ィ
ラ
モ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
の

名
が
挙
げ
ら
れ
た
の
と
同
じ
注
釈
で
な
さ
れ
た
議
論
か
ら
読
み
取
れ
る
。
ア
ル

ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
そ
こ
で
、『
国
家
』（507B

）
に
お
い
て
は
イ
デ
ア
は
完
全
に

イ
メ
ー
ジ
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
に

と
っ
て
は
あ
く
ま
で
「
事
後
的
な
発
展
」
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
（CS 280

＝385

）。
つ
ま
り
、
彼
は
、『
国
家
』
と
い
う
、
西
洋
哲
学
の
基
盤
を
な
す
イ

デ
ア
論
が
開
陳
さ
れ
た
と
一
般
に
評
さ
れ
る
作
品
を
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論

の
埒
外
に
あ
る
と
み
な
す
と
い
う
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
、
も
っ
と
言
え
ば
、

誤
読
的
な

4

4

4

4

読
解
の
も
と
で
そ
の
イ
デ
ア
論
を
参
照
し
て
い
る
。

５

　『
枠
組
み
』
の
断
絶
を
架
橋
す
る
試
み

　

こ
こ
ま
で
の
内
容
を
一
旦
、
整
理
し
て
お
こ
う
。
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
ベ
ル

ク
ソ
ン
哲
学
の
体
系
の
う
ち
に
「
イ
メ
ー
ジ
と
概
念
の
峻
別
」
を
見
出
し
そ
れ

を
批
判
し
た
。
そ
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
を
解
釈
学
的
に
理
解
す
る
こ

と
で
、
そ
の
批
判
を
哲
学
的
に
裏
付
け
よ
う
と
し
た
。
そ
の
独
特
な
イ
デ
ア
論

解
釈
は
ヴ
ィ
ラ
モ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
人
間
プ
ラ
ト
ン
論
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
し
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か
し
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
そ
う
し
な
が
ら
も
、
人
間
プ
ラ
ト
ン
論
の
裏
に
隠

さ
れ
て
い
た
プ
ラ
ト
ン
の
政
治
化
と
い
う
思
惑
を
避
け
る
か
の
よ
う
に
、『
国

家
』
を
イ
デ
ア
論
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
誤
読
的
な
プ
ラ
ト
ン
理
解
を
選
択
し

て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
や
や
こ
し
い
手
続
き
を
踏
ん
で
ま
で
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス

が
目
指
し
た
の
は
、「
イ
メ
ー
ジ
と
概
念
の
峻
別
」
批
判
を
、
経
験
的
な
イ
デ

ア
論
に
よ
っ
て
哲
学
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン

的
伝
統
を
、
誤
読
的
な
プ
ラ
ト
ン
読
解
に
よ
っ
て
転
倒
さ
せ
、
結
果
的
に
「
ベ

ル
ク
ソ
ン
的
な
『
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
』
を
破
棄
」
す
る
と
い
う
企
画
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
じ
つ
は
、
こ
の
試
み
こ
そ
が
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
な
り
の
『
枠
組

み
』
の
断
絶
の
架
橋
だ
っ
た
と
言
え
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。

　

あ
ら
た
め
て
同
書
の
断
絶
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。『
枠
組
み
』
の
第

１

〜
４

章
と
第
５

〜
７

章
と
で
は
水
準
の
異
な
る
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

前
半
セ
ク
シ
ョ
ン
は
個
人
心
理
を
対
象
に
し
た
心
理
学
的
分
析
で
あ
り
、
ア
ル

ヴ
ァ
ッ
ク
ス
自
身
に
よ
っ
て
「
記
憶
作
用
の
社
会
学
理
論
」
と
呼
ば
れ
た
。
他

方
、
後
半
セ
ク
シ
ョ
ン
は
家
族
・
宗
教
・
社
会
階
級
と
い
っ
た
社
会
集
団
を
対

象
に
し
た
社
会
学
的
・
歴
史
学
的
分
析
で
あ
り
、「
集
合
的
記
憶
論
」
に
相
当

す
る
。『
枠
組
み
』
の
断
絶
と
は
、「
記
憶
作
用
の
社
会
学
理
論
」
／
「
集
合
的

記
憶
論
」
の
断
絶
で
あ
り
、
こ
れ
は
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
が
捉
え
直
そ
う
と
し
た

