
小
特
集
●
文
化
学
の
饗
宴

テ
キ

ス
ト
解

釈

の
一
ー類

型

『生
に
対
す
る
歴
史
の
利
害
』
を
手
が
か
り
と
し
て

湯
浅

弘

対
象

と
な
る
テ
キ

ス
ト
を
読

み
、

そ
こ
か
ら
読

み
取
ら
れ
た
事
柄
を
思
想

史

に
関
す

る
既
存

の
知
識
と
突
き
合
わ

せ
な
が
ら
、
言
葉

へ
と
定
着
さ
せ

て

い
く
。
何

ら
か

の
意
味

で
思
想
史
と
呼
び
う

る
研
究
領
域

に
関
わ
る
人
間

に

と

っ
て
、

こ
れ

は
ご
く
当

た
り
前

の
作
業

で
あ
り
、
今
更

こ
と
改
め

て
問
題

に
す

る
必
要
も
な

い
か

の
よ
う

に
見
え

る
事
柄

で
は
あ
る
。
が
、

具
体
的

な

対
象

に

つ
い
て
の
研
究
を
進
め

る
際

に
は
暗
黙

の
う
ち

に
遂
行
さ
れ

て
い
る

そ
の
作
業

に
ひ
と
た
び
反
省

の
目
を
加
え

て
み
る
な
ら
ば
、

そ

こ
に
は
な
お

問
わ
れ

る
べ
き
問
題
が
山
積
し

て
い
る
と
見
る

こ
と
が
出
来

る
。

テ
キ

ス
ト

か
ら
何
が
読
み
取
ら
れ
得
る

の
か
。

テ
キ

ス
ト

の
解
釈
は
何
を
目
指

し

て
い

る
の
か
。
あ
る

い
は
又
、

テ
キ

ス
ト
を
解
釈
す
る
と
は
そ
も
そ
も

ど
う
い
う

こ
と
な

の
か
。
素
朴

で
は
あ
る
も

の
の
、

そ
れ
故

に

一
層
根
本
的

と
も
言

え

る
こ
う
し
た
問

い
が
、
思
想
史
研
究

の
前
提
と
な
る

テ
キ

ス
ト
解
釈

と
い
う

作
業
を
め
ぐ

っ
て
は
待
ち
構
え

て
い
る

の
で
あ
る
。

解
釈
と

い
う
問
題

に
関
す
る

こ
れ
ら

一
連

の
問
い
は
、
古

く
は
古
代
ギ

リ

シ
ャ
の
詩
篇
や
キ
リ

ス
ト
教

の
聖
書

を
は
じ
め
と
す
る
古
典
を
解
釈
す

る
際

の
規
則

の
集

成

に
起
源
を
持

ち
、
前
世
紀
後
半

か
ら
今
世
紀
前
半

に
か
け

て

は
精
神
科
学

の
方

法
論
と
し

て
、

ま
た
現
存
在
分
析

の
中
核
的
実
質
と
し

て

新
た
な
展
開
を
見
せ
、

現
代

で
は
ガ
ー
ダ

マ
ー
や
リ
ク
ー
ル
な
ど

に
代
表

さ

れ
る
解

釈
学

の
伝
統

の
基
底

に
あ
る
問

い
と
見

る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、

そ
れ
と
は
立
場

も
系
譜
も
異

に
す

る
と

は
い
え
、
構
造
主
義
的
な
言
語
学
や

記
号
論

の
知

見
を
背
景

と
し

て
生
成
し

て
き
た

テ
キ

ス
ト
理
論
も

こ
れ
ら

の

問
い
と
無
縁

で
あ

る
わ
け
で
は
な

い
。
と

い
う
よ
り
、

一
層
端
的

に
は
、

テ

キ

ス
ト

・
意
味

・
理
解
と

い

っ
た
テ
キ

ス
ト
の
解
釈

に
関
わ
る

一
連

の
問
題

群

は
、
解
釈
学

や
ポ

ス
ト
構
造
主
義

は
無
論

の
こ
と
ど

の
よ
う
な
潮

流
に
属

す

る
も

の
で
あ
れ
、
言
語
論
的
転
回
を
果
た
し
た
と
言
わ
れ
る
現
代
哲
学

に

と

っ
て
無
視
し
得

ぬ
テ
ー

マ
に
な

っ
た
、
と
言

っ
て
も
過
言

で
は
な
い
と
思

わ
れ

る
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
状
況
を
念
頭

に
置
き

つ
つ
テ
キ

ス
ト
の
解
釈

と
い
う
営

み
に
若
干

の
反
省
を
加
え

て
み
よ
う
と

い
う

の
が
、
本
稿

で
の
筆
者

の
目
論

見

で
あ

る
。
初
期

ニ
ー
チ

ェ
の
著
作

『
反
時

代
的
考
察
』

の
第

二
論
文

で
あ

る

『
生

に
対
す
る
歴
史

の
利
害
』
と

い
う
具
体
的

な

テ
キ

ス
ト
を
手

が
か

り

と
し

て
、
又

そ
の
解
釈
と
し

て
想
定
し
う
る
解
釈

の
二
類
型

の
比
較
吟
味
を

通
し

て
で
あ
る
。

そ
れ
故
、

こ
こ
で
の
試
み
は

『生

に
対
す

る
歴
史

の
利

害
』
を
素
材
と
し
た

テ
キ

ス
ト
解

釈

の
ケ
ー

ス
ス
タ
デ

ィ
と
規
定

で
き

る
。

と

こ
ろ
で
、

『
生
に
対
す

る
歴
史

の
利
害
』

は
、

歴
史
的
過
去

に
関
す

る

解
釈
と

い
う
限
定
付

き

で
は
あ
る
も

の
の
、

そ
れ
自
体

の
内

に
解
釈

に
関
す
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る

ニ
ー
チ

ェ
の
見
解
を
含
ん

で
も

い
る
。
ま
た
、

ペ
ル
ス
ペ
ク

テ
ィ
ヴ

ィ
ス

ム
ス

(遠
近
法
主
義
)
と
呼
ば
れ
、
力

へ
の
意
志
説
と
も
密
接

に
連

関
す
る

後
期

ニ
ー
チ

ェ
哲
学

の
基
本
思
想
は
、
解
釈
と

い
う
術
語
を
機
軸

と
し

て
展

開

さ
れ

て
い
る
と
見
る

こ
と
が
出
来
る
。

そ

こ
で
は

「
〈
存
在

す
る
の
は
事

実
だ
け
だ
〉
と
し

て
現
象

の
所

で
立
ち
止
ま

っ
て
し
ま
う
実
証
主
義

に
対

し

て
私

は
言

い
た

い
。
違
う
、
ま
さ

に
こ
の
事
実
な
る
も

の
こ
そ
存
在

し
な

い

(
1
)

の
で
あ
り
、

存
在
す
る

の
は
解
釈
だ
け
な

の
だ
、

と
。
」

と
解

釈

の
根

源
性

が
指
摘
さ
れ
、
「
同

一
の
テ
キ

ス
ト
は
無
数

の
解
釈
を
許
す
。
〈
正
し
い
〉
解

(
2
)

