
解
釈
に
お
け
る
創
造
と
発
見

i
l
i
エ
リ
ア

l
デ
と
リ
ク

i
ル
l

l

棚

次

正

来日

序

現
代
的
な
意
味
で
の
一
般
的
な
解
釈
学
が
ベ
ッ
ク
や
デ
ィ
ル
タ
イ
等
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
以
前
に
、
既
に
ギ
リ
シ
ア

ロ
ー
マ
の
古
典
文
献
学
や
聖
書
釈
義
と
い
う

個
別
的
な
解
釈
学
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
古
代
の
諌
遠
な
意
味
世
界
や
聖
書
の
象
徴
的
な
秘
義
を
如
何
に
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
古
代

世
界
や
キ
リ
ス
ト
教
世
界
と
自
分
が
馴
染
ん
で
い
る
日
常
世
界
と
の
文
化
の
距
離
を
如
何
に
克
服
す
る
か
と
い
う
課
題
で
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
解
釈
学

(FR，

Bσ
ロ
E
H
t
g
)
の
語
源
は
、

ギ
リ
シ
ア
神
話
に
登
場
す
る
神
ヘ
ル
メ
ス

(出

2
5
2
)
に
由
来
す
る
。

ヘ
ル
メ
ス
は
神
々
の
使
者
、
通
行
・
商
業

発
明

好
計
な
ど
の

守
護
神
と
見
倣
さ
れ
て
お
り
、

エ
ジ
プ
ト
の
神
ト

l
卜

(
、
吋
V
o
F
)
と
習
合
し
た
ヘ
ル
メ
ス
u
ト
リ
ス
メ
ギ
ス
ト
ス
も
神
秘
学
、
占
星
術
、
錬
金
術
の
始
祖
と
さ
れ
て
い

る
。
解
釈
学
は
、
そ
の
語
源
ヘ
ル
メ
ス
の
多
重
神
格
が
象
徴
し
て
レ
る
よ
う
に
、

日
常
的
に
意
味
が
流
通
す
る
次
元
か
ら
は
掌
握
で
き
な
い
疎
遠
で
異
質
な
意
味
世
界
を

理
解
可
能
な
も
の
に
も
た
ら
す
学
で
あ
る
。
従
っ
て
、
解
釈
学
の
問
題
は
、
こ
の
学
の
成
立
事
情
か
ら
し
て
優
れ
て
異
文
化
理
解
の
問
題
で
あ
っ
た
。
本
稿
の
自
的
は
、

差
し
当
た
り
エ
リ
ア

i
デ

(
Y
A
可
の
め

ω
巴
百
円

F
S
c
u
-
-
S∞
出
)
と
リ
ク

i
ル

(
句

ωc-HN-
の。mwcp

一
戸

U
H
ω
1

)
と
い
う
二
人
の
宗
教
学
者
の
解
釈
学
に
対
す
る
基
本
認
識

や
態
度
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
作
業
を
通
じ
て
、
解
釈
的
行
為
に
潜
む
「
創
造
と
発
見
」
と
レ
う
二
つ
の
契
機
に
着
自
す
る
こ
と
で
あ
る
。
解
釈
に
は
、

潜
在
的
意
味
を
顕
在
化
す
る
発
見
的
側
屈
と
、
新
た
な
世
界
を
根
源
的
に
生
み
出
す
創
造
的
側
面
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
者
が
認
識
の
更
新
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
後

者
は
存
在
の
更
新
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
認
識
と
存
在
の
両
面
に
わ
た
る
更
新
が
、

一
口
に
解
釈
と
呼
ば
れ
て
い
る
営
み
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
解
釈
は
沼
常

哲
学
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解
釈
に
お
け
る
創
造
と
発
見

，ヒ
i¥ 

の
自
明
な
意
味
世
界
と
疎
遠
な
意
味
世
界
と
の
間
の
単
な
る
通
訳
で
は
な
く
、

そ
の
双
方
の
意
味
世
界
に
跨
が
っ
た
人
間
の
「
認
識
と
存
在
し
の
境
位
の
拡
大
・
深
化
に

関
わ
る
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
を
、
以
下
に
お
い
て
探
究
し
た
い
と
思
う
。

エ
リ
ア
!
デ
の
創
造
的
解
釈
学

エ
リ
ア
J

デ
は
、
っ
解
釈
学
こ
そ
が
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
関
心
事
・
で
あ
る
」
と
言
う
。
何
故
な
ら
、

そ
れ
は
宗
教
学
の
最
も
遅
れ
て
い
る
局
面
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

で
十ま

エ
リ
ア

i
デ
は
如
何
な
る
解
釈
学
を
自
指
し
た
の
か
。
こ
の
問
題
に
着
手
す
る
前
に
、
我
々
は
ま
ず
エ
リ
ア

l
デ
宗
教
学
の
理
論
的
支
柱
を
確
認
し
て
お
く
必
要

が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
少
な
く
と
も
二
つ
あ
る
。

一
つ
は

の
顕
現
L
(
E吟
c
u
v
gぽ
ω)

で
あ
り
、
今
一
つ
は
「
聖
の
顕
現
の
弁
証
法
L
S
E
Z
2
5
5
巳

g
E号
8
g
i

5
0
ω
)
 
で
あ
る
。
宗
教
学
の
課
題
を
聖
な
る
現
象
の
原
初
的
な
意
味
作
用
と
そ
の
歴
史
の
解
釈
に
見
て
い
た
エ
リ
ア

i
デ
に
と
っ
て
、
聖
な
る
現
象
を
他
の
諸
現
象
に
還

そ
の
盟
有
性
を
捉
え
る
こ
と
が
最
重
要
の
任
務
で
あ
る
。
こ
う
し
た
宗
教
現
象
思
有
の
把
握
に
徹
底
す
る
態
度
の
根
底
に
は
、
背
後
世
界
を
想
定
せ

ず
に
現
象
が
自
ら
を
顕
わ
に
す
る
事
象
そ
の
も
の
に
肉
迫
し
よ
う
と
す
る
現
象
学
的
態
度

元
す
る
こ
と
な
く
、

る
暗
黙
の
共
感
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
通
り

エ
リ
ア
!
デ
は

移
し
い
数
の
宗
教
現
象
(
つ
ま
り
未
知
の
意
味
世
界
)
と
の
遭
遇
と
接
触
を
、
文
献
上
で
は
あ
れ
追
体
験
的
に
遂
行
し
て
い
る
。
『
宗
教
学
概
論
』
(
守
否
定
‘
弘
、
P
3
円
。
刊
誌

円
凡
な
さ
日
常
凡
さ
師
、

5
S
)
や
『
世
界
宗
教
史
』

1
1
盟
、
(
民
主
ミ
ミ

hsqミ
ミ
NRu
ミ
円
安
位
号
∞
誌
門
誌
は
ま
丘
、
呂
、

3
1
5∞ω)
な
ど
を
播
け
ば
、
古
今
東
西
の
実
に
多

種
多
様
な
宗
教
現
象
が
彼
の
考
察
の
射
程
内
に
収
め
ら
れ
て
レ
た
こ
と
、
か
分
か
る
。
そ
う
し
た
諸
々
の
宗
教
現
象
の
中
に
見
出
さ
れ
る
構
造
的
意
味
的
連
関
の
関
係
網
か

につ、

エ
リ
ア

l
デ
は
、
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
民
族
の
神
話
的
犠
礼
か
ら
イ
エ
ス
の
宗
教
活
動
に
至
る
ま
で
の
全
宗
教
現
象
を
貫
く
根
本
的
節
理
と
し
て
、
「
聖
の
顕
現
」
と
、

そ
れ
自
身
と
は
加
の
も
の
を
通
し
て
顕
現
す
る
寸
霊
の
顕
現
の
弁
証
法
L

を
見
分
け
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

エ
リ
ア

l
デ
は
、
解
釈
上
の
還
元
主
義
(
見
合
包

g
u
E
)
と
文
化
上
の
地
域
主
義

G
5
1
5
E
2
5
)
に
対
し
て
は
一
貫
し
て
批
判
の
眼
を
投
げ
か
け

て
き
た
。
前
者
は
宗
教
現
象
を
他
の
社
会
的
文
化
的
心
理
的
な
語
現
象
に
還
元
し
て
説
明
す
る
理
論
で
あ
り
、
後
者
は
特
定
の
地
域
社
会
に
浸
透
し
た
認
識
枠
組
み
を
暗

黙
控
に
前
提
し
た
物
の
見
方
で
あ
る
。
還
元
主
義
の
否
定
は
、
何
よ
り
も
宗
教
現
象
を
そ
の
現
象
の
自
己
顕
現
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
よ
う
と
す
る
エ
リ
ア

l
デ
の
現
象
学
的

態
度
の
表
明
で
あ
り
、

ま
た
特
定
の
地
域
主
義
(
例
え
ば
西
欧
中
心
主
義
)

の
放
棄
は
、

ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
或
い
は
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
民
族
、
が
持
つ
周
縁
文
化
の
宗
教
現

象
を
学
問
的
視
野
に
収
め
る
努
力
を
通
し
て
、
世
界
の
諸
地
域
に
歴
史
的
特
殊
性
を
帯
び
て
出
現
し
た
様
々
な
宗
教
現
象
の
中
に
人
間
精
神
の
統
一
性
、
即
ち
人
間
の
宗



教
的
普
遍
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
意
図
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
的
還
元
主
義
と
文
化
的
地
域
主
義
を
乗
り
超
え
る
過
程
で
、
宗
教
学
は
「
包

括
的
な
学
」
と
な
ら
さ
る
を
得
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
宗
教
現
象
を
何
か
他
の
原
理
(
無
意
識
の
構
造
、

り
ビ
ド

l
、
社
会
の
下
部
構
造
、
科
学
的
事
実
な
ど
)

に謙一一一ん

す
る
態
度
を
超
克
す
る
企
て
は
、
他
の
諸
学
の
成
果
や
知
見
を
吸
収
し
う
る
学
際
的
で
柔
軟
な
精
神
を
不
可
欠
と
し
、

ま
た
共
同
主
観
的
認
識
枠
組
み
と
レ
う
文
化
の
限

鏡
を
柏
対
化
す
る
試
み
は
、
他
の
認
識
枠
組
み
の
存
在
の
可
能
性
を
肯
定
し
う
る
開
か
れ
た
精
神
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

エ
リ
ア

i
デ
宗
教
学
を
導
い
て
い
る
も
の
は
、

お
そ
ら
く
、
聖
な
る
も
の
と
人
間
の
実
存
と
の
不
可
分
の
関
係
性
に
対
す
る
根
本
誼
観
だ
ろ
う
。
人
間
の
実
存
は
そ
れ

単
独
で
は
完
結
し
な
い
ば
か
り
か
、
空
虚
で
無
意
味
な
世
界
の
中
で
孤
立
化
し
断
片
化
す
る
他
な
い
。
宗
教
的
人
間

(ZBoz--柱
。
自
己
が
呂
常
的
現
実
を
超
え
た

実
在
の
内
に
住
む
こ
と
を
撞
沼
田
し
、
永
遠
の
生
命
を
渇
望
し
て
き
た
の
は
、
そ
こ
に
自
己
と
世
界
を
意
味
の
欠
如
か
ら
救
済
し
、
そ
れ
ら
を
価
値
づ
け
る
根
拠
を
見
出
し

て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

エ
リ
ア
!
デ
の
視
線
は
、
こ
う
し
た
聖
な
る
も
の
の
顕
現
と
そ
れ
を
根
源
的
に
志
向
す
る
人
間
存
在
の
本
質
的
様
態
に
注
が
れ
て
い
る
。
現
象
学

の
用
語
を
使
え
ば
、
位
界
内
存
在
と
し
て
の
「
人
間
の
実
存
」
と
そ
れ
を
意
味
充
実
せ
し
め
る
「
聖
な
る
も
の
い
は
、
相
関
的
な
志
向
性
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
寸
聖

な
る
も
の
は
人
間
の
意
識
構
造
の
一
要
素
で
あ
っ
て
、
意
識
の
歴
史
の
一
段
階
を
示
す
も
の
で
は
な
い
」
こ
と
は
、
彼
の
著
作
の
中
で
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

情
報
量
の
少
な
い
地
方
文
化
に
属
し
て
い
た
エ
リ
ア
!
デ
が
採
用
し
た
方
法
の
「
第
一
点
は
最
高
の
情
報
源
l
iー
最
高
の
伝
統
、
最
高
の
解
説

l
ー
ー
へ
と
赴
く
こ
と
L

で
あ
り
、
第
二
点
は
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
宗
教
や
伝
統
的
宗
教
に
取
り
組
む
際
に
「
起
源
か
ら
、
郎
ち
宇
宙
創
成
神
話
か
ら
始
め
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
神
話
は
全
て
起
源

。
・
甲
イ
十
日
で
ち
り
、

/
U

・
ウ
小
よ
三
日

d
h
i
u

そ
こ
で
は
な
ぜ
世
界
は
存
在
す
る
の
か
が
物
語
ら
れ
る
。
世
界
の
創
造
は
、
人
間
や
植
物
や
性
別
や
死
や
制
度
な
ど
一
切
の
創
造
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。

宗
教
の
原
初
形
態
を
扱
い
、

そ
こ
に
神
話
的
範
型
と
そ
の
反
復
を
洞
察
す
る
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
存
在
論

(
O
己
♀
c
n
o
R岳
民
告
σ)

に
は
、
外
的
位
界
の
事
物
や
行
為
は

そ
れ
を
超
越
す
る
実
在
に
参
与
し
て
始
め
て
価
値
を
獲
得
す
る
と
見
た
プ
ラ
ト
ン
的
な
構
造
が
あ
る
。

で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
机
o

こ
の
「
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
」
が
歴
史
的
起
源
を
意
味
す
る
も
の
で
は
必
ず
し
も

エ
リ
ア

l
デ
自
身
も
神
話
的
範
型
と
イ
デ
ア
の
類
似
に
気
づ
い
て
-

お
り
、
両
者
に
関
し
て
重
要
な
こ
と
は
想
起
(
忠
臣
目
見
巳
ω)

な
く
、
む
し
ろ
超
歴
史
的
な
存
在
論
的
起
源
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
銘
記
さ
れ
て
よ
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
や
ゲ
!
テ
の
原
植
物
の
着
想
に
も
通
底
す
る
と

考
え
ら
れ
る
エ
リ
ア

i
デ
の
形
態
学
(
ヨ

2
芸
o
g性
ゆ
)
は
、
歴
史
と
構
造
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
壮
大
な
構
想
に
基
づ
い
て
レ
る
。
宗
教
現
象
の
摩
史
的
倍
加
研
究
と

そ
の
構
造
的
連
関
を
把
握
す
る
体
系
的
研
究
と
の
交
互
媒
八
八
の
必
要
性
は
、
盛
ん
に
力
説
さ
れ
な
が
ら
も
、
従
来
は
研
究
者
の
問
で
雨
領
域
の
暗
黙
の
棲
み
分
け
が
行
わ

@

品

切

@

@

エ
リ
ア

i
デ
は
い
わ
ば
そ
の
タ
ブ

i
を
犯
し
て
、
歴
史
と
構
造
の
問
、
更
に
は
記
述
と
価
髄
の
間
に
あ
る
自
己
分
裂
を
癒
そ
う
と
し
、
学
問
的
地
平
に
お
い

れ
て
い
た
。

哲
学

思
想
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解
釈
に
お
け
る
創
造
と
発
晃

/¥ 。

て
人
間
の
全
体
性
の
由
復
を
図
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

で
は
最
初
の
開
い
に
立
ち
帰
っ
て
、

エ
リ
ア
!
デ
が
企
て
た
解
釈
学
の
性
格
を
探
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
彼
の
著
書
『
探
究
i
l
i宗
教
に
お
け
る
壁
史
と
意

味

ら

(

同

J
E
C
N
h
S
H
l
i
l
ミ
S
ミ
高

S
民
尽
き
ミ
3
~さ
を
c
p
s
g
)
に
収
録
さ
れ
た
第
一
論
文
っ
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
第
四
論
文
っ
危
機
と
更
新
し
を
手

掛
か
り
に
し
た
い
。

第
一
論
文
寸
新
し
い
ヒ
ュ

i
マ
二
、
ス
ム

L
F
zmw語、
出
口
白
山
口
抗
日
)

は
、
何
よ
り
も
現
代
と
い
う
時
代
の
歴
史
的
境
位
を
強
く
意
識
し
て
論
述
さ
れ
て
い
る
。
現
代

は
一
方
で
「
ア
ジ
ア
の
諸
民
族
が
最
近
歴
史
の
舞
台
に
再
登
場
し
し
、
他
方
で
「
い
わ
ゆ
る
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
民
族
が
大
い
な
る
歴
史
の
地
平
に
姿
を
現
そ
う
と
身
構
え
ヘ