「
心
理
学
に
委
ね
ら
れ
て
き
た
記
憶
と
い
う
領
域
」
／
「
社
会
学
の
対
象
と
し

て
」
の
記
憶
と
い
う
領
域
の
断
絶
を
意
味
す
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
誤
読
的
な
プ
ラ
ト
ン
読
解
と
い
う
不
安
定
な
も
の
に
頼
っ
た
ベ

ル
ク
ソ
ン
批
判
が
そ
の
架
橋
だ
と
言
え
る
の
か
。

　

そ
の
外
形
的
な
証
拠
と
し
て
、『
枠
組
み
』
の
「
結
論
」
の
構
成
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。「
結
論
」
は
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
に
よ
っ
て
三
つ
の
パ
ー
ト
に

区
切
ら
れ
て
い
る
。
第
一
パ
ー
ト
は
「
本
書
の
前
半
部
分
で
は
、
心
理
学
者
た

ち
の
議
論
を
あ
え
て
彼
ら
の
領
域
の
な
か
で
辿
っ
た
」
と
い
う
１

節
で
引
用
し

た
言
述
か
ら
始
ま
り
、
前
半
セ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
心
理
学
的
分
析
に
つ
い
て

の
整
理
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
パ
ー
ト
で
は
、
個
人
心
理
を
対
象
に
す
る
方
法

論
的
な
議
論
、
夢
に
関
す
る
議
論
の
意
義
が
ま
と
め
ら
れ
た
う
え
で
、
前
半
セ

ク
シ
ョ
ン
を
貫
く
言
語
活
動
論
の
重
要
性
が
再
確
認
さ
れ
る
。
第
三
パ
ー
ト
で

は
、
後
半
セ
ク
シ
ョ
ン
を
伝
統
と
理
性
と
い
う
観
点
か
ら
整
理
し
つ
つ
、
最
後

に
全
体
の
ま
と
め
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

　

問
題
は
第
二
パ
ー
ト
で
あ
る
。こ
の
パ
ー
ト
は
、ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
へ
の
「
イ

メ
ー
ジ
と
概
念
の
峻
別
」
批
判
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
、
イ
デ
ア
論
解
釈
、
枠

組
み
に
つ
い
て
の
議
論
な
ど
が
続
き
、
そ
れ
ら
が
記
憶
の
位
置
づ
け
論
と
し
て

再
整
理
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
シ
ー
ム
レ
ス
に
、
家
族
・
宗
教
・
社
会
階
級
に
関
す

る
議
論
が
ま
と
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
イ
メ
ー
ジ
と
概
念
の
峻
別
批
判
」
と

そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
イ
デ
ア
論
（
第
二
パ
ー
ト
前
半
）
は
、
テ
ク
ス
ト
の
位
置

関
係
的
に
、
心
理
学
的
分
析
＝
「
記
憶
作
用
の
社
会
学
理
論
」（
第
一
パ
ー
ト
）

と
、
家
族
・
宗
教
・
社
会
階
級
に
つ
い
て
の
「
集
合
的
記
憶
論
」（
第
二
パ
ー

ト
後
半
）
と
を
結
ぶ
と
こ
ろ
に
置
か
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
い
わ
ば
マ
テ
リ
ア
ル
な
レ
ベ
ル
で
の
考
察
が
、
一
定
程
度
、
妥
当

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
「
記
憶
作
用
の
社
会
学
理
論
」
か
ら

「
集
合
的
記
憶
論
」
へ
と
い
う
単
線
的
な
展
開
に
は
無
理
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
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し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
転
調
の
不
自
然
な
切
れ
目
を
繋

ぐ
も
の
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
の
が
、
誤
読
的
な
プ
ラ
ト
ン
読
解
を
用
い
た
ベ

ル
ク
ソ
ン
哲
学
批
判
な
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
そ
の
内
容
面
、
す
な
わ
ち
独
特
な
プ
ラ
ト
ン
理
解
か
ら
引
き
出
さ
れ

る
効
果
が
、
予
測
さ
れ
た
と
お
り
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
の
か
と
言
え
ば
、
残
念

な
が
ら
そ
う
は
言
え
な
い
。

　

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
に
と
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
が
言
う
イ
デ
ア
と
は
ギ
リ
シ
ア
の