釈

は
存
在

し
な

い
。
」
と
解
釈

の
絶
対
的

な
多

様
性
が
主
張

さ
れ

て
も

い
る

の
で
あ

る
。

後
期

二
ー
チ

ェ
の
こ
の
よ
う

に
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
解
釈

の
哲
学
は
、

現
代

の

解
釈
学
、
ポ

ス
ト
構
造
主
義
と

い
う
、

テ
キ

ス
ト

・
意
味

・
理
解
と
い

っ
た

諸
問
題
を
め
ぐ

っ
て
相
対
峙
す

る
知
的
伝
統
双
方

に
な
お
養
分
を
供
給

し
続

け

て
い
る
よ
う

に
見
え

る
。
が
、
現
代
哲
学
と

の
連
関
も
含
め

て
解

釈

に
関

す

る

ニ
ー
チ

ェ
後
期

の
思
索
を
検
討
す
る
と

い
う
、
そ
れ
自
体
と
し

て
は
重

要
な
課
題
も
、
本
稿

で
の
試
み
と
は
別

の
課
題

に
属
し

て
い
る
。
又
、
同
じ

く

『
生

に
対
す

る
歴
史

の
利
害
』

に
お
け

る
解
釈

に
関
す
る

ニ
ー
チ

ェ
の
見

解
を
取

り
出
す

こ
と
も

こ
こ
で
目
指
さ
れ

て
い
る
事
柄

で
は
な

い
。

問
題
は
、

む

し
ろ
こ
の
テ
キ

ス
ト
が
ど
う
読
ま
れ
得

る
か
と

い
う
問

い
の
次
元
に
設
定

さ
れ
て
い
る
と
言

っ
て
よ

い
。
言

い
換
え
れ
ば
、

こ
の
特
定

の
テ
キ

ス
ト

の

解
釈

の
可
能
性

へ
の
反
省
を
通
じ

て

一
般
的

に
テ
キ

ス
ト
解
釈

の
持

つ
若
干

の
ア

ス
ペ
ク
ト
に
光
を
当

て
る
こ
と
、

こ
の
小
論
が
目
指
し

て
い
る

の
は

こ

う
い

っ
た
事
柄

に
他
な
ら
な

い
。

こ
こ
で
の
試
み
を

『
生

に
対
す
る
歴
史

の

利
害
』
を
素
材
と
し
た

テ
キ
ス
ト
解
釈

の
ケ
ー
ス
ス
タ

デ
ィ
と
規
定
し
た
所

以

で
あ

る
。

*

こ
こ
で
取

り
上
げ

よ
う
と
す

る
テ
キ

ス
ト

『
生

に
対
す

る
歴
史

の
利
害
』

は
、
あ

る
意
味

で
は
き
わ
め

て
明
解
な

テ
キ

ス
ト
で
あ
る
。
そ

の
論
旨

を
簡

単

に
ま
と
め
れ
ば
、
凡

そ
次

の
よ
う

に
要
約
す
る

こ
と
が

で
き
る
。
即
ち
、

時
代

の
文
化
的
状
況

で
あ

る
歴
史
的
知
識

の
過
剰
、
歴
史
的
教
養

の
絶
対
化

は
個
人

の
成
熟
を
妨
げ
、
自
己
喪
失
と
生

の
衰
弱
を
も
た
ら
す
。

そ
れ
は
歴

史
病
と
呼

び
得

る
よ
う
な
病

い
な

の
で
あ

っ
て
、
そ

の
病

い
が
病

い
と
し

て

認
識

さ
れ
、
生

が
歴
史

に
奉
仕
す

る
の
で
は
な
く
、
歴
史
が
生

に
奉
仕

す
る

と
い
う
生

と
歴
史
と

の
健
全
な
関
係
が
取
り
戻
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

そ

の

た
め
に
は
、
歴
史
的
知
識

の
収
集

の
自
己
目
的
化
と

い
う
当
代

の
風
潮

の
中

で
看
過

さ
れ
て
い
る
二

つ
の
力
、

つ
ま
り
、
忘
却
と

い
う
非
歴
史

的
な
も

の

の
力
、

ま
た
、
芸
術

や
宗
教
と

い
う
永
遠

に
目
を
向
け
さ
せ
る
超
歴
史

的
な

も

の
の
力

が
呼
び
戻

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
。

レ

以
上

の
よ
う
な
主
張
が
全
編
を
貫

い
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
が
か
な
り
激

し
い
調
子

で
繰

り
返

さ
れ

て
い
る
と

い
う
意
味

で
は
、

こ
の
著
作
は
極

め

て

わ
か
り
や
す

い
明
解
な

テ
キ
ス
ト
だ
と
言

っ
て
よ

い
。
し
か
し
、
全
体

の
論

旨

が
明
解

で
あ

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
ど

こ
か
腑

に
落
ち
な

い
と

い
う
印
象
を

読
者

に
引

き
起

こ
す

テ
キ
ス
ト
で
あ

る
こ
と
も
ま
た
確
か
だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
印
象

が
喚
起
さ
れ

る
最
大

の
理
由
は
、
お

そ
ら
く
は
、

こ
の

テ
キ

ス
ト
に
奇
妙
な
分
裂

が
内
在
し

て
い
る
点

に
求
め
ら
れ
る
。

こ
の
テ
キ

ス
ト
で
は
、

一
方

で
、
歴
史
的
知
識

の
過
剰
が
激
し
く
論
難
さ
れ
非
歴
史
的
、

乃
至

は
、
超
歴
史
的
な
生
と
文
化
ー

古
代
ギ

リ
シ
ャ
の
悲
劇
的
文
化
を
そ

の
よ
う
な
も
の
と

二
i
チ

ェ
は
理
解
し

て
い
る
わ
け
だ
が
ー

に
対
す
る
憧

憬

が
語

ら
れ
な
が
ら
、
他
方
、
過
去

に
よ
る
制
約
を
免
れ
得
な

い
歴
史
的
な

存
在

と
し
て
人
間

が
捉

え
ら
れ
、

さ
ら

に
は
歴
史
的
知
識

の
生

へ
の
奉
仕
が
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積
極
的

に
擁
護

さ
れ

て
も

お
り
、
各

々
非
歴
史
的

・
超
歴
史
的
視
点
、
ま
た

歴
史
的
視
点
と
呼
び

う
る
よ
う
な

二

つ
の
相
容
れ

ぬ
視
点
が
共
存
し

て
い
る

の

で
あ
る
。
読
む
者

に
引
き
起

こ
さ
れ

る
不
透
明
な
印
象
は
、

テ
キ

ス
ト
に

共
存
す

る
こ
れ

ら
両
視
点

へ
の
分
裂

に
由
来
す

る
と
筆
者

に
は
思
わ
れ
る

の

で
あ

る
。

こ
の
分
裂

は
、

は
や
く
も
第

一
節
か
ら
現
れ

て
い
る
。
そ

こ
で
は
、
例

え

ば
、

「だ
が

こ
の
状
態
、

…
…

一
貫
し

て
非
歴
史
的

で
反
歴
史
的

な

こ
の
状

態

…
…
は
不
正
行
為

の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
正
当

な
行
為

の
誕
生

の
母
体

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
非
歴
史
的
な
状
態

に
お
い

て
到
達

す

べ
き
も

の
を
あ
ら
か
じ
め
欲
し
追
求
を
し

て
い
る

の
で
な
け
れ
ば
、

ど
ん
な
芸
術
家

も
彼

の
絵

に
到
達
す
る

こ
と
は
な
く
、
ど
ん
な
将

軍
も
彼

の
勝
利

に
到
達
す

る
こ
と
は
な
く
、
ど
ん
な
民
族

も
そ

の
自
由

に
到
達

す
る

こ
と
は
な
い
だ

ろ

(3
)

う
。
」

と
、

知
識

に
よ
る
拘
束
を
脱
け
出

た
非
歴
史
的

な
境
位

が
あ

ら
ゆ
る

行
為

の
基
盤

で
あ
る
と

い
う
意

味

で
非
歴
史
的

な
も
の
の
根
源
性

が
指
摘

さ

れ

て
い
る
。

が
、

他
方

で
は

「
歴
史
的

な
も
の
を
我

々
が
尊
重
す

る
こ
と

は

西
洋
的
な
偏
見
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な

い
。

し
か
し
我

々
が
少
な
く
と
も

こ
の
偏
見

の
内
部

で
停
止

せ
ず
に
前
進

し
さ
え
す

れ
ば

!