彼
ら
が
か
つ
て
の
よ
う
に
受
動
的
な
対
象
で
は
な
く
て
能
動
的
な
主
体
と
な
り
つ
つ
あ
る
時
代
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
っ
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
L

へ
の
エ
リ
ア

i

デ
の
期
待
の
背
景
に
あ
る
。
異
文
化
と
の
遭
遇
、
が
不
可
避
な
現
代
に
お
い
て
、

西
洋
人
に
と
っ
て
の
焦
眉
の
問
題
は
、
未
知
の
也
氏
族
の
実
存
状
況
を
如
何
に
深
く
理
解

す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

エ
り
ア

l
デ
の
見
解
で
は
、
「
新
し
レ
ヒ
ュ

i
マ
ニ
ズ
ム
し
の
誕
生
は
、
疎
遠
な
他
者
の
意
味
世
界
と
の
出
会
い
を
通
し
て
獲
得
さ
れ
る

勺
人
間
に
関
す
る
よ
り
深
い
知
」
を
前
提
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
宗
教
学
の
学
問
的
状
況
は
と
言
え
ば
、
勺
宗
教
資
料
を
収
集
し
刊
行
し
分
析
す
る
と
い
う
緊
急
を
要
す
る
不
可
避
な
作
業
に
心
を
奪
わ
れ
て
」
、
時
と
し
て

♂
て
れ
ら
の
意
味
の
研
究
を
怠
っ
て
き
た
。
」
宗
教
資
料
、
が
様
々
な
宗
教
体
験
の
表
現
、
即
ち
歴
史
の
過
程
の
中
で
人
間
が
引
き
受
け
た
実
存
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
る

以
上
、
宗
教
学
が
真
の
文
化
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
、
宗
教
的
文
献
の
意
味
を
現
代
人
の
精
神
に
理
解
可
能
な
も
の
に
す
る
と
い
う
己
の
課
題
を
遂
行
す
る
特
に
始
め

て
現
実
化
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
我
々
の
学
問
の
最
も
展
開
の
遅
れ
た
局
面
で
あ
る
故
に
、
「
解
釈
学
こ
そ
が
我
々
に
と
っ
て
重
大
な
関
心
事
L
(
0・N
)

で

あ
る
。
宗
教
は
文
化
的
諸
価
値
の
根
幹
仁
関
わ
る
現
象
で
あ
る
故
に
、
宗
教
の
比
較
研
究
は
、
最
重
要
の
文
化
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
宗
教
学
者

は
一
文
化
の
宗
教
現
象
を
単
に
社
会
的
経
済
的
政
治
的
脈
絡
に
お
い
て
捉
え
る
だ
け
で
な
く
、
内
か
ら
接
近
す
る
必
要
が
あ
る
。
文
化
的
地
域
主
義
の
超
克
は
、
膨
大
な

数
の
馴
染
み
の
薄
い
実
存
状
況
の
理
解
を
通
し
て
の
み
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
疎
遠
な
他
者
と
の
出
会
い
は
、
公
認
さ
れ
た
文
化
世
界
の
相
対
化
や
破
壊
さ
え
も
た
ら
す

危
険
を
伴
う
が
、
そ
の
出
会
い
が
文
化
的
創
造
性
を
獲
得
す
る
と
す
れ
ば
、
宗
教
現
象
に
関
す
る
資
料
収
集
や
分
析
的
記
述
の
後
で
、
更
に
そ
れ
ら
を
つ
そ
れ
ら
自
体
の

照
合
次
元
で
」
(
。
ロ

F
O町
0
4
〈
ロ
立
山
口
0

0

同
門
め
な
お
ロ
の
め
)
理
解
し
よ
う
と
努
め
る
時
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
宗
教
現
象
は
そ
の
特
有
の
存
在
様
式
が
受
容
さ
れ
る
時
に
始

め
て
、
そ
の
自
律
的
価
値
、
即
ち
精
神
的
創
造
と
し
て
の
価
値
も
解
明
さ
れ
う
る
の
だ
。



エ
リ
ア
!
デ
は
、
宗
教
学
は
他
の
如
何
な
る
人
文
学
よ
り
も
寸
哲
学
的
人
間
学
」
(
喜
一
-
。
ω
O
℃

V
-
2
-
2
5
5
H
)
o
-認
可
)
へ
の
道
を
切
り
開
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

何
故
な
ら
、
「
聖
な
る
も
の
は
一
つ
の
普
遍
的
次
元
で
」
あ
っ
て
、
「
文
化
の
起
源
は
宗
教
的
経
験
と
信
仰
に
根
差
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
り
、
更
に
は
社
会
制
度

妓
術

-
道
徳
的
観
念
・
芸
術
の
よ
う
な
文
化
的
創
造
物
は
、

そ
れ
が
根
本
的
な
世
俗
化
を
被
っ
た
後
で
さ
え
、
っ
そ
の
始
源
の
宗
教
的
母
胎
を
知
ら
な
け
れ
ば
、

正
し
く
理
解

さ
れ
な
い
」

(
ρ
U
)

か
ら
で
あ
る
。
「
こ
う
し
て
、
宗
教
学
者
は
、
八
位
界
内
存
在
〉

(
=
z
s
m
5
5
0
者
。
門
広
三
)
と
い
う
人
間
の
特
殊
な
実
存
状
況
と
呼
ば
れ
て
き
た

も
の
の
永
続
性
を
把
握
す
る
立
場
に
い
る
。
と
い
う
の
も
、
聖
な
る
も
の
の
経
験
は
、
そ
の
相
関
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
L

(

0
・5

つ
ま
り
、
宗
教
的
経
験
は
、
人
間

が
自
分
の
存
在
様
式
に
気
づ
い
て
世
界
の
内
で
自
分
の
現
存
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
て
ば
、
宗
教
学
者
は
、
「
移

し
い
数
の
実
存
状
況
を
〈
追
体
験
し
〉
て
、
多
数
の
体
系
化
さ
れ
る
以
前
の
存
在
論
を
解
明
す
る
と
い
う
解
釈
学
的
努
力
」

(
C
・5
)
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
が
、
我
々
の
関
心
か
ら
捉
え
た
第
一
論
文
の
概
-
要
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
異
文
化
と
の
出
会
い
が
不
可
避
な
現
代
に
お
い
て
、
未
知
の
意
味
世
界
と
し
て
の
宗
教

現
象
、
即
ち
世
界
内
存
在
と
い
う
他
者
の
特
殊
な
実
存
状
況
を
「
そ
れ
ら
自
体
の
照
合
次
元
で
」
内
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
解
釈
学
的
努
力
を
通
し
て
、
「
人
間
に
間
関

す
る
よ
り
深
い
知
L

に
到
達
す
べ
き
こ
と
が
論
究
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
人
間
に
関
す
る
よ
り
深
い
知
」
を
基
礎
と
し
て
始
め
て
、
寸
新
し
い
ヒ
ュ
、
.s

・
a-

マ
ニ

ズ
ム
し
は
世
界
的
規
模
で
接
関
さ
れ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
v

る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、

が
で
き
る
と
考
え
た
こ
と
で
あ
る
。
聖
な
る
も
の
は
一
つ
の
普
遍
的
次
元
で
あ
り
、
聖
な
る
も
の
の
経
験
と
相
関
的
で
あ
る
人
間
の
特
殊
な
実
存
状
況
(
世
界
内
存
在
)

の
永
続
性
を
、
宗
教
学
者
は
把
握
す
る
立
場
に
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
主
張
は
、
哲
学
的
人
間
学
へ
の
宗
教
学
の
解
消
を
意
味
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
聖
な
る
も
の

エ
リ
ア
i
デ
が
宗
教
学
は
「
哲
学
的
人
間
学
L

に
至
る
道
を
切
り
開
く
こ
と

と
人
間
の
実
存
と
が
出
会
う
「
聖
な
る
も
の
の
経
験
」
が
、
人
間
の
意
識
構
造
や
存
在
様
式
の
既
成
の
枠
組
み
の
内
で
取
り
扱
え
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
識
構
造
や

存
在
様
式
の
存
立
自
体
に
聖
な
る
も
の
が
本
質
的
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
事
実
、

エ
リ
ア
i
デ
は
「
聖
な
る
も
の
は
意
識
構
造
の
一
要

素
で
あ
っ
て
、
意
識
の
歴
史
の
一
段
階
で
は
な
い
し
と
繰
り
返
し
明
言
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
つ
時
、
取
り
敢
え
ず
、
解
釈
学
は
未
知
の
意
味
世
界
を
理
解

す
る
た
め
の
方
法
論
的
手
段
の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
疎
遠
な
他
者
の
意
味
世
界
を
追
体
験
的
に
理
解
L
ょ
う
と
す
る
解
釈
学
的
宗
教
学
は
、
そ
の
解
釈
学
的
努
力

の
過
程
で
「
人
間
に
関
す
る
よ
り
深
い
知
い
の
体
系
と
し
て
の

7
哲
学
的
人
間
学
」
に
至
る
道
を
切
り
開
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
は
、
解
釈
学
の
役
割
は
、
単
に
異
文

化
理
解
や
他
者
理
解
の
手
段
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。

『
探
究
ら
に
収
録
さ
れ
た
第
四
論
文
「
危
機
と
更
新
」
(
(
リ
ユ
巴
ω

自

己

同

3
2
1巴
)

の
冒
頭
で
は
、
現
代
の
宗
教
学
者
が
控
え
目
で
臆
病
に
な
っ
た
恵
国
が
考
察
き
れ

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
号

八



解
釈
に
お
け
る
創
造
と
発
克

入

て
い
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
と
イ
ン
ド
哲
学
の
発
見
の
婦
結
と
し
て
期
待
さ
れ
た
「
第
二
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
が
現
実
に
起
こ
ら
な
か
っ
た
の
は
、

そ
れ
ら
の
研
究
が
文

献
学
や
歴
史
学
の
域
を
超
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
学
は
東
洋
学
や
人
類
学
の
発
展
に
依
存
し
つ
つ
、
先
人
の
行
き
過
ぎ
た
理
論
構
築
へ
の
反
省
の
下
に
、

{1M 

の
独
立
し
た
学
問
と
し
て
の
確
固
た
る
基
礎
を
築
く
こ
と
に
専
心
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
宗
教
学
者
の
慎
み
深
さ
、
む
し
ろ
過
度
の
臆
病
さ
が
、
自
分
達
の
研
究
成
果
を

文
化
的
に
一
評
価
す
る
の
を
鰭
踏
せ
し
め
て
い
る
。

エ
リ
ア

i
デ
は
、
こ
の
事
態
を
逆
説
的
で
悲
劇
的
な
も
の
と
見
る
。
と
い
う
の
も
、

J
一
小
教
学
者
が
西
洋
人
が
遭
遇
し

た
〈
未
知
の
世
界
〉
を
解
読
し
解
釈
す
る
た
め
の
範
例
と
な
る
学
問
を
構
築
す
べ
き
で
あ
っ
た
正
に
そ
の
時
に
、
こ
の
精
神
的
臆
病
さ
が
一
般
的
と
な
っ
た

L
(
p
g
)

か
ら
で
あ
る
。
現
状
を
打
開
す
る
に
は
、

ま
ず
何
よ
り
も
宗
教
学
者
自
身
が
分
析
こ
そ
真
の
科
学
的
作
業
で
あ
る
と
い
う
迷
信
か
ら
自
己
を
解
放
す
る
こ
と
が
先
決
で
あ

る
、
と
エ
リ
ア
!
デ
は
一
一
一
一
口
う
。
精
神
世
界
の
外
的
側
面
に
専
ら
集
中
す
る
こ
と
は
、
結
局
は
自
己
疎
外
の
過
翠
と
な
る
。

宗
教
学
に
と
っ
て
、
総
合
へ
の
道
は
解
釈
学
を
経
由
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
宗
教
的
事
実
を
単
に
理
解
す
る
解
釈
学
に
止
ま
ら
ず
、
宗
教
的
事
実
の
本
性
か
ら
し

て
「
創
造
的
解
釈
学
」

(
q
g
z
g
y
q
5
2
2
Z
2
)
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
自
然
科
学
や
社
会
学
な
ど
と
違
っ
て
、
解
釈
学
は
「
或
る
文
化
の
生
け
る
源
泉
の

中
に
身
を
置
く
。
L

何
故
な
ら
、
「
お
よ
そ
文
化
は
全
て
、

そ
の
〈
神
話
〉
や
特
殊
な
観
念
形
態
に
つ
い
て
の
一
連
の
解
釈
や
再
評
価
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
L

(心・

2
)
か
ら
で
あ
る
。
或
る
文
化
の
原
初
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
再
査
定
し
、

そ
の
基
本
観
念
を
再
解
釈
す
る
と
い
う
点
で
、
解
釈
者
は
文
化
の
創
造
に
も
比
肩
す
べ
き

作
業
を
行
な
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
創
造
的
解
釈
学
は
、

人
間
を
変
え
ず
に
は
お
か
な
い
。
そ
れ
は
「
学
間
以
上
で
あ
り
、
実
存
の
一
質
そ
れ
自
体
の
変
容
を
可
能
な

ら
し
め
る
精
神
的
技
術
で
も
あ
る
。
」

(ρ
足
)
エ
リ
ア

i
デ
の
見
解
で
は
、
「
今
や
宗
教
学
者
は
、
他
の
仕
方
で
は
接
近
不
可
能
な
、

か
な
り
多
数
の
〈
有
意
味
な
状
況
〉

や
世
界
内
の
実
存
様
態
を
探
究
し
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

O
L
8・
8
)
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
で
エ
キ
ブ
テ
ィ
ッ
ク
な
象
徴

神
話

観
念
な
ど
を
含
む
宗
教
資
料
の
意
味

論
的
複
合
性
を
理
解
し
-
評
価
す
る
用
意
が
で
き
て
い
る
の
は
、
独
り
宗
教
学
者
の
み
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
宗
教
学
は
「
人
間
を
変
え
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ

の
語
の
強
い
意
味
に
お
い
て
〈
教
育
学
〉
と
し
て
も
、

ま
た
そ
の
儲
値
の
表
現
が
、
歴
史
学
的
で
あ
れ
哲
学
的
で
あ
れ
芸
術
的
で
あ
れ
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
れ
、
〈
文

化
的
鏑
値
〉
の
創
造
の
源
泉
と
し
て
も
自
ら
を
証
言
す
る
」

(
0・mm)
だ
ろ
う
。

「
文
化
の
創
造
」
(
の
己

g
g日

Q
g
z
oロ
)
と
「
人
間
の
変
容
」

(50弘
氏
甘
さ

oロ
え

5
2
)」
を
最
終
的
に
自
指
す
宗
教
学
の
役
割
に
対
し
て
は
、
科
学
者
や
神
学
者

か
ら
異
議
が
差
し
挟
ま
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
宗
教
現
象
に
つ
い
て
の
還
元
主
義
的
説
明
や
非
神
秘
化
も
依
然
と
し
て
行
な
わ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
試
み
は
無

益
だ
ろ
う
。

エ
リ
ア

i
デ
の
見
解
で
は
、
宗
教
学
者
は
「
人
類
史
の
底
に
流
れ
る
精
神
的
統
一
性

(
ω
1
1
Z巳

5
5、
)
を
認
識
し
て
い
る

L
8・
S
)
か
ら
、
如
何
な



る
民
族
集
団
や
文
化
体
系
を
研
究
す
る
場
合
で
も
、
「
自
分
に
と
っ
て
根
本
的
に
〈
疎
遠
な
〉
世
界
の
中
で
動
い
て
い
る
と
い
う
感
覚
は
な
い

J

エ
リ
ア
!
デ
の
眼
差
し

は
、
今
日
始
め
て
歴
史
が
真
に
普
遍
的
な
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
従
っ
て
文
化
も
地
球
規
模
の
も
の
と
な
る
過
程
に
あ
る
と
い
う
現
実
認
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
ご
」

う
し
た
文
化
の
地
球
化
(
℃

]
g
E
g
z
g
)
に
向
け
て
の
努
力
に
お
い
て
、
宗
教
学
は
中
枢
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、

宗
教
学
は
普
通
的
な
型
の
文

化
の
精
練
に
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
し

(
0
・S
)
の
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
の
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
は
、
宗
教
学
者
が
「
自
分
の
劣
等
感
、
憶
病
さ
、

こ
こ
五
十
年
間

の
停
滞
を
打
ち
破
る
時
」
で
あ
る
。

第
四
論
文
を
我
々
の
問
題
意
識
か
ら
要
約
す
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
論
究
さ
れ
た
こ
と
は
、
今
日
の
宗
教
学
の
危
機
的
状
況
に
対
す
る
分
析
と
、
そ
の