人
び
と
が
も
つ
イ
メ
ー
ジ
と
彼
ら
が
同
時
代
的
に
共
有
し
て
い
る
概
念
に
よ
っ

て
集
合
的
に
形
成
さ
れ
た
実
在
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
う
し
た
ヴ
ィ
ラ
モ
ー

ヴ
ィ
ッ
ツ
由
来
の
イ
デ
ア
論
解
釈
か
ら
「
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
は
…
…
『
主
体
』

を
示
し
て
い
る
」
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
、「
主
体
」
と
し
て
の
イ
デ
ア
と
い
う
想
定
を
考
え
る
う
え
で
、
大
き

な
意
味
を
も
つ
の
が
、『
枠
組
み
』
の
後
半
セ
ク
シ
ョ
ン
冒
頭
で
な
さ
れ
る
、

「
集
団
そ
れ
自
体
に
想
起
す
る
能
力
が
あ
る
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
」（CS 146

＝199

）
と
い
う
宣
言
で
あ
る
。

　

イ
デ
ア
を
主
体
と
み
な
す
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
読
解
か
ら
得
ら
れ
た
帰
結
は
、

こ
の
宣
言
に
見
ら
れ
る
、
集
団
そ
れ
自
体
に
想
起
能
力
が
あ
る
と
い
う
想
定
、

す
な
わ
ち
集
団
を
主
体
と
し
て
扱
う
「
集
合
的
記
憶
論
」
的
想
定
を
強
く
支
持

す
る
。
つ
ま
り
、
経
験
的
か
つ
集
合
的
に
形
成
さ
れ
た
主
体
と
し
て
の
イ
デ
ア

と
い
う
想
定
は
、
集
団
そ
れ
自
体

4

4

4

4

が
記
憶
作
用
を
も
つ
こ
と
の
証
明
と
し
て
あ

る
。
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
こ
う
し
た
観
点
か
ら
前
半
セ
ク
シ
ョ
ン
全
体
を
貫
く

ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
批
判
を
哲
学
的
に
論
じ
直
す
こ
と
で
、「
記
憶
作
用
の
社
会

学
理
論
」
か
ら
「
集
合
的
記
憶
論
」
へ
の
転
調
を
、
事
後
的
に
成
り
立
た
せ
よ

う
と
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
そ
れ
は
架
橋
に
な
り
え
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
前
半
セ
ク
シ
ョ

ン
か
ら
後
半
セ
ク
シ
ョ
ン
へ
移
ろ
う
と
す
る
時
、
そ
れ
ま
で
の
心
理
学
的
分
析

が
な
か
ば
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

　

集
団
を
主
体
と
み
な
す
と
い
う
想
定
に
つ
い
て
は
、『
枠
組
み
』
刊
行
当
時

か
ら
批
判
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
批
判
者
の
ひ
と
り
が
、
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
で

あ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
（1925

）
は
、『
枠
組
み
』
が
、
そ
れ
ま
で
個
人
主
義
に
偏

重
し
て
き
た
記
憶
論
に
も
た
ら
し
た
転
回
を
肯
定
的
に
評
価
し
な
が
ら
も
、
記

憶
作
用
に
「
集
合
的
」
と
い
う
形
容
詞
を
付
す
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ

と
批
判
す
る
。
記
憶
現
象
は
あ
く
ま
で
個
人
に
お
け
る
現
象
な
の
で
あ
っ
て
、

集
団
が
個
人
と
同
じ
よ
う
な
資
格
の
も
と
で
想
起
す
る
か
の
よ
う
に
想
定
し
て

し
ま
う
と
、
集
団
を
自
明
の
実
体
と
し
て
扱
っ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
問
題
は
、
集
合
的
な
記
憶
作
用
（m

ém
oire collective

）
と
い

う
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
キ
ー
概
念
に
関
す
る
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
引
き
起

こ
し
て
も
い
る
。
金
に
よ
れ
ば
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
言
う
、
集
合
的
な
記
憶

作
用
と
は
、「
個
人
は
集
団
の
視
点
に
基
づ
い
て
過
去
を
記
銘
・
保
持
・
想
起

す
る
が
ゆ
え
に
、
純
粋
に
個
人
的
な
記
憶
作
用
を
想
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