歴
史
記
述
を
生

の
目
的

の
た
め
に
営

む

こ
と
、

ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
常

に
ま
す
ま
す

よ
く
学

(4
)

び
さ
え
す
れ
ば
!

」

と
歴
史
的
知
識

の
生

へ
の
奉
仕
を
積
極
的

に
語

る
表

現
が
あ
る
。

無
論

二
i
チ

ェ
は
、
両
視
点

に
属
す

こ
れ

ら
二

つ
の
表
現
群

は
、
調
停
可

能

だ
と
い
う
趣
旨

で
、

例

え
ば
、

「非
歴
史
的
な
も

の
と
歴
史
的
な
も

の
は

(5
)

個
人

や
民
族

や
文
化

の
健
康

に
と

っ
て
同
じ
様

に
必
要

で
あ

る
。
」

と
、

或

い
は

「歴
史

が
生

に
奉
仕
す

る
限
り

に
お

い
て
の
み
、
我

々
は
歴
史

に
奉
仕

(6
)

し

た

い
。
」

と

書

い

て

は

い

る
。

だ

が
、

は

た

し

て
本

当

に

そ

う

か
。

こ

の

分
裂
は
、

こ
れ
ら
二

つ
の
表
現
群
を
矛
盾

な
く
調
停
可
能
と
捉
え

る
の
で
は

な
く
、
む

し
ろ
、
調
停

不
可
能

な
分
裂

と
捉
え

る

こ
と

に
よ

っ
て
意
味

を

持

っ
て
く
る
よ
う
な
分
裂

で
は
な
い
の
か
。

こ
の
よ
う

に
定
式
化
さ
れ
得
る

問
い
が
、

こ
こ
で
筆
者

が
立
ち
止

ろ
う
と
す

る
問
題
次
元
を
示
す
問

い
に
他

な
ら
な
い
。
言

い
換

え
る
な

ら
ば
、

こ
の
分
裂
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と

い
う

問
題

を
通
し
て
テ
キ

ス
ト
解
釈

の
可
能
性
を
考
え

て
み

よ
う
と

い
う
わ
け

で

あ
る
。

さ
し
あ
た
り
、

こ
の
著
作
が

一
般
的

に
ど

の
よ
う

に
解
釈
さ
れ

て
き

た
か
を
見

て
み
る
こ
と

に
し

よ
う
。

考
察

の
手

が
か

り
と
し

て

『
生

に
対
す

る
歴
史

の
利
害

に

つ
い
て
』

に
関

す

る
多
様
な
解
釈

の

一
つ
の
極
を
ま
ず
想
定
し

て
み
た

い
。
そ
れ
は
、

テ
キ

ス
ト
を
特
定

の
歴
史
的
文
化
的
な
状
況

の
産
物

つ
ま
り
著
者
が
置
か
れ

て
い

た
特
定

の
状
況

に
対
す

る
応
答
と
し

て
捉
え
、
さ
ら

に
は
、
著
者

と
テ
キ

ス

ト
を
取

り
巻
く
歴
史
的
な
背
景

へ
の
解
釈
者

の
移
入
に
よ

っ
て
著
者

の
心
的

な
過
程
を
追
体
験
す
る

こ
と

で
テ
キ

ス
ト

の
普
遍

妥
当
的

な
解
釈

に
到
達

し

よ
う
と
す

る
も

の
で
、
言

っ
て
み
れ
ば
、

テ
キ

ス
ト

の
歴
史
的

な
解
釈
と
呼

び
得

る
解
釈

で
あ
る
。

一
般
的

に
は
、

こ
の
よ
う
な
解
釈

の
理
念

は
、
解
釈
学

の
周
知

の
命
題
、

即
ち

「
解
釈
学
的
な
手
続
き

の
最
終
目
標
は
、
著
者

が
自
分
自
身
を

理
解
し

(
7
)

て
い
た
以
上

に
良
く
著
者

を
理
解
す

る

こ
と

で
あ

る
。
」
と

い
う
命
題

で
表

明
さ
れ

て
い
る
。
精
神
科

学

の
方

法
論

と
し
て
解
釈
学
を
位
置
付

け
た
デ
ィ

ル
タ
イ
は
、
例
え
ば
次

の
よ
う

に
書

い
て
い
る
。

「
普
遍
妥
当
的
な
解
釈

の
可
能
性

は
、

理
解

の
本
性

か
ら
導

か
れ
得

る
。

理
解

に
お

い
て
解

釈
者

の
個
性

と
著
者

の
個
性
と

は
比
較
し
難

い
二

つ
の

事
実
と
し

て
対
立

し

て
い
る
の
で
は
な
い
。
普
遍
的
な
人
間
本
性

の
基
礎

の
上

に
両
者

は
形
成

さ
れ
て
き
た
の
だ
し
、

こ
の
本
性

に
よ

っ
て
人
間
が
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互

い
に
語

り
合

い
理
解

し
あ

う
た
め

の
共
同
性

が
可
能

に
な
る

の
で
あ

る
。

…
…

(中
略
)

…
…
さ
て
、
し
か
し
、
解
釈
者
が
お

の
れ
固
有

の
生
を
試

み
に
歴
史
的
な
状
況

の
な
か

に
移
し
入
れ
る
な
ら
ば
、
そ

こ
か
ら
解
釈
者

は
束

の
間

に
せ
よ
、
あ

る
心

の
事
象
を
強
調
し
強
化
し
別

の
心

の
事
象
を

薄
れ

さ
せ
、

そ
の
よ
う

に
し

て
他
者

の
生
を
自
己
自
身

の
う
ち

に
追
形
成

(8
)