現
状
を
打
開
し
て
宗
教
学
を
更
新
す
る
た
め
の
方
策
、
及
び
寸
文
化
の
創
造
い
と
「
人
間
の
変
容
L

と
い
う
宗
教
学
の
役
割
な
ど
で
あ
っ
た
。

エ
リ
ア

i
デ
は
、
宗
教
学

更
新
の
秘
鍵
は
「
創
造
的
解
釈
学
し
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
意
味
は
、
宗
教
学
が
知
見
を
拡
大
す
る
た
め
に
解
釈
学
を
媒
介
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
宗
教

学
が
そ
も
そ
も
方
法
論
的
に
解
釈
学
を
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
要
請
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
解
釈
学
は
古
典
文
献
学
の
補
助
学
か
ら
疎
遠
な
意
味
世
界
の
理
解
に
関

す
る
方
法
論
的
基
礎
学
へ
と
転
回
を
遂
げ
た
歴
史
を
持
つ
が
、
ム
つ
や
多
数
の
疎
遠
な
、

し
か
も
生
き
た
意
味
世
界
が
我
々
と
の
出
会
い
を
待
ち
受
け
て
レ
る
。

だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
寸
創
造
的
」
解
釈
学
と
は
具
体
的
に
は
何
を
意
味
し
、
ま
た
何
故
「
創
造
的
解
釈
学
L

が
宗
教
学
の
要
諦
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
の

ヒ
ン
ト
を
『
ラ
ビ
リ
ン
ス
の
試
練
』
(
ト
吋
マ
S
忘
円
安

h
b
b
H
3
d
忌句、

H
m
w
吋
∞
)

に
求
め
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
ク
ロ

i
ド
M

ア
ン
リ

ロ
ケ
と
の
対
談
集
で
あ
る
が
、

ニに

ア
i
デ
晩
年
の
思
想
が
、
過
去
の
出
来
事
の
思
想
を
交
え
つ
つ
正
直
に
述
懐
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
解
釈
学
が
創
造
的
で
あ
る
理
由
を
エ
リ
ア
[
デ
自
身
が
述
べ
た

件
が
あ
る
。
彼
の
説
明
で
は
、
ま
ず
第
一
に
解
釈
者
自
身
に
と
っ
て
創
造
的
で
あ
る
の
は
、
コ
犠
礼
・
象
徴
・
神
話
・
神
像
な
ど
の
宗
教
的
創
造
の
中
に
現
前
す
る
啓
示

を
解
読
し
よ
う
と
す
る
努
力
い
は
不
思
議
な
仕
方
で
寸
探
究
者
の
意
識
と
人
生
を
豊
か
に
す
る
し
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
「
直
接
的
経
験
の
レ
ベ
ル
で
は
明
ら
か
で
は
な

か
っ
た
特
定
の
諾
価
値
を
顕
わ
に
す
る
」
と
い
う
点
で
、
即
ち
見
え
な
か
っ
た
意
味
的
構
造
的
連
関
を
顕
わ
に
す
る
と
い
う
点
で
創
造
的
で
あ
り
、
解
釈
学
の
課
題
は
「
諸

々
の
象
徴
の
潜
在
的
な
意
味
作
用
と
そ
の
生
成
を
顕
わ
に
す
る
」
こ
と
に
あ
る
。
更
に
第
三
に
、
例
え
ば
宇
宙
樹
や
洗
礼
の
象
徴
体
系
が
解
釈
学
に
よ
っ
て
理
解
可
能
と

な
る
と
い
う
場
合
、
そ
の
新
た
な
批
界
内
存
在
の
様
態
と
の
出
会
い
は
、
単
な
る
知
的
歓
び
を
超
え
て
、
解
釈
者
の
人
生
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
創
造
的
発
見
と
な
る
。

要
す
る
に
、
っ
宗
教
現
象
し
の
現
前
的
啓
示
性
、
「
世
界
」
の
潜
在
的
意
味
連
関
の
顕
在
化
、
新
た
な
「
世
界
内
存
在
し
と
の
出
会
い
、
こ
の
三
重
の
意
味
が
融
合
し
て
解

釈
的
行
為
は
創
造
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
解
釈
さ
れ
る
べ
き
潜
在
的
意
味
は
、
何
よ
り
も
宗
教
的
な
意
味
だ
が
、
「
宗
教
現
象
」
そ
れ
自
体
が
有
す
る
創
造
力
に

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
号
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よ
っ
て
、
「
世
界
」
と
「
世
界
内
存
在
L

の
双
方
が
、
解
釈
的
行
為
を
通
し
て
根
源
的
な
仕
方
で
再
創
造
さ
れ
、
或
い
は
む
し
ろ
再
創
造
す
る
の
で
あ
る
。
宗
教
現
象
の

創
造
的
解
釈
と
は
、
世
界
と
自
己
の
再
創
造
に
他
な
ら
な
い
。
宗
教
学
の
役
割
で
あ
る
「
文
化
の
創
造
」
と
寸
人
間
の
変
容
L

は
、
こ
の
よ
う
な
創
造
的
解
釈
学
に
お
い

て
の
み
十
全
に
達
成
さ
れ
う
る
。
従
っ
て
、
「
創
造
的
解
釈
学
」
が
宗
教
学
の
方
法
論
的
基
軸
と
し
て
要
請
さ
れ
る
理
由
は
、
宗
教
現
象
を
把
握
す
る
学
問
的
営
為
が
、

宗
教
現
象
そ
れ
自
体
の
文
化
創
造
的
本
性
か
ら
し
て
、
未
知
の
意
味
世
界
(
と
り
わ
け
そ
の
宗
教
的
起
源
と
構
造
)
を
追
体
験
的
に
理
解
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
こ
に
、
解
釈
学
が
単
な
る
異
文
化
理
解
の
方
法
論
的
手
段
を
超
え
て
、
世
界
と
自
己
を
創
造
的
に
更
新
す
る
営
み
へ
と
変
成
す
る
転
換
点
が
あ
る
。

エ
リ
ア
;
デ
の
解
釈
学
に
出
向
し
て
言
い
残
し
た
点
は
数
多
く
あ
る
。
例
え
ば
、
そ
れ
が
人
間
存
在
の
全
体
性
(
個
人
の
存
在
全
体
で
あ
る
と
共
に
そ
の
集
合
と
し
て
の

人
類
全
体
)
を
視
野
に
収
め
た
っ
包
括
的
解
釈
学
」

(
Z
E
U
2
5
3
2
rと
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

ま
た
そ
れ
と
関
連
す
る
が
、
解
釈
学
的
努
力
に
よ
る
宗
教
の
創
造

性
の
再
発
見
や
再
創
造
と
い
う
宗
教
学
的
営
為
l
iー
そ
の
著
作
は
主
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
刊
行
さ
れ
た

l
iと
、
明
噺
判
明
な
自
我
意
識
に
は
見
え
な
い
動
機
や
志
向
を
交

っ
出
す
創
作
活
動
j
iー
そ
の
作
品
は
主
に
ル
ー
マ
ニ
ア
詰
で
発
表
さ
れ
た

l
iと
の
関
係
、
要
す
る
に
宗
教
的
創
造
力
と
文
学
的
想
像
力
と
の
関
係
な
ど
で
あ
る
。
稿
を

改
め
て
い
ず
れ
論
究
し
た
い
。E 

リ
ク
!
ル
の
解
釈
理
論

で
は
次
に
、
解
釈
学
が
原
理
的
に
抱
え
込
ん
で
い
る
諸
問
題
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
的
な
解
釈
学
者
で
あ
る
リ
ク
l

ル
の
見
解
を
窺
う

こ
と
に
し
よ
う
。
彼
の
解
釈
理
論
は
極
め
て
精
縦
立
つ
克
明
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
骨
子
を
知
る
こ
と
さ
え
国
難
だ
が
、
我
々
は
彼
の
著
書
『
解
釈
理
論
』
(
守
河
内
下

も司、内門むなも抽出

M
2

」町内。ミ

呂
、
お
)
を
彼
の
理
論
概
要
を
知
る
手
引
き
と
し
た
い
。
リ
ク
!
ル
の
哲
学
的
思
索
は
、

一
九
六

0
年
代
初
め
の
「
解
釈
学
へ
の
転
回
」
と
一
九
七

0
年
代
半
ば
の

へ
の
転
回
」
と
い
う
二
度
の
屈
折
を
経
て
深
め
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
可
解
釈
理
論
』
は
コ
一
一
缶
詰
へ
の
転
回
」
直
後
に
出
版
さ
れ
た
著
作
で
、
円

熟
期
の
リ
ク
!
ル
の
一
一
言
語
論
や
解
釈
理
論
が
最
も
要
領
よ
く
凝
縮
さ
れ
て
展
開
さ
れ
た
著
作
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、

ま
ず
『
解
釈
理
論
b

の
論
旨
を
要
約
す

る
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
に
す
る
。
以
下
の
纏
め
は
、
我
々
の
関
心
に
即
し
て
リ
ク
i
ル
の
議
論
を
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
同
盟
国
の
忠
実
な
要
約
で
は
勿
論
な
い
。

リ
ク
i
ル
の
解
釈
理
論
は
、
具
体
的
に
は
言
述
(
仏
宮
内
O

ミ
F
むなの
O
R
ω
)
理
論
の
形
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
一
一
一
一
口
述
理
論
を
構
築
す
る
際
の
二
本
の
理
論
的
支
柱
は
、
〈
出

来
事
と
意
味
の
弁
】
証
法
〉
(
門
町
。

ιur♀
甘
え
め
ぐ

O
E
自
己
目
。
ωロ
5
m
)
と
〈
語
義
と
指
示
の
弁
証
法
〉
(
門

Z
E包
ゅ
の
止
の
え

ω
g
ω
ゆ
き
仏
円
。
片
円
。
ロ
の
め
)

で
あ
り
、

ま
た



壬
一
口
述
理
論
に
お
け
る
主
要
命
題
は
よ
心
向
か
ら
の
意
味
の
解
放
」
と
「
状
況
か
ら
の
指
示
の
解
放
」
の
こ
つ
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。
一
一
一
一
口
述
に
お
け
る
二
重
の
弁
証
法
的

対
立
を
描
写
す
る
こ
と
は
、
出
来
事
と
意
味
の
問
、
及
び
語
義
と
指
示
の
間
に
あ
る
ギ
ャ
ッ
プ
を
記
述
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
そ
の
二
重
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
克

服
す
る
作
業
と
し
て
の
解
釈
の
道
を
開
拓
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
一
一
一
一
口
述
理
論
は
ギ
ャ
ッ
プ
ー
l
l解
釈
学
の
用
語
で
は
疎
隔
(
岳
民
自
己
主

c
p

〈
ゆ
円
同
門

m
w
B
P
H
H
H
m
)
l
i
l
の

問
題
を
媒
介
し
て
、
解
釈
理
論
に
接
続
し
て
い
る
。

さ
て
、
コ
解
釈
理
論
』
に
は
四
つ
の
論
文
が
収
録
さ
れ
て
レ
る
。
第
一
論
文
コ
一
一
一
口
述
と
し
て
の

(
戸
山
口
問

cmwmσωω

む
訪
の
O
戸
門

ωぬ
)

の
狙
い
は
、
構
造
言
語
学
の
成

功
に
よ
っ
て
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
た
言
述
と
し
て
の
言
語
を
言
語
学
の
中
心
問
題
に
復
権
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
構
造
言
語
学
が
「
構
造
」
と
し
て
の
言
語
、
即
ち
自
己

内
に
閉
じ
た
差
異
の
体
系
と
し
て
の
言
語
の
記
号
論

(
2
8
5止
の
と
を
扱
う
の
に
対
し
て
、

リ
ク

l
ル
は
一
一
一
一
口
述
と
し
て
の

の
意
味
論

(
8
5
2号
ω)

を
取
り
上
げ

る
。
一
一
一
同
述
は
言
語
活
動
の
個
々
の
「
出
来
事
し
と
し
て
実
現
さ
れ
る
。
こ
の
出
来
事
の
次
元
は
、
構
造
言
語
学
に
は
言
述
の
認
識
論
的
弱
点
を
示
す
も
の
と
な
る

D

体
系

は
存
続
す
る
が
、
出
来
事
は
消
滅
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
反
面
、
体
系
が
単
に
潜
在
的
な
も
の
に
止
ま
る
の
に
対
し
て
、
出
来
事
は
現
実
に
生
起
す
る
。
従
っ
て
、

言
述
の
意
味
論
の
第
一
段
階
は
、
こ
の
出
来
事
の
暫
時
性
に
起
因
す
る
認
識
論
的
弱
点
を
、
出
来
事
の
現
実
性
か
ら
帰
結
さ
れ
る
言
述
の
存
在
論
的
優
先
を
関
係
ず
つ
け
る

こ
と
を
通
し
て
、
修
正
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
一
一
一
口
述
の
行
為
は
単
な
る
束
の
間
の
出
来
事
で
は
な
く
、
も
う
一
度
話
し
た
り
、
別
の
言
葉
で
話
す
特
に
、
命
題
内
容
と
呼
び

う
る
自
己
間
一
性
と
し
て
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
は
基
本
的
に
は
コ
記
号
」
で
は
な
く
「
文
」
の
自
己
同
一
性
と
し
て
の
コ
意
味
」
で
あ
り
、
文
は
単
一
の
向
定
〔
主
語
〕

と
普
遍
的
な
述
定
〔
述
語
〕
の
結
合
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

り
ク

i
ル
は
次
の
公
理
に
到
達
す
る
。
勺
全
て
の
言
述
は
出
来
事
と
し
て
実
現
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
全
て
の

一
口
述
は
意
味
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
L

Q
、H
J
H
N
)

以
上
の
よ
う
な
意
味
論
的
接
近
は
、

オ

j

ス
テ
ィ
ン
の
一
一
一
一
口
語
行
為
論
や
相
互
発
話
行
為
論
な
ど
に
対
す
る
考
察
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
、
〈
出
来
事
と
意
味
の
弁
証
法
〉

の
新
た
な
局
面
が
、
言
語
の
行
為
遂
行
的
な
出
来
事
と
命
題
的
意
味
の
緊
張
と
し
て
、
ま
た
意
味
を
交
換
す
る
相
互
主
体
的
な
出
来
事
と
し
て
照
射
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、

ヰ
一
一
口
述
の
意
味
は
、
ニ
一
一
口
表
者
の
主
観
的
意
味
で
あ
る
と
問
時
に
一
一
一
一
口
表
の
客
観
的
意
味
(
命
題
内
容
)

で
も
あ
る
が
、
言
述
に
は
そ
れ
が
「
何
」
で
あ
る
か
と
い
う
「
語
義
」

の
側
面
と
、
そ
れ
が
「
何
に
つ
い
て
」
で
あ
る
か
と
い
う
「
指
示
」
の
側
面
が
あ
る
。
語
義
が
言
述
に
内
在
し
て
文
の
内
部
で
悶
定
と
述
定
を
相
関
さ
せ
る
の
に
対
し
て
、

指
示
は
一
一
一
缶
詰
を
世
界
へ
と
関
係
、
、
つ
け
る
自
己
超
越
的
な
運
動
で
あ
る
。
こ
こ
で
決
定
的
な
事
実
は
、
一
一
一
一
口
語
は
た
だ
そ
れ
が
使
用
さ
れ
る
時
に
の
み
指
示
を
持
つ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
向
か
を
指
示
す
る
場
合
、

そ
の
語
義
は
話
し
手
の
指
示
的
な
志
向
に
よ
っ
て
横
切
ら
れ
て
い
る
。
結
局
、
〈
語
義
と
指
示
の
弁
証
法
〉
の
み
が
、
言
語
と
世
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界
内
存
在
の
存
在
論
的
状
況
と
の
関
係
に
つ
い
て
何
ご
と
か
を
語
る
の
で
あ
り
、
我
々
は
世
界
内
に
存
在
す
る
故
に
、
言
語
へ
と
も
た
ら
す
べ
き
経
験
を
持
つ
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
言
述
の
最
も
具
体
的
な
意
味
論
は
、
語
義
の
内
在
的
構
成
を
指
示
の
超
越
的
志
向
に
関
係
づ
け
る
理
論
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

第
二
論
文
「
話
す
こ
と
と
書
く
こ
と

L
G宮
島
E
m
g応
可
号
百
拘
)
で
は
、
一
一
一
一
口
述
理
論
が
展
開
さ
れ
る
場
面
が
「
話
す
こ
と
」
か
ら
「
書
く
こ
と
し
へ
と
移
さ
れ
る
。

書
く
こ
と
に
お
い
て
発
生
す
る
の
は
、
話
す
こ
と
の
中
で
潜
在
的
状
態
に
あ
る
も
の
が
顕
わ
に
な
る
こ
と
、
郎
ち
出
来
事
が
意
味
か
ら
分
離
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
書
く