り
、
記
憶
作
用
は
つ
ね
に
集
合
的
な
プ
ロ
セ
ス
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ

と
」
を
表
し
て
い
る
（
金 2020b: 13

）。『
枠
組
み
』
の
前
半
セ
ク
シ
ョ
ン
＝

「
記
憶
作
用
の
社
会
学
理
論
」
で
は
、
集
合
的
な
記
憶
作
用
と
い
う
語
は
確
か

に
こ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
集
団
そ
れ
自
体
に
想
起
す
る
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能
力
が
あ
る
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
」
と
い
う
宣
言
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
後
半
セ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
集
合
的
な
記
憶
作
用
と
い
う
語
の

意
味
内
容
が
、
な
か
ば
実
体
化
さ
れ
そ
の
う
え
主
体
の
地
位
ま
で
も
あ
た
え
ら

れ
た
、
集
団
そ
の
も
の
が
そ
な
え
る
想
起
能
力
へ
と
変
換
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
主
体
と
し
て

の
イ
デ
ア
と
い
う
想
定
は
「
記
憶
作
用
の
社
会
学
理
論
」
と
は
か
け
離
れ
た
と

こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
自
身
が
、
集
団
な
い
し

経
験
的
な
イ
デ
ア
を
主
体
と
み
な
す
と
い
う
暴
力
的
な
想
定
を
し
な
け
れ
ば
、

記
憶
現
象
に
関
す
る
社
会
学
的
分
析
は
可
能
で
な
い
と
認
め
て
い
る
か
の
よ
う

で
あ
る
。

　
「
イ
メ
ー
ジ
と
概
念
の
峻
別
」
批
判
は
、
誤
読
的
な
プ
ラ
ト
ン
理
解
を
経
由

す
る
こ
と
で
、
集
団
を
主
体
と
み
な
す
と
い
う
想
定
を
支
持
す
る
た
め
に
機
能

す
る
こ
と
と
な
り
、「
集
合
的
記
憶
論
」
の
基
礎
づ
け
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に

堕
し
て
し
ま
う
。
そ
の
試
み
は
結
果
的
に
、〈
経
験
的
な
イ
デ
ア
＝
主
体
〉
と

い
う
哲
学
的

4

4

4

議
論
に
、
前
半
セ
ク
シ
ョ
ン
の
心
理
学
的
・
哲
学
的
分
析
が
飲
み

込
ま
れ
る
と
い
う
事
態
を
招
い
て
い
る
。
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
プ
ラ
ト
ン
や
ス

ピ
ノ
ザ
を
持
ち
出
し
て
ま
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
批
判
を
試
み
た
が
、
そ
れ
に

よ
っ
て
は
／
そ
れ
だ
け
で
は
、『
枠
組
み
』
の
断
絶
を
架
橋
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
そ
こ
で
躓
い
て
い
る
。

６

　『
枠
組
み
』
の
断
絶
に
あ
る
も
の

　

本
稿
は
『
枠
組
み
』
を
断
絶
し
て
い
る
も
の
へ
の
関
心
を
も
と
に
、
そ
の
う

ち
心
理
学
的
側
面
を
精
査
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
理
解
を
前
進

さ
せ
る
と
と
も
に
、
記
憶
の
社
会
学
の
再
考
に
つ
な
が
る
と
い
う
前
提
の
も
と

で
始
ま
っ
た
。
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
批
判
を
追
う
こ
と
は
、

そ
の
基
本
方
針
と
し
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
彼
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
の
要
点

は
「
イ
メ
ー
ジ
と
概
念
の
峻
別
」
に
あ
り
、
そ
の
批
判
を
哲
学
的
に
基
礎
づ
け

る
た
め
に
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
が
誤
読
的
に
参
照
さ
れ
る
。
そ
し
て
じ
つ
は
、

そ
の
哲
学
的
議
論
は
『
枠
組
み
』
の
断
絶
に
対
処
す
る
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い

た
。
だ
が
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
試
み
は
、
自
ら
が
発
し
た
、
集
団
を
主
体
と

み
な
す
と
い
う
乱
暴
な
宣
言
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
限
り
で
彼
の
試
み

は
失
敗
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
結
局
、「
記
憶
作
用
の
社
会
学
理
論
」
は
記

憶
の
社
会
学
と
い
う
領
域
か
ら
な
か
ば
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
い
、「
集
合
的
記