す

る
に
至

る
こ
と
が
出
来

る
。
」

無
論
、

こ
こ
で
デ
ィ
ル
タ
イ

の
解
釈
学

そ
の
も

の
を
主
題
的

に
論
じ
よ
う

と

い
う

の
で
は
な

い
。
解
釈

に
関
す

る
デ
ィ
ル
タ
イ

の
見
解

に
は
時
期

に
よ

る
違

い
も
あ

り
、

そ
れ

は
簡
単
な
概
括
を
許
す
も

の
で
は
な

い
。
が
、

こ
こ

で
引
用
し
た

デ
ィ
ル
タ
イ
の
言
葉

に
は
、
著
者

の
置
か
れ

て
い
た
歴
史
的
な

状
況

に
解
釈
者
が
自
己
移
入
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
著
者

の
精
神
を
追

体
験
し

理
解

で
き

る
と

い
う
、
解
釈

の
心
理
主
義
的
な
捉
え
方
が
顕
著

に
認
め
ら
れ

る
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
の
デ
ィ
ル
タ
イ
と
共

に
解
釈
を
著

者

の

精
神

の
追
体
験

に
帰
着
す

る
操
作
と
見
な
す
な
ら
ば
、
解
釈
者

の
関
心
は
、

無
論
書
か
れ
た
言
葉
を
媒
介

に
し

て
で
は
あ
る
が
、
著
者
が
当

面
し

て
い
た

社
会
的
、
文
化
的
な
状
況
、
著
者
が
念
頭

に
置

い
て
い
た
読
者

、
著
者

の
意

図
な
ど
、

テ
キ

ス
ト
を
取
り
巻
く
状
況
と
著
者

の
心
的
な
過
程
に
向

か
う
と

見

る
こ
と
が

で
き

る
。

そ
の
生
と
思
想
と
が
密
接
な
関
わ
り
を
持

つ
思
想
家
i

ニ
ー
チ

ェ
は
そ

の

一
つ
の
典
型
だ
が
ー

の
テ
キ

ス
ト
を
解
釈
す
る
場
合
、

こ
の
よ
う
な
方

法
が
有
効

で
あ
る

こ
と
、
ま
た
、
時
代
状
況

に
対
す
る
批
判
と
し

て
構
想

さ

れ

た

『
反
時
代
的
考
察
』

の
第
二
論
文

で
あ
る

こ
の
テ
キ

ス
ト
が
、

こ
の
よ

う
な
歴
史
的
な
解
釈

の
方
法

に
良
く
適
合
す
る
対
象

で
あ
る
と
い
う
こ
と
な

ど

は
言
う
ま

で
も
な

い
。

著
者

ニ
ー
チ

ェ
が
当
面
し

て
い
た
状
況
と
そ
れ

に
対
す
る
著
者

の
基
本
的

な
見
解

は
、

こ
の
著
作

の
場
合
見
紛

う
余
地

は
な

い
。

こ
の
テ
キ

ス
ト
の
序

に
お

い
て

「
こ
の
考
察

も
反
時
代
的

で
あ

る
、
な
ぜ
な

ら
、
私

は
、
時
代
が

正
当

に
誇

り
と
し

て
い
る
あ
る
も

の
、
即
ち
、
時
代

の
歴
史
的
教
養
を

こ
こ

で
は

っ
き
り
と
時
代

の
害
悪
、
病
気
、
欠
乏
と
し

て
理
解
し
よ
う
と
試
み

る

か
ら

で
あ
り
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
我

々
す

べ
て
が
身
を
焼
き

つ
く
す
歴
史
熱

に
か
か

っ
て
お
り
、

こ
れ

に
か
か

っ
て
い
る
こ
と
を
少
な
く
と
も
認
識
す

べ

(9
)