こ
と
は
言
述
の
十
全
な
る
顕
現
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
、

げ
ノ
ク

i
ル
は
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
理
論
の
図
式
を
下
敷
き
に
し
て
、
言
述
を
構
成

す
る
六
つ
の
要
因
(
話
し
手

聞
き
手
・
メ
ッ
セ
ー
ジ

接
触
〔
媒
体
〕

コ

脈
絡
〔
指
示
〕
)
が
話
す
こ
と
か
ら
書
く
こ
と
へ
の
移
行
の
中
で
如
何
に
変
化
す

る
か
を
論
じ
る
。

ま
ず
、
勺
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
媒
体
L

の
関
係
は
、
言
述
が
人
間
の
声
と
は
別
の
向
か
外
的
な
媒
体
(
石
や
紙
)

の
中
に
固
定
さ
れ
る
書
き
記
し

(-SQ一℃
t
c
ロ)

に
よ
っ

て
最
も
明
白
な
変
化
を
被
る
が
、
書
く
こ
と
が
現
実
に
国
定
す
る
の
は
話
す
こ
と
の
出
来
事
で
は
な
く
て
、
そ
の
出
来
事
の
志
向
対
象
(
ノ
エ
マ
)
と
し
て
の
意
味
で
あ

る
。
次
に
、
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
話
し
手
」
の
関
係
と
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
聞
き
手
」
の
関
係
も
、
話
さ
れ
る
言
述
か
ら
書
か
れ
た
言
述
に
移
る
時
に
、

一
方
で
は
著
者
の
心

的
志
向
と
テ
キ
ス
ト
の
意
味
と
が
分
離
し
、
他
方
で
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
は
未
知
の
読
者
(
読
む
こ
と
の
で
き
る
全
て
の
人
)

に
向
け
ら
れ
る
と
い
う
決
定
的
な
変
化
を

被
る
。
書
き
記
し
は
、

テ
キ
ス
ト
の
意
味
論
的
自
律
と
同
義
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
は
著
者
が
生
き
た
有
限
な
地
平
を
逃
れ
、
今
や
テ
キ
ス
ト
が
意
味
す
る
こ
と
は
、
著
者

が
書
い
た
時
に
意
味
し
た
こ
と
よ
り
も
重
要
に
な
る
と
向
時
に
、

そ
の
テ
キ
ス
ト
の
読
者
は
潜
在
的
に
普
遍
化
す
る
。

テ
キ
ス
ト
の
意
味
論
的
自
律
が
読
者
を
創
り
出
す

の
だ
が
、
逆
に
読
者
の
反
応
(
解
釈
)
が
テ
キ
ス
ト
を
有
意
味
な
も
の
た
ら
し
め
る
。
こ
う
し
て
、
「
対
話
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
解
釈
学
は
始
ま
る
」
の
で
あ
る
。
勺
メ

ッ
セ

i
ジ
と
コ

i
ド
」
の
関
係
は
、
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
機
能
と
の
比
較
を
通
し
て
考
察
さ
れ
る
。
詩
や
物
語
や
随
筆
な
ど
の
言
述
を
産
出
す
る
ジ
ャ
ン
ル
は
、
素
材
に
形

式
を
適
用
し
て
作
品
を
生
み
出
す
創
作
の
法
則
に
関
わ
っ
て
お
り
、
言
語
の
作
品
は
影
刻
の
如
く
自
足
的
と
な
る
と
共
に
、

ま
た
形
作
ら
れ
る
べ
き
素
材
で
も
あ
る
。
最

後
に
、
書
く
こ
と
の
出
現
に
よ
っ
て
、
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
指
示
」
の
関
係
は
最
も
複
雑
な
変
化
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
対
話
に
お
け
る
一
切
の
指
示
は
呈
示
に
依
存
し
、

対
話
の
当
事
者
が
共
通
な
も
の
と
認
識
し
て
い
る
状
況
に
依
存
し
て
い
る
。
書
く
こ
と
が
打
破
す
る
の
は
、

正
に
こ
う
し
た
対
話
的
状
況
で
の
指
示
の
根
抵
で
あ
る
。
著

者
と
読
者
の
間
の
時
空
の
距
離
が
生
み
出
す
共
通
の
状
況
の
欠
如
の
中
で
、
指
示
範
囲
は
二
重
に
拡
張
さ
れ
る
。
部
ち
、
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
状
況
で
は
な
く
世

界
を
持
つ
に
至
り
、

テ
キ
ス
ト
は
「
そ
の
意
味
を
心
的
志
向
の
監
督
か
ら
解
放
す
る
の
と
同
じ
仕
方
で
、

そ
の
指
示
を
状
況
的
指
示
の
眼
界
か
ら
解
放
す
る
。
L



(円、叶・
ω
∞
)
他
方
、
詩
的
言
述
に
お
け
る
公
然
的
で
記
述
的
な
指
示
の
削
除
(
指
示
の
蝕
)

は
、
我
々
の
世
界
内
存
在
に
対
す
る
指
示
の
カ
を
解
放
し
て
、
コ
ア
キ
ス
ト

に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
た
指
示
の
総
体
」
と
し
て
の
世
界
の
投
企
に
我
々
を
開
か
し
め
る
。

さ
て
、
残
さ
れ
た
問
題
は
、
解
釈
過
程
そ
れ
自
体
の
中
に
言
述
の
外
在
化
の
究
極
的
な
正
当
性
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
「
書
く
こ
と
L

の
問
題
は
、
そ
の
対
極
に
あ

る

Ju抗
む
こ
と
し
に
関
わ
る
時
に
解
釈
学
の
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
現
わ
れ
る
新
た
な
弁
証
法
が
、
〈
疎
隔
と
同
化
の
弁
証
法
〉
(
門
宮

込
山
川
同
日
ゅ
の
門
ゅ
の

。
リ
『
巳

Fω
円
山
口
わ

-
ω
t
cロ

吉
弘
山
口
官
名
門
一
色
。
ロ
)
で
あ
る
。
同
化
は
テ
キ
ス
ト
を
著
者
か
ら
切
り
離
し
た
意
味
論
的
自
律
と
対
応
す
る
も
の
で
、
「
疎
遠
な
も
の
を
自
分
自
身
の
も
の
に
す
る
こ
と
L

で
あ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
距
離
と
は
、
我
々
と
テ
キ
ス
ト
の
間
に
あ
る
文
化
の
疎
隔
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
読
む
こ
と
は
自
罵
性
と
他
属
性
の
間
で
の
文
化
の
闘
い
の

中
で
こ
の
疎
備
を
癒
す
一
種
の
寸
治
療
L

と
な
り
え
、
解
釈
は
疎
隔
を
乗
り
超
え
て
意
味
を
回
復
す
る
作
業
と
な
り
う
る
。
リ
ク

l
ル
の
解
釈
理
論
の
特
色
の
一
つ
は
、

解
釈
を
三
空
港
や
政
隔
を
生
産
的
な
も
の
と
す
る
企
て
L

(

円
吋
・
会
)
と
捉
え
る
積
極
性
に
窺
え
る
が
、
こ
の
諌
隔
と
同
化
の
問
題
は
第
四
論
文
と
結
論
で
再
び
取
り
上

げ
ら
れ
る
。

第
三
論
文
っ
隠
喰
と
象
徴
L

(

玄
立
毛
F
O
「
山
口
巳

ω百
戸
ぎ
}
)
が
同
書
の
こ
の
位
置
に
収
め
ら
れ
た
理
由
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
文
学
作
品
に
お
け
る
意
味
の
余
剰
に
関

わ
る
も
の
で
、

リ
ク
i
ル
は
「
隠
倫
」
を
文
学
作
品
が
持
つ
認
識
的
価
値
に
つ
い
て
の
試
金
石
と
見
倣
し
、
隠
喰
と
い
う
意
味
の
余
剰
を
意
味
論
の
領
域
に
統
合
で
き
る

な
ら
ば
、
言
語
の
意
味
作
用
の
理
論
を
最
大
限
に
拡
張
で
き
る
と
考
え
る
。
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
言
語
を
超
え
出
る
意
味
の
余
剰
と
し
て
の
「
象
徴
」
に
関
わ
る
も
の

で
あ
る
。
象
徴
に
は
、
意
味
論
的
な
も
の
と
非
意
味
論
的
な
も
の
の
双
方
が
含
ま
れ
て
い
る
。
リ
ク
i

ル
の
見
通
し
で
は
、
「
穏
仏
側
理
論
が
象
徴
理
論
に
通
じ
る
予
備
的

分
析
と
し
て
役
立
つ
と
す
れ
ば
、
象
徴
理
論
の
方
は
、
そ
の
中
に
言
語
的
な
二
重
の
意
味
の
み
な
ら
ず
、
非
言
語
的
な
二
重
の
意
味
を
も
含
め
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

我
々
が
意
味
作
用
の
理
論
を
拡
張
す
る
の
を
許
す
だ
ろ
う
。
し
(
可
・
怠
)

つ
ま
り
、
穏
織
や
象
徴
に
対
す
る
考
察
は
、
解
釈
理
論
の
領
域
拡
張
に
関
係
す
る
わ
け
で
あ
る
。

我
々
に
は
り
ク
i

ル
の
論
述
を
詳
細
に
辿
る
余
裕
は
な
く
、
彼
の
議
論
の
結
果
の
み
を
確
認
す
る
に
止
め
た
い
。
リ
ク
l

ル
は
隠
鳴
に
関
す
る
古
典
修
辞
学
の
前
提
を

六
つ
の
命
題
に
ま
と
め
、
現
代
の
意
味
論
を
参
照
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
命
題
を
逐
一
否
定
す
る
。
そ
し
て
、
従
来
の
代
置
理
論
に
代
わ
っ
て
、
彼
は
緊
張
理
論
を
提
出
す

る
。
臨
仏
慨
は
単
語
の
意
味
作
用
の
置
き
換
え
で
は
な
く
て
、
隠
倫
的
一
一
一
一
口
表
に
お
け
る
二
つ
の
単
語
の
間
に
生
じ
る
緊
張
の
結
果
で
あ
り
、
単
一
組
問
の
字
義
的
意
味
か
ら
の
逸

脱
で
は
な
く
て
、
対
立
す
る
こ
一
通
り
の
一
一
一
一
口
表
解
釈
の
鈎
突
で
あ
る
。
ま
た
従
来
、
隠
織
を
説
明
し
て
き
た
類
似
性
の
原
理
は
荷
立
し
え
な
い
こ
つ
の
観
念
の
結
合
に
よ
る

衝
撃
を
軽
減
す
る
役
割
を
果
た
す
が
、
む
し
ろ
隠
鳴
の
機
能
は
相
互
に
疎
遠
な
も
の
同
志
を
結
合
す
る
こ
と
で
新
た
な
意
味
関
係
を
生
み
出
す
こ
と
に
あ
る
。
文
一
彩
を
或

哲
学

思
想
論
集
第
二
十
号

八
七



解
釈
に
お
け
る
創
造
と
発
見

入

/¥ 

る
単
語
の
別
の
単
語
と
の
寵
換
と
見
る
古
典
修
辞
学
に
対
し
て
、
リ
ク

i
ル
は
生
き
た
癒
喰
は
「
瞬
時
の
創
造
L

で
あ
り
「
意
味
の
革
新
」
で
あ
る
と
す
る
。
要
す
る
に
、

緊
張
を
苧
む
真
の
隠
喰
は
翻
訳
で
き
ず
、

ま
た
そ
れ
は
単
な
る
一
一
=
口
述
の
装
飾
で
は
な
く
、
実
在
に
関
す
る
新
し
い
情
報
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
察
を
踏

ま
え
て
、

リ
ク
j

ル
は
三
方
に
お
い
て
隠
鳴
の
中
に
は
象
徴
以
上
の
も
の
が
あ
り
、
他
方
に
お
い
て
象
徴
の
中
に
は
隠
命
以
上
の
も
の
が
あ
る
L

Q
吋
・
∞
∞
)
と
い
う

結
論
を
下
す
。
穏
織
の
中
に
象
徴
以
上
の
も
の
が
あ
る
の
は
、
隠
喰
こ
そ
が
象
徴
の
潜
在
的
な
意
味
論
を
言
語
に
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
り
、
象
徴
の
中
に
鱈
喰
以
上
の
も

の
が
あ
る
の
は
、
臆
喰
は
経
験
の
深
み
に
梓
差
す
象
徴
的
力
が
預
け
ら
れ
る
言
語
的
手
続
き
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
最
後
の
第
四
論
文
〉
説
明
と
理
解

L
S
M
G
E
S
Z
8
8仏

d
E
2
ω
g
Z
E
m
)
と
そ
の
直
後
の
「
結
論
L

(

打
。
ロ
己

g
芯
ロ
)
は
、
司
解
釈
理
論
』
全
体
の
議
論

を
総
括
す
る
性
格
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
。
書
か
れ
た
言
述
(
テ
キ
ス
ト
)
を
読
む
行
為
が
解
釈
で
あ
る
が
、
そ
の
際
の
認
識
的
態
度
を
説
明
と
理
解
に
大
別
で
き
る
と

す
れ
ば

一
般
に
説
明
に
お
い
て
は
命
題
や
意
味
の
範
聞
が
分
析
的
な
仕
方
で
解
明
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

理
解
に
お
い
て
は
部
分
的
な
意
味
の
連
鎖
が
総
合
的
行
為
の

中
で
全
体
と
し
て
把
握
さ
れ
る
と
言
え
る
。

ロ
マ
ン
主
義
的
解
釈
学
で
は
、
こ
の
説
明
と
理
解
の
両
極
性
は
相
互
に
還
元
不
可
能
な
知
解
の
様
態
と
見
倣
さ
れ
、
説
明
の

範
例
的
な
適
用
範
囲
は
自
然
科
学
に
あ
り
、
理
解
の
本
来
の
適
用
範
囲
は
精
神
科
学
(
人
間
科
学
)

に
あ
る
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、

ロ
マ
ン
主
義
的
解
釈
学
に
お
け
る
説

明
と
理
解
の
二
分
法
は
、
二
つ
の
方
法
論
、
及
び
二
つ
の
現
実
領
域
(
自
然
と
精
神
)
を
対
立
さ
せ
る
の
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
解
釈
は
理
解
の
一
つ
の
特
殊
ケ
ー
へ
即

ち
書
か
れ
た
生
の
表
現
に
適
用
さ
れ
た
理
解
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

リ
ク
ー
ル
は
読
む
こ
と
に
お
け
る
説
明
と
理
解
の
両
極
性
は
二
元
論
的
視
点
で
取

わ
ノ
扱
わ
れ
で
は
な
ら
ず
、
解
釈
を
説
明
と
理
解
を
包
み
込
む
過
程
全
体
を
指
す
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
基
本
的
視
座
か
ら
、

リ
ク
i
ル
は
解
釈
を
〈
説
明
と
理
解

の
弁
-
証
法
〉
(
吾
作
ハ
ロ
巳
ゅ
の
江
の

O

内
実
℃
E
g
z。
口
言
乱
戸
口
弘
め
吋

ω
z
a
E
m
)
と
見
倣
し
、
そ
れ
を
理
解
(
テ
キ
ス
ト
全
体
の
意
味
の
素
朴
な
把
握
と
し
て
の
推
、
測
)

か
ら

説
明
へ
の
運
動
と
、
説
明
か
ら
理
解
(
説
明
の
手
順
に
支
え
ら
れ
た
洗
練
さ
れ
た
把
握
)

へ
の
運
動
と
い
う
逆
方
向
の
二
重
運
動
に
分
節
し
て
捉
え
直
そ
う
と
努
め
る
。

そ
も
そ
も
テ
キ
ス
ト
の
意
味
を
推
測
す
る
必
要
性
が
ど
こ
か
ら
来
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
テ
キ
ス
ト
の
意
味
論
的
自
律
と
関
係
し
て
い
る
。

テ
キ
ス
ト
と
読
者
の
間

の
非
対
称
的
な
関
係

l
i対
話
と
違
っ
て
テ
キ
ス
ト
は
沈
黙
し
て
い
る

i
!は
、
楽
譜
と
そ
の
指
示
に
従
う
指
揮
者
の
関
係
に
似
て
お
り
、
理
解
は
最
初
の
出
来
事
が
客

体
化
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
起
点
と
し
て
新
し
い
出
来
事
を
生
成
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
テ
キ
ス
ト
の
意
味
を
推
測
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
著
者
の
心
的
志
向
が
我

々
の
手
の
届
か
ぬ
と
こ
ろ
に
あ
る
た
め
で
あ
る
。
従
っ
て
、

理
解
は
非
心
理
的
で
正
に
意
味
論
的
な
空
間
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
推
、
測
に
お
い
て
誤
解
は
殆
ど
不
可
避