憶
論
」
だ
け
が
現
代
に
ま
で
生
き
残
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

し
か
し
ま
た
、
そ
う
し
た
試
み
を
、
た
ん
に
「
失
敗
」
と
い
う
言
葉
で
括
る

の
は
そ
れ
こ
そ
素
朴
な
理
解
で
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
社
会
学
的
な
記
憶
観
な
る

も
の
が
確
立
し
て
い
な
い
こ
の
時
期
に
は
、
心
理
学
と
の
差
異
化
が
必
要
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の
理
論
の
限
界
が
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
自
身
が

「
記
憶
作
用
の
社
会
学
理
論
」
を
、
現
在
、
記
憶
の
社
会
学
理
論
と
し
て
一
般

に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
集
合
的
記
憶
論
」
へ
と
強
引
に
一
元
化
し
よ
う
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と
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
、
と
理
解
で
き
る
と
す
れ
ば
、『
枠
組
み
』
の

断
絶
は
現
行
の
記
憶
の
社
会
学
に
と
っ
て
も
重
大
な
課
題
な
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最
後
に
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ

て
お
き
た
い
。

　
「
集
合
的
記
憶
論
」
と
い
う
一
般
的
な
印
象
に
反
し
て
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス

は
『
枠
組
み
』
の
前
半
セ
ク
シ
ョ
ン
を
、
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
や
テ
オ

デ
ュ
ー
ル
・
リ
ボ
ー
な
ど
の
精
神
分
析
・
心
理
学
、
ピ
エ
ー
ル
・
マ
リ
ー
や
ヘ

ン
リ
ー
・
ヘ
ッ
ド
ら
の
神
経
学
、
ポ
ー
ル
・
ブ
ロ
ー
カ
や
カ
ー
ル
・
ウ
ェ
ル
ニ
ッ

ケ
の
解
剖
学
な
ど
と
い
っ
た
「
記
憶
の
科
学
」
に
多
く
を
取
材
し
て
作
り
上
げ

て
い
る
。
言
語
活
動
（
の
体
系
や
記
号
体
系
）
と
記
憶
作
用
は
不
可
避
的
に
関

係
し
て
い
る
と
い
う
『
枠
組
み
』
の
テ
ー
マ
、
さ
ら
に
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
ま

で
も
が
、
じ
つ
は
こ
れ
ら
記
憶
の
科
学
へ
の
参
照
の
も
と
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、「
記
憶
作
用
の
社
会
学
理
論
」
が
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
対
ベ

ル
ク
ソ
ン
と
い
う
二
者
関
係
に
収
ま
ら
ず
、
記
憶
の
科
学
と
い
う
第
二
の
参
照

点
を
も
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
だ
と
し
た
ら
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
不
当
に

も
あ
ま
り
に
多
く
の
こ
と
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
（
批
判
）
に
賭
け
て
し
ま
っ
た

と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
彼
は
そ
の
哲
学
を
過
大
評
価
し
て
い
る
。
だ
が
、
見
方

を
変
え
れ
ば
、
本
来
重
要
な
役
目
を
担
っ
て
い
た
は
ず
の
記
憶
の
科
学
と
い
う

参
照
点
を
再
導
入
す
れ
ば
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
理
論
は
後
世
の
論
者
、
そ
し
て

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
自
身
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
て
き
た
よ
り
も
、
も
っ
と
広
い
視

野
の
も
と
で
把
握
し
う
る
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

イ
ア
ン
・
ハ
ッ
キ
ン
グ
（1995

）
は
、
記
憶
の
科
学
が
一
九
世
紀
末
に
生
ま

れ
た
新
し
い
科
学
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
記
憶
の
科
学
に
よ
っ
て
新
し
い
タ
イ

プ
の
記
憶
の
政
治
学
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
個
人
が

経
験
し
た
過
去
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
る
、
個
人
の
記
憶
の
政
治
学
で
あ
る
。
こ

の
新
し
い
タ
イ
プ
の
政
治
学
は
、
旧
来
の
、
共
同
体
的
な
記
憶
の
政
治
学
と
は

異
な
る
も
の
と
し
て
現
れ
る
と
と
も
に
、
後
者
と
の
あ
い
だ
に
相
互
的
な
影
響

関
係
を
生
み
出
し
た
。

　