き

で
あ

る
と
信
ず
る
か
ら

で
あ
る
。
」
と
そ
れ

は
既

に
与
え
ら
れ

て
お
り
、

歴
史
的

な
解
釈

に
よ
れ
ば
、
諸
学

の
歴
史
主
義
化

に
顕
著

に
見
ら
れ
る
歴
史

的
教
養

の
自

己
目
的
化
と

い
う
当
時

の
文
化
的
な
状
況

に
対
す
る
警
告

の
書

と
し

て
こ
の

テ
キ

ス
ト
は
描
き
出

さ
れ

る
と
言

っ
て
よ

い
。

こ
の
節

の
冒
頭

で
筆
者

が
し
た
要
約
も

こ
の
よ
う
な
方
向

の
も

の
で
、

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、

当
時

の
歴
史
的

な
背
景
と

こ
の
テ
キ

ス
ト
と

の
連
関
を
明
ら
か

に
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
さ
ら
に
補
強

さ
れ

る
。

正
統
的

な
古
典
文
献
学
者
と
し

て
出
発
し
た

二
i
チ

ェ
が
、
古
代

に
関
す

る
歴
史
的

な
知
識

の
集
積

そ
れ
自
体
を
目
的
と
し
始
め
た
当
時

の
古
典
文
献

学
、

つ
ま

り
、
科

学
と

し

て
の
性
格

を
強

め
る

こ
と

に
よ

っ
て
古

代
ギ

リ

シ
ャ
を
生

の
模
範
と
見

る
実
践
的
な
性
格
を
喪
失
し
始
め
た

(と

ニ
ー
チ

ェ

に
は
見

え
た
)
当
時

の
古
典
文
献
学
か
ら
離
反
し

て
い
く
過
程
、
ま
た
、
古

代

ギ
リ
シ

ャ
の
悲
劇
的
文
化

の
再
生
を
夢
想
し

て
ワ
ー
グ

ナ
ー
の
バ
イ

ロ
イ

ト
劇
場
創
設

の
運
動

に
参
加
し
た
と

い
う

二
i
チ

ェ
の
生
活
史
上

の
出
来
事
、

さ
ら
に
は
、

こ
の
テ
キ

ス
ト
に
二
年
あ
ま
り
先
行
し

て
出
版
さ
れ
た

『悲
劇

の
誕
生
』

に
対
す

る
古
典
文
献
学
者

の
冷
た

い
反
応
な
ど

の
歴
史

的
な
背
景

の
な
か

に
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
置

い
て
み

る
な
ら
ば
、
生
と
認
識
と

の
対
立

と

い
う

『
悲
劇

の
誕
生
』
が
提
示
し
た
枠
組

の
延
長
上

で
歴
史
的
知
識

の
過
剰

に
対
す

る
批
判
を
主
要
な

モ
チ
ー
フ
と
し

て
こ
の
テ
キ

ス
ト
が
構
想

さ
れ
た
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こ
と

に
関
し

て
疑
問

の
余
地
は
な

い
。
そ
れ
は
、
言

い
換

え
れ
ば
、

こ
の
著

作

に
於

け

る
著

者

二
i
チ

ェ
の
意

図

は
、
非

歴
史
的

・
超

歴
史
的

視
点

に

立

っ
て
歴
史
的
教
養

の
絶
対
化
と

い
う
当

代

の
風
潮
に
対

し
て
反
時
代
的

な

考
察
を
展
開
す
る

こ
と

に
あ

っ
た
と
見

て
差
し
支

え
な
い
と
い
う
こ
と
な

の

で
あ

る
。

こ
の
こ
と
は
、

こ
の
テ
キ

ス
ト
に
関
す
る
最
初
期

の
草
稿

に
お
い

て
も
確
認
さ
れ

る
。
が
、
さ
ら

に
は
、

こ
の
書
を
読
ん
だ
歴
史
家
ブ

ル
ク

ハ

ル
ト
は
当
惑
し

ト
ラ
イ

チ

ュ
ケ
は
激
怒
し
た
と
伝

え
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
テ
キ

ス
ト
が
当
時

の
読
者

に
、
現

に
そ

の
よ
う
な
歴
史

認
識
誹
謗

の
書

と
し

て
受
け
取
ら
れ
た
と

い
う
事
実
も
あ
り
、
そ

の
点

か
ら
も

こ
の
様
な
歴

史
的
な
解
釈

の
妥
当
性
は
補
強
さ
れ
る
と
見
る

こ
と
が

で
き
る
。

以
上

の
よ
う

に
見
る
限
り
、

こ
の
テ
キ

ス
ト

に
関
す
る
歴
史
的

な
解
釈

は

そ
の
概
要

に
お

い
て
妥
当
な
解
釈

で
あ
る
よ
う

に
見
え
る
。
無
論
、

こ
の
テ

キ

ス
ト
が
置
か
れ

て
い
る
当
時

の
歴
史
的
状
況
や
著
者

二
i
チ

ェ
の
生
活
史

上

の
出
来
事

に

つ
い
て
新
た
な
発
掘
が
な
さ
れ
れ
ば
、

こ
の
解
釈

は
部
分
的

な
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
か
も
知
れ
な

い
。
だ
が
、
そ
れ
は
新

た
な
歴
史

的
事
実

の
発
見

に
よ

る
よ
り

〈
正
し

い
〉
解
釈

へ
の
接
近

の
過
程

で
あ

っ
て
、

将
来

に
お
け

る
変
更

の
可
能
性
を
宿
し

て
い
る
か
ら
と

い

っ
て
歴
史
的

な
解

釈
自
身
が
方
法
的

に
不
適
切

で
あ

る
と

い
う

こ
と

に
は
な
ら
な

い
。

と
い
う

よ
り
、
む
し

ろ
、

こ
の
テ
キ

ス
ト
に
ま

つ
わ
る
歴
史
的
知
識

の
増
大

に
よ
り
、

普
遍
妥
当
的
な
解
釈

へ
と
漸
進
的

に
接
近
し
う
る
は
ず
だ
と

い
う
想

定
が
、

こ
こ
ま
で
で
類
型
化
し

て
き

た
歴
史
的
な
解
釈

の
基
本
的
な
想
定

で
あ

っ
て
、

新

た
な
歴
史
的
知
見
が
加
わ

る
こ
と

に
よ
る
解
釈

の
変
更

の
可
能

性
は

こ
の

基
本
的
想
定

に
沿
う
事
柄
な

の
で
あ
る
。

普
遍
妥
当
的
な
解
釈

が
可
能

で
あ

る
か

の
よ
う
な
想
定

に

つ
い
て
は

ひ
と

ま
ず
措

く
と
す

れ
ば
、

テ
キ
ス
ト
を
取
り
巻
く
状
況

に
関
す
る
歴
史
的
知
識

を
背
景
と
し

て
著
者

の
意
図

に
焦
点
を
当

て

つ
つ
テ
キ

ス
ト
を
解
釈

し
よ
う

と
す

る
歴
史
的
な
解
釈
が
、
解
釈

の

一
つ
の
在
り
方

と
し

て
可
能

で
あ
る
こ

と
を
筆
者

は
疑
わ
な

い
。
だ
が
、
同
様

に
疑

い
得

な
い

の
は
、
歴
史
的
な
解

釈

に
は
そ
れ
固
有

の
限
界
が
あ
る
と

い
う

こ
と
、

又
そ
れ
の
み
が
テ
キ

ス
ト

に
ア
プ

ロ
ー
チ
す

る
唯

一
の
方
法

で
は
な

い
と
い
う

こ
と
、

こ
う
い

っ
た
事

柄

で
あ

る
。

テ
キ

ス
ト
の
書
か
れ
た
時
点

に
お
け
る
歴
史
的
状
況

と
そ
こ
に

お
け

る
著
者

の
意
図

に
解
釈
者

の
関
心
を
集
中

さ
せ
る
と
い
う
そ
れ
固
有

の

フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し

て
テ
キ

ス
ト
を
解
読
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
歴
史
的
な

解
釈

の
理
念

に
忠
実
な
解
釈
者

に
対
し

て
は

テ
キ

ス
ト

の
中

に
あ
り
な
が
ら

覆

い
隠

さ
れ

て
し
ま
う
も

の
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

『
生

に
対

す

る
歴
史

の
利
害
』

の
場

合

で
言

え
ば
、
歴

史
的

な
解

釈

に

よ

っ
て
覆

い
隠
さ
れ

て
し
ま
う
と
筆
者
が
考

え

て
い
る
も
の
と
は
、
先

に
指

摘
し

た
こ
の
テ
キ

ス
ト
に
内
在
す
る
分
裂

に
他
な
ら
な

い
。
著
者

の
真
意
、

乃
至

は
、
意
図
を

テ
キ

ス
ト
に
関
す
る
妥
当
な
解
釈

の
最
終
審
級

と
す
る
歴

史
的
な
解
釈

の
方
法

に
よ
れ
ば
、
歴
史
的
知
識

の
生

に
対

す
る
有

用
性

を
主

張
す

る
歴
史
的
視
点

に
拠
る
表
現
群
は
、
既

に
見
た
よ
う
に

こ
の

テ
キ

ス
ト

に
お

い
て
非
本
質
的
な
も

の
と
見
な
さ
れ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
。
仮

に

歴
史
的
視
点
と
非
歴
史
的

・
超
歴
史
的
視
点
と

の
共
存
と
そ
れ
ら

の
間
の
乖

離

に
気
付
か
れ

た
と
し

て
も
、
歴
史
的
な
解
釈

の
方
法

に
従
う
限
り
前
者

は

著
者

ニ
ー
チ

ェ
の
基
本
的

モ
チ
ー

フ
に
は
沿
わ
な

い
も

の
と
し

て
解

釈

の
視

野

か
ら
排
除

さ
れ
ざ

る
を
得
な

い
と
言

っ
て
よ

い
。

無
論
、

こ
の
テ
キ

ス
ト
に
関
す
る
歴
史
的
な
解
釈
が

こ
の
よ
う
な
結
論

を

引
き
出
す

の
は
、

そ
れ

は
そ
れ
と
し

て
正
し

い
と
見
る

こ
と
は

で
き
る
。

そ

れ
は
、
解
釈

の

一
つ
の
在
り
方
と
し

て
歴
史
的
な
解
釈
が
可
能

で
あ
る

こ
と

を
認
め
た
と
こ
ろ
で
既

に
含
意

さ
れ

て
い
た
事
柄

で
あ
る
。
だ
が
、
仮

に
ご
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の
よ
う
な
解
釈

に
立
ち
止

ま
る
と
す
れ
ば
、

テ
キ

ス
ト
を
読
む
と

い
う
行
為

が
持

つ
可
能
性
を
大
幅

に
削
減
し

て
し
ま
う
結
果

に
な

る
よ
う

に
筆
者

に
は

思

わ
れ

る
。

テ
キ
ス
ト
が
書
か
れ
た
時
点

に
於
け

る
著
者

の
意
図

に
で
は
な

く
、
書

か
れ

た
言
葉

で
あ

る
テ
キ
ス
ト
そ
の
も

の
に
忠
実

に
、

こ
こ
で
問
題

に
し
て
い
る
二

つ
の
表
現
群

の
共
存
を
調
停
し
難

い
分
裂
と
捉
え
る

こ
と

に

よ

っ
て
、

こ
の
テ
キ
ス
ト
の
別

の
解
釈

の
可
能
性
が
開
け

て
く
る

の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ

る
の
で
あ

る
。
両
視
点

に
属
す
言
表
を
、
も
う

一
度
引
用
し

て
み
よ
う
。

一
方

で
は
、
古
代
ギ

リ
シ
ャ
の
悲
劇
的
文
化

へ
の
憧
れ
が
次

の

よ
う
に
語
ら
れ

て
い
る
。

「
い

つ
の
日

に
か
、

ア

レ
キ
サ

ン
ド

リ
ア
的

・
ロ
ー

マ
的
文
化

の
精
神

を
我
々
の
う
ち
に
ー

ま
た
我
々
の
世
界
史
を
通
し
て
1

非
常
に
豊
饒

か

つ
雄
大

に
再
生
産
し

た
と
自
ら
賞
賛
出
来
る
か
も
し
れ
な

い
。

そ

の
時

そ
の
最
も
高
貴
な
報
酬
と
し

て
我

々
に
許
さ
れ

る
の
は
、

こ
の
ア
レ
キ
サ

ン
ド
リ
ア
的
世
界

の
背
後

に
遡
り
、
そ
れ
を
越
え
る

べ
く
努
力
す
る
と

い

う
課
題
、
偉
大
な
も

の
と
自
然
的
な
も

の
と
人
間
的
な
も

の
を
持

つ
古
代

ギ

リ
シ

ャ
の
原
世
界

の
う
ち

に
大
胆
な
眼
差

で
我

々
の
模
範
を
求

め
る
と

い
う

一
層
力
強

い
課
題
を
立

て
る
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
我
々
は
、
し
か

し
、
又

そ
こ
に
、
本
質
的

に
非
歴
史
的
教
養
と
、
非
歴
史
的

で
あ
る

に
も

関

わ
ら
ず
、
或

い
は
む
し

ろ
非
歴
史
的

で
あ
る
が
故

に
名
伏
し
難

く
豊
か

(10
)