で
さ
え
あ
る
。
だ
が
一
体
、
理
解
に
よ
っ
て
何
が
推
測
さ
れ
る
の
か
。
テ
キ
ス
ト
の
一
一
一
一
口
葉
の
意
味
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、
テ
キ
ス
ト
を
個
別
的
な
全
体
と
し
て
解
釈
し
、



ま
た
そ
の
意
味
の
潜
在
的
地
平
を
解
読
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
推
測
を
点
検
す
る
確
証
の
手
続
き
は
、
経
験
的
検
証
の
論
理
よ
り
は
蓋
然
性
の
論
理
に
近
い
。
不

確
実
性
と
質
的
議
然
性
の
論
理
に
依
拠
し
て
諸
々
の
指
擦
を
収
数
さ
せ
る
方
法
こ
そ
が
、
個
別
的
な
も
の
の
学
に
確
留
た
る
基
礎
を
与
え
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
推
棋
と
確
証
の
循
環
的
関
係
の
中
で
、
競
合
す
る
解
釈
間
の
葛
藤
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
代
わ
り
に
我
々
は
独
断
論
と
懐
疑
論
と
い
う

両
極
端
を
避
け
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

読
む
こ
と
に
お
レ
て
推
測
〔
理
解
〕
と
確
-
証
〔
説
明
〕
の
弁
】
誕
法
が
〈
出
来
事
と
意
味
の
弁
証
法
〉
に
対
応
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
説
明
と
把
握
〔
理
解
〕
の
弁
証
法

は
〈
語
義
と
指
示
の
弁
証
法
〉
と
関
係
し
て
い
る
と
言
え
る
。
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
り
、
文
学
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
状
況
的
世
界
か
ら
の
抽
象
は
、
読
者
と

し
て
の
我
々
に
、
現
実
に
対
す
る
公
然
た
る
指
示
を
中
断
す
る
か
、
テ
キ
ス
ト
の
潜
在
的
で
非
公
然
た
る
指
示
を
想
像
上
で
実
現
す
る
か
の
二
つ
の
相
反
す
る
態
度
を
取

を
移
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
体
系
は
、

ら
せ
る
だ
ろ
う
。
第
一
の
読
み
方
は
、
呈
示
さ
れ
う
る
世
界
へ
の
関
係
の
遮
断
、
即
ち
公
然
た
る
指
示
を
中
断
し
た
状
態
に
止
ま
り
、
外
部
な
き
テ
キ
ス
ト
の
場
所
に
身

ソ
シ
ュ

i
ル
が
ラ
ン
グ
と
呼
ん
だ
閉
じ
た
記
号
体
系
に
酷
似
し
て
い
る
。
プ
ラ

i

グ
学
派
や
コ
ベ
ン
ハ
!
ゲ
ン
学
派
が
教
え
た
こ
と
は
、
過
程
か
ら
体
系
を
抽
象
す
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
体
系
を
向
じ
体
系
の
他
の
単
位
と
の
対
立
を
通
し
て
既
に
規
定

さ
れ
た
単
位
と
関
係
づ
け
る
こ
と
は
常
に
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
単
位
の
有
限
な
集
合
内
で
の
弁
別
的
実
体
の
相
互
作
用
が
、
現
代
言
語
学
で
の
「
構

造
」
の
概
念
を
規
定
し
て
い
る
。

リ
ク
!
ル
は
、
神
話
素
の
相
互
関
係
と
し
て
の
神
話
の
構
造
を
析
出
し
よ
う
と
し
た
レ
ヴ
ィ
リ
ス
ト
ロ
!
ス
の
構
造
分
析
や
、
物
語
の
行
為
的
単
位
へ
の
還
元
に
ょ
う

て
物
誌
を
非
時
開
化
し
た
。
フ
ロ
ッ
プ
学
派
に
よ
る
民
話
分
析
に
言
及
し
、
構
造
主
義
学
派
の
一
一
一
一
口
う
「
説
明
L

の
厳
密
な
意
味
を
明
確
に
し
た
上
で
、
「
説
明
L

が
如
何
に

し
て
「
理
解
」
を
要
請
す
る
か
を
示
そ
う
と
す
る
。
神
話
や
物
語
の
中
に
見
出
さ
れ
る
諸
々
の
対
立
と
矛
盾
の
全
体
は
、
人
間
の
実
存
的
葛
藤
と
の
関
連
な
b
に
は
意
味

を
持
た
な
い
。
構
造
分
析
は
、
起
源
物
語
と
し
て
の
神
話
が
含
む
根
源
的
な
問
い
を
免
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
却
っ
て
一
一
層
高
い
レ
ベ
ル
の
根
源
性
へ
と
連
れ
戻
す
の
で
芯
る
。

リ
ク

i
ル
の
想
定
で
は
、
構
造
分
析
の
機
能
は
、
我
々
を
表
層
の
意
味
論
(
即
ち
、
物
語
ら
れ
た
神
話
の
意
味
論
)
か
ら
深
層
の
意
味
論
(
即
ち
、
境
界
状
況
の
意
味
論

で
あ
り
、
そ
れ
が
神
話
の
究
極
的
な
「
指
示
物
」
を
構
成
す
る
)

へ
と
導
く
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
深
麿
の
意
味
論

(ω
仏

3
5
2
B
g
t
n
ω
)
と
い
う
概
念
を
考
察
の
導

き
の
糸
と
す
れ
ば
、
テ
キ
ス
ト
の
非
公
然
的
な
指
示
は
、
「
テ
キ
ス
ト
の
深
層
の
意
味
論
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
よ
う
な
種
類
の
世
界
、
即
ち
一
つ
の
発
見
」
(
凶
吋
・
∞
斗
)

と
な
る
。
理
解
は
著
者
や
著
者
の
状
況
と
は
関
係
が
な
く
、
テ
キ
ス
ト
の
指
示
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
た
世
界
叙
述
(
投
企
)

の
把
握
を
目
指
す
こ
と
で
あ
る
。
テ
キ
ス

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
号

ー、、守し

F
/
」
寸
ノ



解
釈
に
お
け
る
創
造
と
発
見

九
O

ト
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
語
義
か
ら
指
示
へ
と
そ
の
運
動
を
辿
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
過
程
で
、
構
造
分
析
が
演
じ
る
媒
介
的
役
割
は
、

テ
キ
ス
ト
へ
の
客
観
的

接
近
を
正
当
化
す
る
こ
と
で
あ
る
と
共
に
、

主
観
的
接
近
を
修
正
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
深
層
の
意
味
論
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
指
示
は
、
既
に
存
在
し
て
い

る
も
の
を
指
差
す
公
然
た
る
指
示
の
機
能
を
超
え
て
お
り
、
コ
市
す
こ
と
は
、
同
時
に
新
し
い
存
在
様
態
を
創
造
す
る
こ
と
」
(
円
づ
∞
∞
)
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
〈
説
明
と
理
解
の
弁
『
証
法
〉
と
し
て
の
解
釈
が
既
述
の
〈
疎
隔
と
同
化
の
弁
証
法
〉
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
時
に
、
コ
解
釈
理
論
』
の
議
論
全
体
を
総

括
す
る
「
結
論
」
の
視
点
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
は
、
解
釈
に
お
け
る
歴
史
主
義
と
論
理
主
義
の
対
立
を
動
的
な
弁
証
法
的
過
程
と
し
て
捉
え
る
視
点
と
重
な
り
合
っ
て
い

る
。
疎
痛
は
何
よ
り
も
疎
遠
を
意
味
し
、
同
化
は
そ
の
文
化
的
遺
産
を
距
離
の
疎
外
か
ら
救
出
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
論
究
の
際
に
、

リ
ク

i
ル
は
解
釈
を
寸
疎
遠

や
疎
漏
を
生
産
的
な
も
の
と
す
る
企
て
L

と
し
て
語
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
如
何
に
し
て
可
能
と
な
る
の
か
。

解
釈
の
歴
史
主
義
が
テ
キ
ス
ト
を
特
定
の
社
会
的
文
化
的
脈
絡
か
ら
捉
え
る
と
い
う
認
識
論
的
前
提
を
有
す
る
の
に
対
し
て
、

主
義
は
命
題
の
意
味
は
心
理
的
現
安
へ
で
も
物
質
的
現
実
で
も
な
く
、
同
一
の
も
の
と
し
て
様
々
な
偶
人
に
同
定
さ
れ
る
理
念
的
対
象
だ
と
主
張
す
る
。
文
化
の
表
現
に
関

フ
レ
i
ゲ
や
フ
ッ
サ
i
ル
の
如
き
論
理

す
る
説
明
に
お
け
る
盤
史
性
か
ら
論
理
性
へ
の
反
転
は
、
文
芸
評
論
の
分
野
で
も
指
摘
で
き
る
事
実
だ
が
、

リ
ク

1

ル
は
こ
う
し
た
反
歴
史
主
義
的
傾
向
を
考
慮
に
入
れ

て
、
自
分
の
研
究
が
そ
の
意
味
一
般
の
客
観
性
に
関
す
る
主
要
な
前
提
と
一
致
し
て
レ
る
こ
と
を
認
め
る
。
〈
説
明
と
理
解
の
弁
証
法
〉
を
背
景
に
置
く
時
、
謀
関
と
伺

化
と
い
う
実
存
的
概
念
は
一
一
層
豊
か
に
な
る
。
部
ち
、
疎
痛
の
実
存
的
概
念
は
認
識
論
的
展
開
を
受
け
取
り
、
非
麗
史
化
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
は
著
者
と
読
者
の
間
の
不
可

欠
の
媒
介
と
な
る
。
ま
た
、
疎
遠
な
も
の
を
自
分
自
身
の
も
の
と
す
る
目
標
は
依
然
と
し
て
変
わ
ら
な
い
が
、
同
化
の
実
存
的
概
念
は
テ
キ
ス
ト
の
意
味
の
現
実
化
と
し

て
捉
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
読
む
こ
と
が
言
述
の
出
来
事
を
新
た
に
生
み
出
す
時
に
、
解
釈
は
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
間
化
と
し
て
解
釈
は
一
つ
の
出
来
事
と
な
る
。

し
か
し
、
同
化
の
概
念
は
批
判
的
な
相
関
者
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
種
の
認
識
論
的
補
完
な
し
に
は
誤
解
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
。

例
え
ば
、
向
化
を
著
者
の
天
性
と
気
心
の
合
っ
た
一
致
と
見
る
ロ
マ
ン
主
義
的
要
求
に
潜
む
誤
解
が
あ
る
が
、
同
化
さ
れ
る
べ
き
は
、
別
の
自
我
の
内
的
生
で
は
な
く

て
、
寸
物
事
の
可
能
な
見
方
の
開
示
で
あ
り
、

そ
れ
こ
そ
が
テ
キ
ス
ト
の
真
正
の
指
示
力
で
あ
る
。
L

(

円、吋
b
N
)

こ
う
し
た
開
示
と
開
化
の
結
合
が
、

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ

ッハ

l
以
来
の
解
釈
学
の
核
心
で
あ
る
。

J
者
者
が
自
己
理
解
す
る
以
上
に
よ
く
理
解
す
る
こ
と
し
と
は
、
実
は
著
者
自
身
の
実
存
状
況
の
眼
ら
れ
た
地
平
を
超
え
て
、

彼
の
言
述
に
含
ま
れ
た
開
示
力
を
示
し
て
克
せ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ガ
ダ
マ

j

が
「
地
平
融
合
」
(
旬
。
江

N
S守
2
・R
E
S巴
Ngm)
と
呼
ん
だ
事
態
、
郎
ち

読
者
の
世
界
地
平
が
著
者
の
世
界
地
平
に
融
け
る
と
い
う
事
態
に
接
近
す
る
。

テ
キ
ス
ト
の
理
念
性
は
、
そ
の
地
平
融
合
の
過
程
で
の
媒
介
的
繋
が
り
と
な
る
。
ま
た
、



解
釈
学
の
課
題
は
最
初
の
受
け
手
の
理
解
に
支
配
さ
れ
る
と
い
う
誤
解
は
、

テ
キ
ス
ト
の
意
味
が
対
話
の
相
手
を
超
え
、
時
間
を
超
え
て
読
め
る
人
に
は
誰
に
で
も
開
か

れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
い
る
。
意
味
の
全
時
間
性
は
、
未
知
の
読
者
に
意
味
を
開
く
の
で
あ
る
。
更
に
は
、

現
実
の
読
者
に
よ
る
テ
キ
ス
ト
の
意
味
の
同
化
を
読
者

の
有
限
な
理
解
力
の
支
配
下
に
解
釈
を
置
く
こ
と
と
見
倣
す
誤
解
も
あ
る
。
だ
が
、
同
化
さ
れ
る
も
の
は
、
テ
キ
ス
ト
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
別
の
主
体
の
志
向
で
は
な
く
、

一
つ
の
世
界
の
投
企
で
あ
り
、

テ
キ
ス
ト
が
そ
れ
自
体
の
前
に
そ
の
非
公
然
た
る
指
示
に
よ
っ
て
切
り
開
い
た
世
界
内
存
在
の
様
態
の
提
示
で
あ
る
。
従
っ
て
、

ク

ル
に
よ
れ
ば
、
解
釈
と
は
自
分
の
位
界
内
存
在
の
仕
方
を
既
に
習
得
し
た
主
体
が
テ
キ
ス
ト
へ
自
分
の
自
己
理
解
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
を
投
企
し
て
テ
キ
ス
ト
の
中
に

そ
れ
を
読
む
こ
と
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
寸
新
し
い
存
在
様
態
・
・
・
(
引
用
者
、
省
略
)

-
の
開
示
が
、
そ
の
主
体
に
自
己
自
身
を
知
る
た
め
の
新
し
い
能
力
を
与
え

る
過
程
し
(
円
、
H
J
C
S

で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
同
化
は
一
種
の
所
有
(
甘
O
ω
ω
g位。ロ)、

一
つ
の
物
事
の
欄
み
方
と
し
て
現
わ
れ
る
の
を
止
め
、
利
己
主
義
的
ナ
ル
シ
シ
ズ

ム
的
な
自
我
の
没
収
(
品
目
名
。
ω
ω
2
ω
5
5
と
レ
う
契
機
を
含
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
没
収
の
過
程
は
、
意
味
の
普
遍
性

非
時
間
性
の
働
き
と
結
び
つ
く
が

そ
の
音
ル

味
の
普
遍
性
は
今
度
は
テ
キ
ス
ト
の
開
示
力
と
連
結
す
る
。
こ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
の
指
図
に
応
じ
て
意
味
の
矢
印
の
方
向
を
辿
ろ
う
と
す
る
解
釈
が
、
新
し
い
自
己
理

解
を
始
動
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
我
々
は
リ
ク

l

ル
の
『
解
釈
理
論
b

に
お
け
る
議
論
を
概
観
し
た
。
そ
こ
に
展
開
さ
れ
た
四
つ
の
弁
証
法
、
即
ち
〈
出
来
事
と
意
味
の
弁
-
証
法
〉
、
〈
語
義
と
指

示
の
弁
証
法
〉
、
〈
説
明
と
理
解
の
弁
証
法
〉
、
〈
疎
隔
と
同
化
の
弁
証
法
〉
の
い
ず
れ
に
も
密
接
不
離
の
関
係
を
持
つ
の
は
、
意
味
を
巡
る
理
念
性
と
現
実
性
の
対
立
で
あ

る
。
対
話
的
状
況
で
の
「
話
さ
れ
た
言
述
し
に
お
い
て
は
、
話
者
が
生
み
出
す
言
述
が
出
来
事
と
し
て
実
現
さ
れ
つ
つ
意
味
と
し
て
理
解
さ
れ
〔
志
向
か
ら
の
意
味
の
解

放〕、

ま
た
状
況
の
繋
縛
か
ら
指
示
は
解
放
さ
れ
た
〔
状
況
か
ら
の
指
示
の
解
放
〕
。
こ
れ
ら
の
事
態
は
全
て
、
意
味
の
理
念
性
に
支
え
ら
れ
て
生
起
す
る
。
「
童
福
か
れ
た

ユ
一
一
口
述
」
を
扱
う
解
釈
的
場
面
で
は
、
こ
の
意
味
の
理
念
性
は
、
著
者
の
心
的
志
向
と
の
分
断
に
よ
る
テ
キ
ス
ト
の
意
味
論
的
自
律
、
及
び
読
者
の
普
通
化
と
い
う
形
で
現

わ
れ
た
。
し
か
し
他
方
で
、
こ
う
し
た
実
存
的
状
況
が
含
む
有
限
な
地
平
か
ら
超
脱
す
る
理
念
的
意
味
は
、
現
実
と
関
係
を
持
た
ず
に
一
一
一
一
口
語
体
系
内
に
自
関
す
る
の
で
は