こ
の
ハ
ッ
キ
ン
グ
の
指
摘
を
参
考
に
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
が
一
九
二
〇
年
代

に
記
憶
現
象
を
論
じ
始
め
た
そ
の
背
景
に
、
記
憶
の
科
学
の
誕
生
と
い
う
出
来

事
を
付
け
加
え
た
う
え
で
、『
枠
組
み
』
の
断
絶
を
あ
ら
た
め
て
覗
い
て
み
る
。

す
る
と
、
そ
こ
に
は
ト
ラ
ウ
マ
と
い
う
問
題
が
渦
巻
い
て
い
る
の
が
見
え
る
。

と
い
う
の
も
、
ハ
ッ
キ
ン
グ
曰
く
、
ト
ラ
ウ
マ
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
に
、
個
人
的
記
憶
と
集
合
的
記
憶
と
が
相
互
に
連
絡
す
る
様
が
は
っ

き
り
と
現
れ
る
場
で
あ
る
か
ら
だ
（H

acking 1995: 211

＝1998: 261-2

）。

こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
が
や
り
損
な
っ
た
の
は
二
つ
の
記

憶
の
政
治
学
の
連
絡
で
あ
る
と
読
み
直
し
う
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
「
失

敗
」
は
ト
ラ
ウ
マ
を
論
じ
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
理
論
は
た
び
た
び
無
意
識
的
な
記
憶
現
象
の
適
用
外
に
あ

る
と
批
判
さ
れ
て
き
た
が
（cf. Blondel 1926

）、
ト
ラ
ウ
マ
性
記
憶
は
ま
さ

に
そ
の
代
表
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
現
代
の
人
文
社
会
科
学
的
な
記
憶
研
究

も
い
ま
だ
に
ト
ラ
ウ
マ
を
満
足
に
捉
え
き
れ
て
い
な
い
以
上
（cf. 

直
野 2

）
5
（

018

）、

お
そ
ら
く
そ
の
原
因
に
あ
る
の
は
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
属
人
的
な
い
し
時
代

的
限
界
の
み
に
回
収
で
き
る
類
の
も
の
で
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
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は
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
と
同
じ
石
に
躓
き
続
け
て
い
る
。

　

こ
の
地
点
で
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
を
越
え
出
よ
う
と
し

て
い
る
。
だ
が
、
彼
が
「
わ
れ
わ
れ
は
記
憶
が
喚
起
さ
れ
る
前
に
、
記
憶
に
つ

い
て
話
し
て
い
る
」（CS 279

＝365

）
と
書
く
そ
の
裏
に
は
じ
つ
の
と
こ
ろ
、

記
憶
の
科
学
の
影
響
が
あ
る
）
6
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
（
の
ネ
ガ
）
か

ら
ト
ラ
ウ
マ
へ
、
と
い
う
途
を
想
定
す
る
こ
と
は
な
に
も
空
想
的
な
も
の
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
な
か
に
兆
し
て
い
な
が
ら
、
彼
自
身
に

よ
っ
て
は
十
分
に
探
究
さ
れ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
捨
て
去
ら
れ
た
可
能
性
を

索
め
る
試
み
、
た
と
え
ば
「
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
い
か
に
し
て
ト
ラ
ウ
マ
を
論

じ
う
る
の
か
」
と
問
う
て
み
る
こ
と
は
、
社
会
学
が
ト
ラ
ウ
マ
と
接
し
う
る
レ

イ
ヤ
ー
を
見
極
め
る
試
み
で
あ
る
と
同
時
に
、
記
憶
の
社
会
学
を
、
哲
学
や
心

理
学
、
精
神
分
析
と
の
緊
張
関
係
の
も
と
に
置
き
直
す
た
め
の
試
金
石
で
も
あ

る
。
そ
れ
は
、
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
「
失
敗
」
を
あ
え
て
失
敗
と
し
て
受
け
取

り
そ
れ
を
反
省
す
る
こ
と
の
先
で
、
社
会
学
の
対
象
と
し
て
の
記
憶
と
い
う
領

域
を
見
直
し
、
あ
ら
た
め
て
そ
こ
に
踏
み
込
む
こ
と
を
意
味
す
る
。

付
記

　

本
研
究
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科
究
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の
助
成
を
受
け
て
い
る
。
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