に
し
て
生

に
満
ち
た
教
養

の
現
実
を
見

い
だ
す

の
で
あ
る
。
」

他
方
、
歴
史
的
教
養

に
関
す

る
批
判
的
歴
史

の
必
要
性
を
説

い
て
次

の
よ

う
に
言

わ
れ

る
。

「
け
だ
し
、

歴
史
的
教
養

の
根
源
1

そ
し

て

〈
近
代
〉

や

〈
近
代
的

意
識
〉
の
精
神
に
対
し
て
こ
の
教
養
が
内
面
的
に
全
く
根
本
的
な
矛
盾
を

犯
し

て
い
る
こ
と

の
根
源
1

こ
の
根
源
が
そ
れ
自
体
再
び
歴
史

的
に
認

識
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
ず
、
歴
史

は
歴
史
自
体

の
問
題
を
解
決
し
な
く

て

は
な
ら
ず
、
知
識

は
そ
の
刺
を

そ
れ
自
体

に
向

け
な
く

て
は
な
ら
な

い
。

こ
の
三
重

の
な
く
て
は
な
ら
ぬ
は
、

い
や
し
く
も
、

〈
近
代
〉

の
う
ち

に

現
実

に
な
に
か
新

し
い
も
の
、
力
強

い
も

の
、
生
を
約
束
す

る
も

の
、
根

(11
)

源
的

な
も

の
が
あ
る
な

ら
ば
、

こ
の

〈近
代
〉

の
精
神

の
命
法

で
あ
る
。
」

後

者

は
、
現
在

を
制
約

す

る
過

去
を
認
識

の
光

で
照
ら

し
出
す

こ
と

に

よ

っ
て
破
壊

し
よ
う
と
す

る
試

み

へ
の
呼
掛
け

で
あ

っ
て
、
生

へ
の
奉
仕
と

い
う

一
点

を
除

け
ば
、

ニ
ー
チ

ェ
の
批
判

の
対
象
と
な

っ
た
歴
史
主
義
と
見

紛

う
ほ
ど
の
歴
史
偏
重

の
要
求
だ
と
言

っ
て
よ
い
。

こ
れ

ほ
ど
明
確

に
語
ら

れ

て
は
い
る
も

の
の
、
既

に
述

べ
た
よ
う

に
、

こ
の
著
作

に
お
け
る
著
者

の

モ
チ
ー

フ
と
い
う

フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し

て
こ
の
テ
キ

ス
ト
に
接
近
す
る
歴
史

的

な
解
釈

に
よ
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
歴
史
偏
重

の
要
求

は
こ
の
テ
キ

ス
ト

に

お
け
る
夾
雑
物

に
過
ぎ
な

い
と

い
う

こ
と

に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
し
か
し
、

そ
の

フ
ィ
ル
タ
ー
を
外
し

て
み
る
な
ら
ば
ー

と

い
う

こ
と
は
、
著
者

の
意

図

や
、

テ
キ

ス
ト
の
置
か
れ

て
い
た
状
況
を
差
し
当
り
度
外
視
す
る
と

い
う

別

の

フ
ィ
ル
タ
ー
を
付
け

る
と

い
う

こ
と

に
他
な
ら
な

い
が
ー

そ

の
場
合

に
は
、
歴
史
的
教
養

に
関
す

る
批
判
的
歴
史

の
必
要
生
を
語
る

こ
の
言
葉
は
、

む
し
ろ
、

こ
の
テ
キ

ス
ト
が
開
く
意
味

の
世
界

の
基
本
構
造
を
な
す
不
可
欠

の
構
成
要
素
と

し
て
立
ち
現
れ

る
と
思
わ
れ

る
。

こ
の
テ
キ

ス
ト
を
虚

心

に

読

む
な
ら
ば
、

こ
の
テ
キ
ス
ト
自
体
が
歴
史
的
教
養

の
批
判
的
歴
史
と
し

て

の

一
面

を
持

つ
と
言

え
る
の
で
あ

っ
て
、

こ
の
側
面
と
、
も
う

一
方

の
極

で

あ
る
、
非
歴
史
的
な
教
養

に
導
か
れ
た
豊
か
な
生
を
志
向
す
る
側
面
と

の
間

に
生
ま
れ

る
緊
張
関
係

に
よ

っ
て
こ
の
テ
キ

ス
ト

の
意
味

の
世

界

は
成

り

(12
)

立

っ
て
い
る
と
見

る
こ
と
が

で
き

る
の
で
あ
る
。

永
遠

の
創
造
と
破
壊
を
洞
察
す

る
悲
劇
的
神
話

に
よ

っ
て
視
界
を
限
定
さ
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れ
た
古
代
ギ
リ

シ
ャ
の
非
歴
史
的

・
超
歴
史
的

な
生

と
文
化

の
在
り

よ
う
を

直
接
開
示
し
た
も

の
が

『悲
劇

の
誕
生
』

で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、

こ
こ
で
取

り
上
げ
た

テ
キ

ス
ト
は
、

そ
の
よ
う
な
文
化
と
生

へ
の
憧
憬
が
、
別

の
認
識
、

即
ち
、
基
本
的

に
歴
史
的

な
存
在

と
し
て
過
去

か
ら

の
決
定
的
な
制
約
を
被

ら
ざ
る
を
得
ず
、

そ
れ
故

に
過
去

に
対
す

る
、
言

い
換
え
れ
ば
歴
史

に
対
す

る
抵
抗

の
為

に
批
判
的
歴
史
を
必
要
と
す

る
と

の
認
識
と
併
存
し
、
葛
藤
を

起

こ
し
始

め
る
世
界
を
指

し
示
し

て
い
る
と
見

る
こ
と
が

で
き

る
。

こ
の
テ

キ

ス
ト
に
内
在
す

る
分
裂

は
そ
の
徴
表

で
あ

る
と
筆
者

に
は
思
わ
れ
る

の
で

(13
)