な
く
、
そ
れ
は
現
実
と
の
接
触
を
回
復
す
る
運
動
へ
と
反
転
す
る
。

つ
ま
り
、
状
況
の
繋
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
指
示
や
非
公
然
た
る
指
示
の
総
体
は
、

そ
れ
自
体
一
つ
の

「
世
界
の
投
企
L

と
な
る
の
で
あ
り
、

ま
た
解
釈
は
そ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
の
意
味
世
界
を
起
点
と
し
て
新
た
な
出
来
事
を
生
み
出
す
行
為
と
な
る
。
解
釈
は
、
意
味
の

普
遍
的
理
念
性
に
関
わ
る
「
説
明
ん
と
人
間
の
実
存
(
現
実
存
在
)
の
深
み
を
洞
察
す
る
勺
理
解
」
と
の
動
的
過
程
と
し
て
成
立
す
る
。
疎
隔
も
開
化
も
共
に
人
間
存
在

の
有
限
な
地
平
を
指
し
示
す
実
存
的
概
念
だ
が
、
政
隔
は
理
解
を
妨
げ
る
否
定
的
契
機
に
止
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
を
前
提
に
し
て
始
め
て
理
解
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
、
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い
わ
ば
解
釈
の
条
件
で
あ
る
以
上
、
方
法
論
的
乃
至
は
認
識
論
的
性
格
を
常
び
て
く
る
。
疎
隔
と
は
現
実
の
時
空
間
の
距
離
と
い
う
よ
り
も
、
文
化
の
距
離
で
あ
り
、
疎

隔
を
克
服
す
る
道
は
疎
遠
な
実
存
状
況
そ
れ
自
体
の
万
向
に
は
な
く
、
テ
キ
ス
ト
の
意
味
世
界
の
方
向
に
あ
る
。
ま
た
、
同
化
も
単
に
疎
遠
な
も
の
を
自
分
の
も
の
と
し

て
所
有
す
る
こ
と
を
止
め
て
、
反
対
に
意
味
の
普
遍
性
の
お
陰
で
利
己
主
義
的
自
我
を
没
収
す
る
契
機
を
伴
い
な
が
ら
、

テ
キ
ス
ト
に
よ
る
新
た
な
存
在
様
態
の
開
示
に

身
を
委
ね
る
一
一
穫
の
開
放
性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。

要
す
る
に
、

リ
ク
i

ル
の
解
釈
理
論
を
買
い
て
い
る
中
心
課
題
は
、
意
味
を
基
軸
と
し
た
八
現
実
性
と
理
念
性
の
弁
証
法
〉
の
運
動
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
こ
の
弁
証
法
は
様
々
な
対
立
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
実
存
と
本
質
、
震
史
と
構
造
、
状
況
(
環
境
)
と
世
界
、
時
間
性
と

非
時
間
性
、
特
殊
性
と
普
遍
性
、
語
の
記
号
論
と
文
の
意
味
論
、
自
我
と
自
己
な
ど
の
諸
対
立
と
の
連
関
の
下
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
諸
対
立
を
集
約
し
た
弁
-
証

法
的
運
動
の
名
称
が
、
意
味
を
巡
る
〈
現
実
性
と
理
念
性
の
弁
証
法
〉
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
弁
証
法
の
動
態
の
解
明
は
、
実
は
世
界
内
存
在
と
レ
う
人
間
の
存

在
様
態
の
解
明
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
。
理
解
を
精
神
科
学
に
固
有
の
方
法
と
し
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
後
を
受
け
て
、

精
神
科
学
の
基
礎
に
据
え
つ
つ
、
理
解
の
認
識
論
を
理
解
の
存
在
論
へ
と
転
換
さ
せ
、
理
解
を
他
者
に
関
係
づ
け
る
よ
り
も
世
界
に
関
係
づ
け
た
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
は
解
釈
学
を

ハ
イ
デ
ッ
ガ
i
が
当

初
企
て
た
「
解
釈
学
的
現
象
学
」
を
、

り
ク
ー
ル
は
コ
ギ
ト
的
直
観
に
よ
っ
て
自
己
理
解
に
直
結
す
る
の
で
は
な
く
、
存
在
理
解
が
表
現
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
と
い

う
迂
路
を
経
た
自
己
理
解
を
自
指
す
の
で
あ
る
。
第
一
の
「
解
釈
学
へ
の
転
回
」
に
よ
っ
て
象
徴
の
森
l

i宗
教
現
象

ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
と
い
う
森
i

l
に
迷
い
込
ん
だ
リ
ク
I

ル
は
、
そ
こ
か
ら
脱
出
す
る
手
掛
か
り
を
言
語
領
域
の
穏
織
に
求
め
、
象
徴
の
解
釈
学
か
ら
穏
倫
の
一
一
一
一
口
語
学

精
神
分
析
・
詩
的
言
語
に
関
わ
る
が
、
特
に
フ

へ
と
い
う
第
二
の
コ
言
語
へ
の
転
回
し
を
図
り
、
『
生
き
た
隠
喰
b

や
句
時
間
と
物
訪
問
』
な
ど
の
著
作
の
中
で
言
語
の
創
造
性
と
い
う
問
題
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
テ
キ
ス
ト
や
言
述
を
中
心
に
据
え
た
彼
の
解
釈
学
の
射
程
距
離
は
実
に
広
範
囲
に
わ
た
る
も
の
で
あ
り
、
実
存
哲
学
の
基
本
的
視
座
を
自
ら
の
解
釈
学
の
虫
肉
と
し
、

宗
教
言
語
や
聖
書
釈
義
の
方
面
を
独
自
の
仕
方
で
開
拓
す
る
一
方
で
、
行
動
理
論
や
歴
史
理
論
な
ど
へ
の
解
釈
理
論
の
適
用
の
問
題
な
ど
も
模
索
し
て
い
る
。

田

創
造
と
発
見
i
l解
釈
に
お
け
る
「
死
と
再
生
」

さ
て
以
上
の
考
察
か
ら
、
我
々
は
解
釈
に
お
け
る
「
創
造
L

と
っ
発
見
」
と
い
う
二
つ
の
契
機
を
取
り
出
す
準
備
が
で
き
た
か
と
思
う
。

一
般
に
、
創
造
は
既
成
世
界

の
上
に
新
た
な
世
界
を
創
出
す
る
こ
と
で
あ
り
、
発
見
は
既
成
世
界
の
中
に
隠
れ
て
い
た
事
象
や
意
味
を
新
た
に
見
出
す
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
レ
る
。

つ
ま
り
、



創
造
は
既
知
の
世
界
に
未
知
の
世
界
を
付
け
加
え
る
こ
と
で
あ
り
、
発
見
は
既
知
の
世
界
か
ら
未
知
の
世
界
を
引
き
出
す
こ
と
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
前
者
が
既
成

世
界
の
枠
組
み
自
体
が
変
容
す
る
存
在
の
更
新
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
者
は
既
成
世
界
の
枠
組
み
は
不
変
で
そ
の
布
置
が
変
化
す
る
認
識
の
更
新
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
う
し
た
創
造
と
発
見
と
い
う
こ
つ
の
対
立
的
契
機
が
、
解
釈
の
中
に
立
ち
現
わ
れ
て
解
釈
的
行
為
に
刺
激
を
与
え
、
そ
れ
を
活
性
化
さ
せ
る
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
本
章
の
目
的
は
、
解
釈
に
お
け
る
「
創
造
と
発
見
し
の
契
機
に
着
目
し
て
、
解
釈
の
地
平
の
突
破
や
拡
大
に
関
わ
る
寸
存
在
と
認
識
」
の
運
動
を
描
写
す
る
こ

と
に
あ
る
が

そ
れ
は
具
体
的
に
は

エ
リ
ア
i
デ
が
構
想
し
た
勺
創
造
的
解
釈
学
L

の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
運
動
を
リ
ク

l
ル
の
解
釈
理
論
、

と
り
わ
け
〈
疎
隔
と
同

化
の
弁
証
法
〉
を
下
敷
き
に
し
て
捉
え
直
す
と
い
う
形
で
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
ず
、
宗
教
現
象
に
接
近
す
る
際
の
エ
リ
ア
i
デ
の
開
か
れ
た
柔
軟
な
態
度
に
つ
い
て
、
彼
自
身
が
語
っ
た
言
葉
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。
「
私
は
資
料
へ
の
私
の
、
役

入
を
そ
の
題
材
と
の
私
の
融
合
l
i
iそ
れ
は
私
の
肉
体
的
な
抵
抗
の
極
限
ま
で
押
し
進
め
る

!
iー
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。

(
引
用
者
、
省
略
)

-
資
料
の
中
に

溺
死
し
て
、
私
の
中
に
あ
る
、
個
人
的
な
も
の
、
独
自
な
も
の
、
生
き
て
い
る
も
の
が
消
え
去
り
、
死
ん
で
し
ま
う
。
私
が
再
び
自
分
に
帰
る
と
き
、
私
が
生
き
帰
る
と

き
、
私
は
物
事
を
以
前
と
は
違
っ
て
克
て
レ
る
、
私
は
理
解
し
て
い
る
の
だ
O
L

こ
れ
は
ま
る
で
通
過
儀
礼
に
お
け
る
「
死
と
再
生
L

を
詰
っ
た
文
章
で
あ
る
。
宗
教
現
象
の
解
釈
的
行
為
に
、

エ
リ
ア
i
デ
は
確
か
に
「
死
と
再
生
」
の
イ
メ
ー
ジ
を

重
ね
合
わ
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
に
と
っ
て
、
解
釈
は
解
釈
者
自
身
の
絶
後
蘇
生
を
強
い
る
よ
う
な
一
大
事
で
あ
っ
た
。
解
釈
者
は
資
料
へ
の
没
入
を
深
め
て
行
き
、

遂
に
は
彼
の
個
人
的
な
も
の
一
切
が
資
料
の
中
で
溺
死
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
蘇
る
(
文
字
通
り
、
黄
泉
帰
る
)
持
、
以
前
と
は
異
な
っ
た
仕
方
で
世
界
を
克
て
い
る

自
分
に
気
づ
く
の
だ
。
こ
う
し
た
宗
教
体
験
の
「
死
と
再
生
」
に
も
比
す
べ
き
解
釈
的
行
為
を
エ
リ
ア
i
デ
は
企
て
た
わ
け
で
あ
る
。
第
一
章
で
我
々
は
エ
リ
ア
i
デ
の

創
造
的
解
釈
学
の
意
味
を
明
確
に
し
よ
う
と
努
め
た
が
、
こ
こ
で
再
び
「
創
造
的
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
間
い
直
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。

リ
ク
ー
ル
の
議
論
を
通
し
て
輪
郭
が
鮮
明
に
な
っ
た
解
釈
学
の
問
題
群
を
次
の
三
点
に
整
理
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
第
一
に
解
釈
の
対
象
は
テ
キ
ス
ト
の
意
味
世
界
か
、

著
者
の
心
的
志
向
か
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
解
釈
の
主
体
は
テ
キ
ス
ト
の
自
己
開
示
力
か
、
読
者
の
理
解
力
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
解
釈
の
方
法
は
説
明
か
、

理
解
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
問
題
提
起
に
対
す
る
リ
ク
i

ル
の
回
答
は
、
解
釈
の
対
象
は
「
テ
キ
ス
ト
の
意
味
世
界
L

以
外
に
は
あ
り
え
ず
、
解
釈
の

主
体
は
む
し
ろ
勺
テ
キ
ス
ト
の
自
己
開
示
力
」
の
方
で
あ
り
、
解
釈
の
方
法
は
「
説
明
と
理
解
の
弁
証
法
」
的
過
程
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
疎
開
閉
と

開
化
」
の
実
存
的
概
念
は
、
〈
説
明
と
理
解
の
弁
証
法
〉
を
背
景
に
持
つ
時
に
、
認
識
論
的
色
彩
を
帯
び
、
解
釈
の
条
件
と
し
て
の
方
法
論
的
疎
隔
や
、

テ
キ
ス
ト
の
意
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味
の
現
実
化
と
し
て
の
同
化
の
基
本
性
格
が
顕
わ
に
な
っ
た
。
リ
ク
!
ル
は
、
疎
遠
な
も
の
を
同
化
す
る
過
程
を
所
有
で
は
な
く
て
、
利
己
主
義
的
な
自
我
の
没
収
の
契

機
を
含
む
も
の
と
見
倣
し
、

た
だ
テ
キ
ス
ト
の
指
示
の
方
向
を
辿
ろ
う
と
す
る
解
釈
の
み
が
新
し
い
自
己
理
解
を
始
動
せ
し
め
る
と
考
え
た
。
「
も
し
テ
キ
ス
ト
の
指
示

が
世
界
の
投
企
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
の
と
き
自
己
自
身
を
ま
ず
第
一
に
投
企
す
る
の
は
、
読
者
で
は
な
い
。
読
者
は
、
む
し
ろ
テ
キ
ス
ト
自
体
か
ら
新
し
い
存
在
様
態
を

受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
投
企
の
能
力
が
拡
大
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し

(HHE)
リ
ク

i
ル
は
、
テ
キ
ス
ト
に
先
行
す
る
と
主
張
す
る
自
我
(
己
凶
作
認
。
)
と
テ
キ

ス
ト
理
解
に
由
来
す
る
自
己
(
吾
め

ω
巳
同
)
を
対
立
さ
せ
、
「
自
我
に
自
己
を
与
え
る
の
は
、
世
界
開
示
の
普
遍
的
な
力
を
持
っ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
」
(
同
日
告
)
と
考
え

る
の
で
あ
る
。

」
う
し
た
リ
グ

i
ル
の
解
釈
の
見
方
は

エ
リ
ア

l
デ
の
解
釈
の
そ
れ
と
明
ら
か
に
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
解
釈
者
の
自
我
の
彼
方
か
ら
、
解
釈
対
象
と

し
て
の
世
界
が
ま
ず
最
初
に
自
ら
を
顕
わ
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
洞
察
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
聖
の
顕
現
や
テ
キ
ス
ト
の
開
示
は
、
解
釈
者
の
自
我
に
先
行
す
る
。
こ
の

解
釈
に
お
け
る
主
客
の
関
係
の
逆
転
は
、
宗
教
現
象
に
お
け
る
主
客
の
関
係
の
逆
転
と
構
造
的
な
類
似
を
示
し
て
い
る
。
解
釈
的
行
為
も
宗
教
的
体
験
も
、
自
我
の
彼
方

と
見
倣
す
こ
と
で
行
な
お
う
と
し
、

か
ら
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
以
上
、
主
体
は
彼
方
に
あ
る
。
そ
の
事
態
の
説
明
を
、
例
え
ば
エ
リ
ア

i
デ
は
聖
な
る
も
の
を
人
間
の
意
識
構
造
を
構
成
す
る
本
質
的
要
素

リ
ク

i
ル
は
テ
キ
ス
ト
を
世
界
の
投
企
、
新
し
い
世
界
内
存
在
の
様
態
の
提
示
と
見
倣
す
こ
と
で
行
な
お
う
と
し
た
の
だ
。
疎
遠
な

他
者
の
世
界
内
存
在
の
様
態
を
理
解
す
る
際
に
、
解
釈
者
の
側
に
は
「
自
我
の
没
収
L

、
乃
至
は
「
死
と
再
生
」
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
何
故
な
ら
ば
、
解
釈
的

行
為
は
、
解
釈
者
の
世
界
内
存
在
の
様
態
を
一
時
的
に
せ
よ
撤
廃
せ
ず
に
は
十
全
な
仕
方
で
は
成
立
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
分
が
属
す
る
文
化
の
眼
鏡
を
外
さ
な
い

限
り
、
他
者
に
よ
る
世
界
の
見
方
は
自
分
の
文
化
の
特
殊
性
を
屈
折
し
て
現
わ
れ
る
他
な
い
。
我
々
の
異
文
化
理
解
の
歴
史
は
、
或
る
意
味
で
、

そ
う
し
た
文
化
的
特
殊

性
の
レ
ン
ズ
越
し
に
見
ら
れ
た
一
偏
見
と
誤
認
が
交
錯
し
た
歴
史
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
「
自
我
の
没
取
」
や
「
死
と
再
生
」
は
果
し
て
実
現
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
間
わ
れ
る
べ
き
は
、

正
に
解
釈
学
的
な
死
に
方
と
蘇
り
方
で

あ
る
。
エ
リ
ア

l
デ
の
解
釈
学
が
含
み
う
る
創
造
性
の
問
題
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
可
能
性
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
間
待
に
、
寸
発

見
と
創
造
」
と
い
う
解
釈
上
の
肯
定
的
契
機
の
裏
側
に
潜
む

J
呂
田
と
破
壊
L

と
い
う
否
定
的
契
機
を
白
日
の
下
に
晒
す
作
業
で
も
あ
る
。

エ
リ
ア
l
デ
の
創
造
的
解
釈

学
は
、
解
釈
対
象
と
し
て
の
世
界
が
含
ん
で
い
た
潜
在
的
意
味
が
顕
わ
に
な
る
「
世
界
発
見
」
と
、
解
釈
者
自
身
の
生
が
解
釈
的
営
み
を
通
し
て
豊
か
に
な
る
つ
自
己
発