あ
る
。

と
は
い
え
、
無
論
、

こ
こ
ま
で
述

べ
て
き
た
と

こ
ろ
は
筆
者
な
り

の
テ
キ

ス
ト
の
分
析

に
基
づ

い
て
行

っ
た

一
つ
の
解
釈

に
過
ぎ
な

い
。
ま
た
、

こ
の

解
釈

が
妥
当
性
を
持

つ
と
筆
者
自
身
が
考
え

て
い
る

こ
と
は
言
う
ま

で
も
な

い
が
、
実
際

に
こ
の
解
釈
が
ど

の
程
度

の
妥
当
性
を
持

つ
か
と

い
う

こ
と
も
、

こ
の
小
論

で
の
観
点

に
照
ら
し

て
み
る
な
ら
ば
、
あ
ま
り
重
要
な
問
題

で
は

な
い
。

こ
こ
で
重
要
な

の
は
、
歴
史
的
な
解
釈
固
有

の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
外

し

た
場
合
、

つ
ま
り
、

テ
キ

ス
ト
そ
れ
自
体
を
分
析
す
る
視
点
に
立

っ
た
場
合
、

別

の
解
釈

の
可
能
性
が
開
か
れ
る
と

い
う

こ
と
を
確
認
す
る

こ
と

で
あ

っ
て
、

問
題

は
む
し

ろ
以
上

の
事
例
か
ら

テ
キ

ス
ト
解
釈

に
関
し

て
何
が
言

え
る
か
、

と

い
う

こ
と
だ
と
言

っ
て
よ

い
。
簡
単

に
暫
定
的
な
結
論
を
ま
と
め

て
お

こ

う
。先

ず
第

一
に
言
え
る

こ
と
は
、

テ
キ

ス
ト
か
ら
読
み
と
ら
れ
る

べ
き
も
の

は
、
あ

る
特
定

の
歴
史
的
状
況

に
お

い
て
著
者

に
生
起

し
た
精
神

の
在

り
よ

う

で
は
最
早
な
く
、

テ
キ

ス
ト
そ
れ
自
体

が
開
く
意
味

の
世
界

だ
と
い
う
こ

と

で
あ
る
。

こ
れ
は
虚
構

の
文
学
作
品
や
哲
学
的

な

テ
キ

ス
ト
の
場
合
、
特

に
顕
著
だ
が
、

こ
こ
で
取
り
上
げ
た

テ
キ

ス
ト

の
よ
う
に

テ
キ

ス
ト
が
書

か

れ
た
時
点

に
お
け
る
歴
史
的
状

況
と
密
接

に
結

び
付

い
た
テ
キ

ス
ト
に
関
し

て
も
当

て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
、
事
柄
と

し
て
み
れ
ば
、
書
か
れ

た
言
葉

で
あ
る

テ
キ

ス
ト

の
特

性
か
ら
帰
結
す

る
と
見

る
こ
と
が
出
来

る
。

リ

ク
ー
ル
は
、
書
く
～

読
む
と
い
う
関
係

は
、
話
す
～
聞
く
と

い
う
対
話

に

お
け
る
関
係

の
延
長
上

で
捉

え
る

こ
と
は
で
き
ず
、
書

か
れ
定
着

さ
れ

る
こ

と

に
よ

っ
て
、

テ
キ

ス
ト
は
、
著
者

の
意
図

や
そ
の
時
点

に
お
け

る
歴
史
的

状
況
か
ら
相

対
的

に
独
立

し
た
世
界

を
開

く
と

い
う
意
味

で
次

の
よ
う

に
書

い
て
い
る
。

「
話
し
手

の
主
観
的

な
意
図
と
話
さ

れ
る
言

葉

の
意
味
と

は
重

な
り
合

う

の
で
、
話

し
手

が
言

お
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
す

る
こ
と
と
話
さ

れ
た
言
葉

が
意
味
す

る
こ
と
を
理
解
す

る
こ
と

は
同
じ

こ
と
な

の
で
あ
る
。

…
…

(中
略
)

…
…
し
か

し
、
書
か
れ

た
言
葉
と
と
も

に
、
著
者

の
意
図

と

テ
キ

ス
ト
の
意
味

と
が
重

な
り
合
わ
な
く
な

る
。

テ
キ

ス
ト
の
文
字
通

り
の
意
味

と
著
者

の
心
理
的
な
意
図
と

の
分
離
は
、
記
載

の
概
念

に
決
定

.
的

な
重
要
性
を
、

つ
ま
り
先
行
す

る
話

さ
れ
た
言
葉
を
単

に
固
定
化
す
る

と
い
う
以
上

の
決
定
的
な
重
要
性
を
付
与
す

る
。
記
載
は

テ
キ

ス
ト

の
意

味
論
的
な
自
立
性
と
同
義

に
な

る
が
、

テ
キ

ス
ト
の
意
味
論
的
な
自
立

性

は
、
著
者

の
意
図
と

テ
キ

ス
ト
の
文
字
通
り

の
意
味
と

の
分
離
か
ら
結

果

(14
)