見
ヘ
及
び
宗
教
現
象
が
本
来
的
に
有
す
る
「
宇
宙
創
造
し
と
い
う
三
重
の
創
造
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
世
界
と
自
己
の
発
見
は
、
宗
教
現
象
そ
れ
自
体



の
宇
宙
創
成
力
に
賦
活
さ
れ
て
、
「
人
間
の
変
容
L

と
い
う
人
間
の
死
と
再
生
と
、
寸
文
化
の
創
造
」
と
い
う
註
界
の
死
と
再
生
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ

う
し
た
解
釈
的
行
為
と
し
て
の
世
界
と
人
間
の
創
造
は
、

そ
れ
を
生
み
出
し
た
解
釈
的
行
為
そ
の
も
の
に
作
用
を
及
ぼ
し
返
し
、

そ
れ
が
ま
た
新
た
な
発
見
を
誘
う
こ
と

に
も
な
る
。

こ
う
し
た
「
発
見
と
創
造
」
の
栂
互
規
定
的
な
運
動
は
、
実
は
「
古
田
自
と
破
壊
し
と
い
う
否
定
的
契
機
を
臆
さ
れ
た
パ
ネ
と
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
解
釈
的
行

氏
均
十
i
p

、

」

y
p
t

そ
も
そ
も
っ
発
見
と
創
造
L

と
「
盲
目
と
破
壊
L

と
の
交
互
媒
介
的
な
運
動
全
体
を
指
す
一
言
葉
で
あ
る
。
発
見
に
対
す
る
盲
自
の
関
係
は
、

目
覚
め
に
対
す
る
眠

り
の
開
株
に
似
て
い
る
。
盲
目
と
は
、
疎
遠
な
他
者
の
世
界
内
存
在
の
様
態
に
対
し
て
心
の
限
が
閉
じ
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
従
っ
て
自
己
の
世
界
内
存
在
の
様
態
が
持

つ
特
殊
性
に
も
盲
て
い
る
事
態
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
心
的
盲
自
の
中
で
硬
化
し
た
精
神
の
意
味
空
間
に
一
種
の
亀
裂
が
生
じ
て
、

そ
の
外
側
の
光
が
漏
れ
来
る
時
が

あ
る
。
そ
の
光
は
眼
に
は
痛
み
を
伴
う
舷
し
さ
で
し
か
な
レ
が
、

や
が
て
隈
が
慣
れ
る
と
、
次
第
に
外
側
の
光
景
の
輪
郭
が
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
従
来
の
意
味

空
間
の
布
置
が
新
た
な
光
の
下
で
変
容
し
て
見
え
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、

そ
の
新
た
な
光
と
し
て
外
側
の
風
光
も
眼
に
入
っ
て
く
る
こ
と
だ
。
発
見
は
差
し
当
た
り

従
来
の
世
界
の
中
で
の
出
来
事
だ
が
、
実
は
そ
の
発
見
自
体
を
導
く
光
の
存
在
に
深
く
支
え
ら
れ
た
事
同
別
で
あ
る
。
そ
し
て
、
発
克
と
共
に
、
盲
目
は
始
め
て
盲
目
で
あ

っ
た
事
実
に
気
づ
く
こ
と
に
な
る
。
盲
目
を
踏
み
台
に
し
て
始
め
て
発
見
は
可
能
と
な
る
と
い
う
意
味
で
、
富
自
は
発
見
の
基
底
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
発
晃
は

逆
に
更
な
る
盲
目
の
自
覚
へ
と
反
転
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
発
見
と
盲
目
は
相
互
規
定
的
な
運
動
の
両
極
に
他
な
ら
ず
、
両
者
の
動
的
関
係
に
影
の
如
く
付
き

纏
う
の
が
、
解
釈
的
行
為
の
地
平
の
拡
大
を
可
能
な
ら
し
め
る
「
光
」
の
存
在
で
あ
る
。

ま
た
、
解
釈
上
の
創
造
は
、
何
よ
り
も
「
人
間
の
変
容
」
と
「
文
化
の
創
造
」
に
関
わ
っ
て
お
り
、

そ
れ
は
宗
教
現
象
そ
れ
自
体
の
字
詰
創
造
性
に
よ
っ
て
賦
活
さ
れ

る
。
従
っ
て
、
創
造
と
は
解
釈
的
行
為
が
宇
宙
創
成
の
業
に
等
し
き
創
造
力
を
獲
得
す
る
営
み
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
宗
教
現
象
の
解
釈
と
は
宇
宙
の
再
創
造
で
あ

打
ノ
、
世
界
と
人
間
の
再
創
造
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
創
造
に
は
、
実
は
「
破
壊
」
の
契
機
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
創
造
が
可
能
な
の
は
、
破
壊
を
そ
の

fq為
の

基
一
底
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
人
間
の
変
容
も
文
化
の
創
造
も
、
従
来
の
人
間
や
世
界
の
崩
壊
を
前
提
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
破
壊
以
前
の
物
事
が
全
て
無
に
帰
す
こ
と
で

は
な
く
、
全
て
が
破
壊
を
通
し
た
創
造
の
中
で
蘇
る
こ
と
だ
。
破
壊
と
し
て
創
造
は
生
ま
れ
、
創
造
と
し
て
破
壊
は
進
む
。
向
北
の
過
程
で
の

J
日
我
の
没
収
L

や
テ
キ

ス
ト
世
界
の
開
示
へ
の
態
度
も
、
能
動
と
受
動
、
摂
取
と
放
棄
が
同
時
に
成
立
す
る
よ
う
な
逆
説
的
事
態
で
あ
る
。
こ
う
し
た
破
壊
と
創
造
の
相
互
関
係
を
寅
く
動
性
を
、

我
々
は
「
力
」
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
解
釈
の
「
発
見
と
創
造
」
は
、
そ
の
裏
側
に

J
問
自
と
破
壊
」
を
隠
し
持
つ
が
、
そ
れ
ら
運
動
の
全
体
を
解

哲
学

思
想
論
集
第
二
十
号

九
五



解
釈
に
お
け
る
創
造
と
発
見

ー
し
」
¥

」
ノ
〆
一
/

釈
の
「
光
と
力
」
が
貫
い
て
い
る
。

以
上
一
瞥
し
た
よ
う
に
、
「
発
見
と
創
造
」
は
「
富
告
と
破
壊
」
と
表
裏
一
体
の
関
係
を
な
し
つ
つ
、
解
釈
的
運
動
を
展
開
す
る
と
見
ら
れ
る
が
、

で
は
エ
リ
ア

l
デ

の
解
釈
学
の
中
で
そ
れ
ら
は
如
何
な
る
運
動
と
な
っ
て
具
現
し
た
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
解
釈
的
運
動
の
指
導
理
念
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
リ
ク
1

ル
の
見
解
に
従
え

ば
、
距
離
や
疎
漏
は
解
釈
の
障
害
で
は
な
く
て
、

む
し
ろ
解
釈
の
条
件
で
あ
り
、
解
釈
は
「
疎
隔
を
生
産
的
な
も
の
と
す
る
企
て
」
で
あ
っ
た
。

エ
リ
ア
i
デ
も
、

tま
tま

同
様
の
理
解
を
示
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
の
限
前
に
は
、
実
に
移
し
い
数
の
疎
遠
な
実
存
状
況
(
世
界
内
存
在
の
様
態
)
が
歴
史
的
に
も
地
域
的
に
も
拡
が
っ
て

い
た
が
、
解
釈
学
的
な
「
死
と
再
生
」
の
訓
練
と
実
験
を
通
し
て
、
疎
遠
な
意
味
世
界
を
理
解
す
る
可
能
性
を
彼
は
確
信
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
た
エ
リ
ア
!

デ
の
解
釈
学
的
企
図
を
貫
い
て
い
た
指
導
理
念
は
、
勺
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
解
釈
学
的
宗
教
学
を
遂
行
す
る
途
上
で
彼
が
望
見
し
た

「
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
は
、
「
人
間
に
つ
い
て
の
よ
り
深
い
知
し
の
体
系
と
し
て
の
「
哲
学
的
人
間
学
」
を
基
盤
に
し
て
始
め
て
開
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
創
造
的
解
釈
学
と
「
新
し
い
ヒ
ュ

i

マ
ニ
、
ス
ム
L

の
関
係
は
、
距
離
や
疎
隔
の
視
点
か
ら
眺
め
る
時
に
、
新
た
な
相
貌
を
皇
す
る
。

詳
細
に
論
じ
る
紙
幅
の
余
J

絡
は
な
い
が

エ
リ
ア

l
デ
宗
教
学
の
壮
大
な
構
想
、
即
ち
宗
教
学
が
「
哲
学
的
人
間
学
」
に
至
る
道
を
切
り
開
く
と
い
う
構
想
は
、
地
球

上
の
多
様
な
意
味
世
界
と
の
遭
遇
と
接
触
を
侠
っ
て
始
め
て
誕
生
し
え
た
。
解
釈
学
は
そ
れ
ら
疎
遠
な
意
味
世
界
を
理
解
す
る
方
法
に
止
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な

理
解
を
企
て
る
人
間
の
生
き
方
を
示
す
も
の
と
解
し
て
よ
い
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
い
は
、
単
に
十
日
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
(
ギ
リ
シ
ア
'
ロ
ー

マ
の
生
活
に
理
想
を
克
た
キ
ケ
ロ
の
思
想
や
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
精
神
運
動
な
ど
)
と
対
照
を
な
す
の
み
な
ら
ず
、
「
人
間
」
概
念
そ
の
も
の
の
根
本
的
変
質
を
必
然
的
に

含
ん
で
い
る
。

ユ
リ
ア

i
デ
が
克
た
新
し
い
人
間
像
は

フ

i
コ
が
解
説
し
た
よ
う
な
近
代
西
欧
の
「
人
間
」
概
念
を
突
破
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
解
釈
上

の
還
元
主
義
と
文
化
上
の
地
域
主
義
を
超
克
す
る
地
平
に
出
た
後
に
始
め
て
視
界
に
入
っ
て
く
る
「
普
遍
的
な
人
間
L

の
姿
で
あ
り
、
理
性
と
感
情
、
意
識
と
無
意
識
、

昼
と
夜
、
生
と
死
、
精
神
と
肉
体
な
ど
の
二
元
論
的
な
分
裂
が
癒
さ
れ
統
合
さ
れ
た
寸
全
き
人
間
」
(
円
。

E
B
S
)
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
中
心
概
念
を
な
す
人

間
性
は
ラ
テ
ン
語
の

F
5
5巴
Zω
に
由
来
す
る
が
、

そ
れ
と
大
地
を
意
味
す
る

F
C
5
5
と
の
親
縁
性
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
人
間
を
表
わ
す
ギ
リ
シ

の
是
非
は
と
も
か
く
、

は
、
人
間
の
み
が
自
分
の
顔
を
天
に
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
だ
け
は
確
実
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
古
来
、
人
間
は
大
地
を
踏
み
、
天
空
を
見
上
げ
る

ア
語
の
日
官
、
志
さ
の
に
古
代
人
が
与
え
た
語
源
む
川
町
三
門
誌
、
守
(
上
を
眺
め
る
人
)

マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
「
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
る
も
の

存
在
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
実
存
の
様
態
が
、
人
間
を
地
上
の
卑
小
な
存
在
と
向
一
一
祝
す
る
人
間
観
の
中
に
封
じ
込
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
寸
普
遍
的
な



人
間
」
と
「
全
き
人
間
L

と
い
う
、
人
間
観
に
関
し
て
少
な
く
と
も
二
つ
の
旗
印
を
掲
げ
る
「
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
は
、
寸
哲
学
的
人
間
学
」
の
確
立
と
密
接
な

@

@

@

 

繋
が
り
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
哲
学
的
人
間
学
は
理
性
の
普
遍
性
に
基
づ
い
て
人
間
の
本
質
解
明
を
自
指
す
学
で
あ
り
、
ま
た
哲
学
的
人
間
学
は
天
を
仰
ぎ
地
を
踏
む
実
存

様
態
を
基
盤
に
し
て
人
間
が
宗
教
的
人
間

2
0
5
。
B
E柱
。
さ
と

で
あ
る
所
以
を
究
明
す
る
学
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
エ
り
ア

l
デ
が
哲
学
的
人
間
学
へ
の
道
を
展

望
し
、

ま
た
人
間
精
神
の
普
遍
性
を
追
求
し
た
と
い
う
事
実
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
彼
の
学
問
的
営
み
に
は
、
普
遍
的
な
も
の
を
志
向
す
る
価
値
関
与
的
姿
勢
が
含
ま
れ

て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
人
間
精
神
の
普
遍
性
を
憧
憶
す
る
エ
リ
ア
!
デ
の
眼
差
し
は
、

ま
た
歴
史
と
構
造
の
統
合
、
或
い
は
記
述
と
鮪
値
の
統
合
を
希
求
す
る
隈

差
し
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

最
後
に
、
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
解
釈
に
お
い
て
距
離
は
距
離
と
し
て
残
さ
れ
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
開
化
は
文
化
の
距
離
を
克
服
し
、

@

@

@

@

@

 

い
わ
ば
距
離
を
癒
す
企
て
だ
と
言
え
る
が
、
実
は
距
離
が
消
滅
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
む
し
ろ
、
解
釈
的
努
力
に
よ
っ
て
、
距
離
は
始
め
て
距
離
と
し
て
現
前
す
る

の
で
あ
る
。
疎
遠
な
意
味
世
界
を
理
解
す
る
試
み
と
は
、

そ
の
距
離
を
距
離
と
し
て
自
己
の
視
野
の
中
に
収
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
個
人
と
い
う
個
別
レ
ベ
ル
に
お

い
て
、

ち
ょ
う
ど
自
己
と
他
者
の
姿
形
や
性
格
や
趣
味
が
決
し
て
同
一
で
は
あ
り
え
な
い
よ
う
に
、
集
団
と
レ
う
特
殊
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
自
己
の
文
化
と
他
者
の
文
化

の
間
の
形
態
や
特
性
や
志
向
も
向
一
で
は
あ
り
え
な
い
。
特
定
の
個
別
や
特
殊
の
普
遍
主
義
(
絶
対
化
)
が
無
数
の
惨
劇
を
招
い
た
こ
と
は
、
歴
史
が
如
実
に
語
る
と
こ

ろ
だ
。
我
々
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
個
別
や
特
殊
を
超
越
的
に
包
み
込
む
普
遍
の
次
元
を
如
何
に
意
識
化
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
個
別
や
特
殊
の
次
元
に
お
け
る

捺
々
な
相
違
や
対
立
は
そ
れ
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
更
に
包
摂
す
る
よ
う
な
精
神
的
な
場
i
lそ
れ
は
論
理
的
と
い
う
よ
り
存
在
論
的
な
場
で
あ
る
l

j
の
方
向
に
眼
差
し

を
向
け
る
訓
練
と
実
践
が
、
決
定
的
に
重
要
な
事
柄
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
確
か
に
忍
耐
を
要
す
る
作
業
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ
が
実
を
結
ぶ
時
、
自
己
と
他
者
、
或

い
は
自
己
の
文
化
と
他
者
の
文
化
の
間
の
距
離
は
距
離
と
し
て
残
り
つ
つ
、

な
お
そ
の
距
離
は
決
し
て
負
性
の
価
値
を
帯
び
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
疎
遠
な
他
者
と
の
交

流
は
、
相
違
の
抑
圧
や
抹
消
で
は
な
く
、

む
し
ろ
相
違
と
の
交
わ
り
の
歓
び
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
見
楽
天
主
義
的
な
人
間
観
は
、
却
っ
て
現
実
に
対
す
る

透
領
し
た
洞
察
か
ら
の
み
生
ま
れ
る
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
な
レ
。
と
は
い
え
、

未
知
の
意
味
世
界
と
の
遭
遇
に
よ
っ
て
危
機
に
晒
さ
れ
、
道
に
迷
い
、
絶
望
し
、

エ
リ
ア

l
デ
自
身
が
吐
露
し
て
い
る
よ
う
に
、
意
味
探
究
の
精
神
的
援
程
は
、
何
度
も

そ
し
て
希
望
の
光
を
見
出
す
よ
う
な
っ
ラ
ビ
リ
ン
ス
の
試
練
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
試
練

人
間
の
実
存
は
、
中
心
に
到
着
し
た
と
い
う
確
信
と
新
た
に
生
じ
る
不
安
と
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
交
錯
さ
せ
る
。
現
代
の
宗
教
学
者
が
担
っ
た
課
題
が
、

疎
遠
な
意
味
世
界
と
の
出
会
い
と
そ
の
解
釈
学
的
努
力
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
「
ラ
ビ
リ
ン
ス
の
試
錬
し
を
現
実
に
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
話
が
本
当
に
始

の
過
程
で
、

哲
学
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解
釈
に
お
け
る
樹
立
砲
と
発
見

九
八

ま
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
だ
ろ
う
。

(
注
)

煩
雑
を
避
け
る
た
め
、
以
下
の
二
つ
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
限
っ
て
、
本
文
中
で
は
略
号
(
む
・
)
と
(
弓
・
)
を
用
い
た
。
略
号
の
後
の
数
字
は
ペ
ー
ジ
数
で
あ
る
。

呂
町
の
め
山
巴
広
号
w
同
出
町
む
ミ
同
門
・
.
同
N.h円。
q

S
門
出
ミ

S
芯
3
h
怠
河
内
止
Nh.0誌
、
吋
一
戸
内
己
旦
〈
巾
吋
印
町
一
司

O内

(
V
E
g
m
o
]
ι
2
2
・
s

s
・

(ρ)

HJH己

HNHnomwロ
F

N
誌
な
込
話
交
た
も
お
守
b
s
q・-UN.hqoミ、足

hN芯門出

h
s、hvEhGhhλ
刊誌、
NN.芯
旬
、
吋
ぬ
M
m
a
n
yユ的門戸山口

C
Eく
m山門的昨日「司門命的的
"Hhvud
・
3
H
J
)

(
l
)
∞
2
u
問
。
吋
吉
丸
山
口
n
p
豆
町
n
g
E目
立
少
な
匂
G
Q民
向
凡
な
可
可
ミ
§
町
、

(
U
5
2
R
(
Y
H
c
g
u
℃℃・

5
1
5
・
そ
こ
に
克
ら
れ
る
次
の
言
葉
は
そ
の
原
理
を
端
的
に
示
す
も
の
だ
ろ
う
。
「
人

間
が
聖
な
る
も
の
を
知
る
の
は
、
そ
れ
が
自
ら
を
顕
わ
に
す
る
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
俗
な
る
も
の
と
は
全
く
加
の
も
の
と
し
て
自
ら
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
」
ま
た
、
寸
最
も
原
初
的

な
も
の
で
さ
え
そ
う
だ
が
、
聖
の
顕
現
全
て
が
示
す
逆
説
を
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
聖
な
る
も
の
を
顕
わ
す
時
、
ど
ん
な
事
物
も
〈
全
く
別
の
も
の
〉
に

な
る
が
、
し
か
も
そ
れ
は
そ
れ
自
身
で
あ
る
こ
と
を
止
め
な
い
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
自
ら
を
取
り
巻
く
宇
宙
的
世
界
に
関
与
し
続
け
る
か
ら
で
あ
る
。
」

(
2
)
∞
2
u
向
。
円
宮
印
E
R
P
豆
町
2
m凶
巴
一
山
門
戸
吋
宮

CNhSH・・向日正円。ミ

h
s
h
H
h
h
g芯
3
h
忌

勾
hkht室
、
ベ
ゲ
め
ロ
ロ
ヨ
史
的
F
q
o同

n
z
g
m
o
M
)月印印
w
5
2
u
七
月
間
山
の
め
・
玄
E
v
g
E
S己タ

ト
、
旬
、
ミ
ミ
モ
町
民
、
ミ

hhN守して司、
N.s忌
旬
、
回
命
日
向
。
ロ
(
f
H
φ
2
Y
M
U
-
一戸吋
0・

(
3
)
宮
古
川
g
M山
口
包
m
r
h
吋
KVMGEhピ
町
民
N
h
h
s
kぇ
ミ
言
u
回巳向。ロハ
Y
H也、吋∞
u
℃・

5hF・

(
4
)
H
E
p
u
七・

5
0
・
そ
こ
で
、
エ
リ
ア

i
デ
は
「
プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
認
識
は
天
界
で
観
照
し
た
イ
デ
ア
を
想
起
す
る
こ
と
に
あ
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
原
住
民
の
場
合
に
は
、
新
加

入
者
は
神
話
的
先
祖
を
か
た
ど
っ
た
石
の
物
体
(
与
己
門
戸
口
哲
)
の
前
へ
と
連
れ
ら
れ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。

(
5
)
出
耐
え
宮
内
-
σ
H
U
2
E
N
N
Oロ
「
工
、
H，Y
め
印
C
U
B
E作
目
立
ロ
何
一
司
宮
口
C
E
g
o
-
o
M
1
2
-
ω
門E
n門
戸
円
内
自
己
出
互
。
円
一
g
一
口
ぬ
ぐ
巳
0日U
5
3門J

吋
宮
町
註
c
ミ
ミ
河
内
~
凡
狂
言
h・
同
hhミ
h
g
ミ
ミ
ト
ミ
ミ
?

bLW
包
・
ぴ
〕
「
冨
q
n向
山
田
広
含

g
a
M
O
ω
丘
去
・
百
円
出
向
山
者
P
吋
V
O
C
E
S円
3
4
0内

(

い

E
p
m
o
M
)
5
5
u
H
C
S
W
M
)℃
-
g
i
g
・

(
6
)
呂
町
の
め
ω
同
一
忍
号
w
h
尚
、
ミ
ミ
h
h
F
h
h
s、
ミ
ミ
恥
句
、
出
巴
町
O
H
M
P
5吋∞
u
日〉円
)
-
E吋
iHAE-

(
7
)
因
み
に
、
エ
リ
ア
!
デ
は
対
談
者
ク
ロ
ー
ド
u

ア
ン
リ
ロ
ケ
の
次
の
言
葉
を
聞
い
て
、
深
く
額
い
て
い
る
。
「
私
は
あ
な
た
の
小
説
の
中
に
、
忘
れ
っ
ぽ
い
人
間
た
ち
に
記
憶
を
取

り
戻
さ
せ
、
そ
の
記
憶
に
よ
っ
て
後
ら
を
救
済
す
る
宗
教
学
者
の
寓
話
を
見
出
し
て
い
ま
す
。
全
て
の
記
憶
は
こ
う
し
て
起
、
掠
の
記
憶
で
あ
り
、
起
源
の
全
て
の
記
憶
は
、
光
と
救
済

と
な
る
で
し
ょ
う
。
失
わ
れ
る
も
の
は
何
一
つ
な
い
の
で
す
か
ら
。
つ
ま
り
、
時
間
の
お
陰
で
、
破
壊
と
創
造
が
交
錯
し
た
時
間
の
お
陰
で
、
起
源
が
意
味
を
持
つ
の
で
す
か
ら
。

・
だ
か
ら
な
ぜ
毘
史
が
解
釈
学
の
中
で
完
成
さ
れ
る
の
か
が
、
ま
た
な
ぜ
解
釈
学
が
創
造
や
詩
想
の
中
で
完
成
さ
れ
る
か
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
私
に
は
N
岳
民
訂
明
司
叫
自
白
が
ミ

ル
チ
ア
・
ユ
ザ
ア

l
デ
の
神
話
的
双
生
児
で
あ
り
、
血
の
繋
が
っ
た
分
'
身
で
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
」

ω
2
u
g
F
5
2
巴
広
含
w
h
吋
YhNh定
門
出
足

h
G守
3.ミ
君
、
国
内
日
向
。
ロ
D
W
Z
U
1∞
w

℃・
N
H
0
・

(
8
)
ソ
シ
ュ

j

ル
自
身
の
手
稿
の
発
見
や
ゴ
デ
ル
や
ユ
ン
グ
ラ
!
等
に
よ
る
検
証
作
業
を
通
し
て
、
守
一
般
言
語
学
講
義
b

の
編
者
、
か
ソ
シ
ュ

l
ル
の
講
義
内
容
に
加
筆
と
修
正
を
施
し
た

事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
に
よ
る
ソ
シ
ュ

l
ル
理
解
は
、
ソ
シ
ュ
!
ル
言
語
学
の
全
体
操
を
正
確
に
捉
え
た
も
の
と
は
必
ず
し
古
言
え
な
い
。
ソ
シ
ュ

i
ル
理
論



と
基
本
概
念
の
綿
密
な
考
証
に
関
し
て
は
、
丸
山
圭
三
郎
『
ソ
シ
ュ
!
ル
の
忠
相
ど
(
岩
波
書
活
)
、
一
九
八
一
年
、
第
三
章
、
参
照
。

(
9
)
リ
グ

l
ル
は
っ
現
象
学
的
方
法
へ
の
解
釈
学
的
問
題
の
接
さ
木
」
に
関
し
て
、
近
道
と
遠
回
り
の
道
の
二
つ
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
近
道
は
「
理
解
」
を
認
識
様
式
と
し
て
で
は
な

く
存
在
様
式
と
し
て
捉
え
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
「
理
解
の
存
在
論
」
で
あ
り
、
遠
回
り
の
道
は
存
在
理
解
が
表
現
さ
れ
た
言
諮
問
(
テ
キ
ス
ト
)
分
析
を
経
る
「
解
釈
の
認
識
論
」
で
あ

る
。
リ
ク

l
ル
自
身
は

J
切
の
解
釈
学
は
、
他
者
の
理
解
と
い
う
迂
路
を
経
た
自
己
自
身
の
理
解
で
あ
る
L

と
考
え
て
、
遠
回
り
の
道
を
選
択
す
る
。
∞
2
u
百
円
出
E
P
-
-
号
、
喝
さ
-

M
2
8
2
ア
h
n

む
も
N
凡
門
出
2
3
雪
、
司
令
ミ
芯
言
、
g
g
h
出
、
松
町
三
号
室
S
R
r
z
w
H
C
S
切
℃
℃
吋
i
N
∞
・

(ゆ

)
ω
2
u
問
。
門
吉
∞
百
日
夕
日
)
ω
己

担
8
2
ア
ト
お
守
さ
ぎ
~
h
.
室
内
門
出
足
、
S
G
F

〉
ロ
庄
内
P
E
G
O
-
可
思
の
象
徴
論
b
M
V
山
口
}
河
一
の
2
5
u
匂
町
~
ぎ
な
さ
え
~
ミ
3
p
h
h
S
民
的
N
h
司
、
司
、
h
N
h
h
出
、
印
2
P
E
S
-

『
解
釈
に
つ
い
て

l
iフ
ロ
イ
卜
試
論
b

(
日
)
そ
の
研
究
成
果
は
次
の
著
作
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
可
山
口
]
目
立
の
0
2
円
w
b
N
R
九
三
円
h
M
E
町
三
室
、
同
と
お
な
h
g
q
s
§
S
R
Q
N
h
h
h
ω
g
p
S
∞
出
・

(
は
)
玄
一
2
2
開
町
民

P
R
O
M
O
ミ
ミ
さ
.
『
」
『
忠
実
き
~
H
U
印
吋
1
5
g
u
z
R
句
作
門
昨
日
向
。
戸
同
句
、
吋
一
-
w
何

)-CN・

(
は
)
「
顕
現
の
現
象
学
」
と
「
宣
教
の
解
釈
学
」
を
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ク
ー
ル
が
エ
リ
ア

i
デ
の
宗
教
思
想
を
真
っ
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
論
考
が
あ
る
。
ω
2
u
刷
)
山
口
日

間
一
8
2
「

¥h云
山
口
一
甘
え
丘
一
。
口
止
℃
円
。
己
ω
自
主
。
門
戸
u
w
w
ト
同
E
R
R
〉
戸
E
q
u
呂
、
吋
h
F
W
日
)
℃
・
印
吋
i
吋
0

・

(
は
)
宗
教
現
象
学
の
流
れ
は
、
寸
本
質
的
な
宗
教
現
象
学
」
や
「
鹿
史
的
類
型
論
的
な
宗
教
現
象
学
」
を
経
て
、
近
年
は
特
に
寸
実
存
的
解
釈
学
的
な
宗
教
現
象
学
」
の
方
向
へ
と
根
本
的

な
転
換
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
。
宗
教
現
象
の
意
味
的
連
関
を
追
求
す
る
「
宗
教
現
象
学
」
は
、
言
語
表
現
を
媒
介
し
た
他
者
理
解
を
呂
指
す
「
解
釈
学
」
や
世
界
内
存
在
と
し
て
の
人
間

的
経
験
の
有
限
な
構
造
や
様
態
を
扱
う

J
一
人
存
哲
学
」
と
結
合
し
、
従
来
の
研
究
で
は
隠
さ
れ
て
い
た
規
範
的
実
存
的
思
的
が
公
然
と
掲
げ
ら
れ
、
む
し
ろ
そ
れ
を
積
極
的
に
追
求
す

る
姿
勢
へ
と
変
貌
し
て
い
る
。
そ
こ
で
再
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
、
聖
な
る
も
の
に
対
す
る
信
仰
者
の
実
存
的
志
向
を
記
述
す
る
際
に
、
世
界
内
存
在
が
持
つ
実
存
構
造
に
郎
し
た
観
点

か
ら
そ
れ
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
現
象
学
的
方
法
と
し
て
の
エ
ポ
ケ
ー
や
共
感
的
追
体
験
は
、
実
存
的
に
或
い
は
言
語
的
に
制
限
さ
れ
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を

え
な
い
。
こ
の
現
象
学
の
具
体
例
は
、
リ
ク
!
ル
の
宗
教
研
究
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
実
存
的
解
釈
学
的
な
探
究
が
部
分
的
で
遠
近
法
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
以
上
、

決
定
的
に
重
要
な
事
柄
は
、
そ
の
探
究
が
文
化
的
相
対
主
義
を
克
服
し
う
る
よ
う
な
眼
差
し
の
下
で
遂
行
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
ω
z
u
問
。
吋
古
印
片
山
口
の
め
w
ω
乙
吉
2

5
円
∞
-
吋
名
目
印
印
自
己
宅
山
一
円
ゆ
門
出
・

noロ
∞
め
「
u
可
・
(
包
∞
-Y
向
日
色
町
ミ
室
内
向
ミ
，

S
匂

MhN円高丸一回円。戸、コロロ宮内門的一qHUH-2印u5hvNW℃円)・hFhr・-、吋
0

・

(
日
)
言
宗
冨
記
目
。
吋
w
i
「
ミ
さ
を
ミ
ミ
円
O
H
F
同
'
凶
町
民
向
お
町
内
ミ

a

町内~15.0足、〉門口。M)吋ゆωωw円匂門-uHC吋∞w同)・5・

(
日
)
富
-
R
Z
E
U
門
戸
~
い
同
Y
S
足

§
h
h
N
守
司
、
ミ
忌
句
、
出
巳
同
O
E
W
5
4
1
∞
、
問
)
・
5
∞
w
N
H
Y
立
の
・
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Creation and Discovery in Interpretation 

一-Eliadeand Ricoeur 

Masakazu TANATSUGU 

This paper has two objectives. The first is to elucidate Eliade's and Ricoeur's fun-

damental understandings and attitudes toward hermeneutics， and the second is to pick 

out the two moments of 'creation and discovery' implied in interpretative conduct. 

1可ewill reconsider the basic character of Eliade's creative hermeneutics mainly by 

referring to his books The Quest (1969) and L 'Epreμve du Labyrinthe (1978)， and try 

to survey Ricoeur's theory of interpretation by reviewing his book I:ηterpretahoη TheOJッ

(1976). 1n so doing， we will be able to show that interpretation is not just literal trans-

lation between the ordinary worlds of meaning in everyday life and the foreign worlds 

of meaning we are forced to face in encountering other peoples， but renewal connected 

with both an epistemological dimension and an ontological one. The hermeneutical task 

is to find a way to accept the differences between the self and others without eliminat-

ing or suppressing them. Eliade approached this subject matter of bridging the cultural 

gap with a view to establishing“a new humanism"， and Ricoeur discussed it from the 

standpoint of “the dialectic of distanciation and appropriation." 

This kind of cultural gap can not disappear in the hermeneutical endeavor， but must 

be present to us as a real gap. However， confronting that gap will give us the possibili-

ty of participating in a new spiritual world where the cultural differences coexist in 

harmony with one another. We can say that today， the historians of religions， inevita-

bly meeting with a number of unfamiliar existential situations or foreign worlds of 

meaning， are， in a sense， most suitably situated to grasp the unity or the uiversality of 

human spirituality beyond its historically and socially multiple appearances. 


	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108
	0109
	0110
	0111
	0112
	0113
	0114
	0115
	0116
	0117
	0118
	0119
	0120
	0121
	0122
	0123
	0124
	0125
	0126
	0127
	0128
	0129
	0130
	0131
	0132
	0133
	0134
	0135
	0136
	0137
	0138
	0139
	0140
	0141
	0142
	0143
	0144
	0145
	0146
	0147
	0148
	0149