と

し
て
生

じ
て
く

る
も

の
な

の
で
あ
る
。
」

リ
ク

ー
ル

の
言

う

「
テ
キ

ス
ト

の
意
味

論
的
自
立

性
」
と

い
う
概
念

に

よ

っ
て
指
示

さ
れ

て
い
る
テ
キ

ス
ト
の
特
性

に
着
目
す
る
な
ら
ば
、

テ
キ

ス

ト
が
書

か
れ

た
時
点

に
お

い
て
そ
れ
を
取
り
巻
く
状
況
を
度
外

視
し

て
テ
キ

ス
ト
そ
れ
自
体
を
分
析
す

る
方
法
は
、

テ
キ

ス
ト
の
在
り
よ
う
に
即
し
た
方

法
と
し

て
正
当
化

さ
れ

る
と
見

て
よ

い
。

テ
キ

ス
ト
は
、

書
か
れ
た
時
点

で

著
者

が
言
お
う
と
し
た

こ
と
以
上

の
意
味
を
持
ち
得
る

の
で
あ

っ
て
、
著
者
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の
意
図
を
解
釈

の
最
終
審
級
と
す

る
必
然
性
は
な

い
、

つ
ま
り
歴
史
的
な
解

釈

の
み
を

〈正
し

い
〉
解
釈

の
範
型
と
す

る
必
然
性
は
な

い
と

い
う

こ
と

に

な

る
と
言
う

こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
以
上

の
こ
と
か
ら
第
二

に
言
え
る

こ
と
は
、

テ
キ

ス
ト

の
開
く
意

味

の
世
界
は
、
解
釈
者

に
直

接
与

え
ら
れ

て
い
る

の
で
は
な
く
、
解
釈
者

が

構
築
す

べ
き
も

の
で
あ
る
が
故

に
、
解
釈

は
、
差

し
当

り
、
多
様

で
あ
り
得

る
と
い
う

こ
と

で
あ
る
。
無
論
、

こ
こ
で
直
ち

に
解
釈

の
多
様
性
と
普
遍
妥

当
的

な
解
釈

の
可
能
性

と
が
ど
う
連
関
す

る
の
か
と

い
う
難
問

が
生

じ
る
が
、

こ

こ
で
は
そ
の
問
題

に

つ
い
て
の
判
断

は
留
保

し
、
多
様
な
解
釈

の
積
極
的

な
意
義
を
確
認
す

る
に
と
ど
め

て
お
き

た
い
。

「
意
味
論
的
自
立
性
」

と

い

う
概
念
が
示
唆
す

る
よ
う

に
、

テ
キ

ス
ト
は
、

そ
れ
が
置
か
れ

て
い
た
最
初

の
状
況
か
ら
切

り
離
さ
れ

る
こ
と

で
様

々
に
読
ま
れ
得
る
可
能
性
が
生
じ

て

く

る
の
で
あ
り
、
新
た
な
読
み
は
新
た
な
意
味

の
産
出
と
見
な
す

こ
と
が
出

来

る
。
無
論
、

こ
れ
は
単
な
る
誤
読
を
容
認
す
る

こ
と
と
同
義

で
は
な
く
、

あ
く
ま

で
も

テ
キ

ス
ト
に
即
し

て
テ
キ

ス
ト

に
書

か
れ
た
言
葉

を
手

掛
か
り

と
し

て
の
新
た
な
意
味

の
産
出

で
あ
る
。

こ
こ
で
取
り
上

げ
た

テ
キ

ス
ト
の

分
析

に
即
し

て
言
え
ば
、

歴
史

的
な
解
釈

に
よ

っ
て
は
覆

い
隠

さ
れ

て
し
ま

う
非
歴
史
的

・
超

歴
史
的
視
点

と
歴
史
的
視
点

と
の
緊
張
関
係
を

二
i
チ

ェ

の
テ
キ

ス
ト
か
ら
読

み
取

る

こ
と
は
、

そ
の
緊
張
関
係
を
事
柄
と

し
て
理
解

す
る
意
味

の
世
界

を
開

く
こ
と

だ
と
言

っ
て
よ
い
。

こ
の
意
味

の
世
界

は
テ

キ

ス
ト
の
う
ち

に
言

わ
ば
隠

さ
れ

て
は
い
る
も

の
の
、
読
者

の
側

に
お
け

る

解
釈
と

い
う
す
ぐ
れ

て
創
造
的
な
行
為
を
介
し

て
し
か
立
ち
現
わ
れ

て
は
来

な

い
の
で
あ

る
。

こ
の
事
例
か
ら
も
窺
え

る
よ
う

に
、

テ
キ

ス
ト
の
持

つ
潜

在
的
な
可
能
性
を
引
き
出
す

こ
と

に
解
釈

の
積
極
的
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ

れ

る
の
だ
が
、
新
た
な
可
能
性
を
引
き
出
す

こ
と
が
新
た
な
意
味

の
産
出
と

い
う

こ
と

に
他
な
ら
な

い
と
言

う

こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
第
三

に
は
、

あ
る

テ
キ

ス
ト
が
、
著
者

の
置
か

れ
て
い
た
状
況
と

は

異
な

っ
た
状

況
の
読
者

に
も
読

ま
れ
得

る
の
は
、

テ
キ

ス
ト
の
開
く
意
味

の

世
界
を
何

ら
か
の
形

で
読
者

が
共
有

で
き

る
か
ら
だ
と

い
う
点
を
指
摘

で
き

る
。
先

の
テ
キ

ス
ト
の
解
釈

に
戻
し

て
言
え
ば
、

そ
れ

は
非
歴
史
的
な
生

・

超
歴
史
的
な
生

へ
の
憧
憬
と
、
歴
史
的
な
制
約

の
自
覚
と

の
緊
張
関
係
が
生

み
出
す
世
界
と
交
渉
し
う

る
だ
け

の
意
味

の
世
界
が
解
釈
者

の
側

に
あ
る
と

い
う

こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。
あ
る

い
は
、
よ
り
正
確

に
は
、

テ
キ

ス
ト
を
読

む
と

い
う
出
来
事
を
通
し

て
、

テ
キ

ス
ト
と
交

渉
し
う
る
だ
け

の
意
味

の
世

界
が
解
釈
者

に
開
け

て
く
る
と
言

っ
た
方

が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
も

し
そ

う
考
え

て
よ

い
と
す
れ
ば
、

こ
の
こ
と
は
、
解
釈

は
何

を
目
標

と
す

る
か
と

い
う
問
題
と
も
密
接

に
結

び
付

い

て
い
る
と
言

え
る
。
解
釈
者

は
、
言

っ
て

み
れ
ば

テ
キ

ス
ト
に
触
発

さ
れ

て
、

テ
キ

ス
ト
の
解
釈

の
過
程

で
意
味

の
世

界

を
成

長
さ
せ

て
行

く
の

で
あ
り
、

そ
れ
を
通

じ
て
自
己
を
変
貌

さ
せ

て
い

く
の
で
あ
る
。
例

え
ば
、
歴
史
的
視
点
と
非
歴
史
的

・
超
歴
史
的
視
点
と

の

緊
張
関
係
を

ニ
ー
チ

ェ
の
テ
キ

ス
ト
か
ら
読

み
取

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
解
釈

者

は
そ
の
よ
う
な
緊
張
関
係
を
自
覚
的

に
生
き
る
可
能
性
を
手

に
す
る
と
も

言

え
よ
う
。
歴
史
的
な
解
釈

や
テ
キ

ス
ト
の
分
析
す

べ
て
を
含
ん
だ

一
連

の

過
程
が
解
釈
だ
と
し

て
も
、
解
釈
は
、
最
終
的

に
は
、
そ
れ
ら
以
上

の
こ
と

で
あ

っ
て
、

テ
キ

ス
ト
が
開
く
意
味

の
世
界
と

の
交
渉

の
過
程

で
解

釈
者
自

身
が
変
貌
し

て
い
く

こ
と
ま

で
を
含
む
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

*

以
上

『生

に
対
す

る
歴
史

の
利
害
』

を
素
材

と
し

た

テ
キ

ス
ト
解
釈

の

ケ

ー
ス
ス
タ
デ

ィ
か
ら
差

し
当
り
取
り
出

せ
る
結
論

で
あ
る
。

そ
れ
も
あ
く

ま

で
も
解
釈

に
関
す
る
筆
者

の
暫
定
的

な
覚
書

と
し
て
問
題
点
を
提
示
す

る
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に
過
ぎ

な
い
も
の
で
あ
り
、
な

お
検
討
す

る
余
地

が
多
く
残

さ
れ

て
い
る
こ

と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
例

え
ば
、
第

三
点

と
し
て
、

二
ー
チ

ェ
の
テ
キ

ス

ト
を
我
々
が
読
め
る

の
も

テ
キ

ス
ト
が
開
く
意
味

の
世
界
を
何

ら
か
の
形

で

共
有
し

て
い
る
か
ら
だ
と

い
う

こ
と
を
指
摘
し
た
が
、

翻

っ
て
考

え

て
み
る

な
ら
ば
、
意
味

の
世
界
を
共
有
し
得
る
と

い
う

こ
と
自
体

の
社
会
的
文
化
的

条
件
を
も
う

一
度
歴
史
的
な
方
法

で
説
明
す
る
と

い
う
課
題
が
そ

こ
に
は
示

唆

さ
れ
て
い
る
と
言

え
る
。
無
論
、

こ
れ

は
、
最
初

に
指
摘
し
た
歴
史
的
な

解
釈
、
歴
史
的
な
説
明
と
異
な

っ
た
次
元

の
も

の
で
は
あ

る
が
、

テ
キ

ス
ト

を
読

む
と
い
う
行
為
自
体

が

一
定

の
歴
史
的
な
条
件

の
も
と

で
特
定

の
制
度

の
中

で
行

わ
れ
る
営

み

で
あ
る
以
上
、

そ
れ
を
無
視

し
て
抽
象
的

に
テ
キ

ス

ト
を
読
む
と

い
う
問
題
を
解
く
わ
け

に
は

い
か
な

い
と
思

わ
れ
る
。

が
、

こ

の
よ
う
な
解
釈

の
可
能
性

の
条
件

に
関
わ
る
問
題
も
含
め

て
、

こ
こ
で
覚
書

と
し

て
提
示
し
た
事
柄
を
再
度
よ
り
立
ち
入

っ
て
論
じ
る
他
日
を
期
し
、

こ

こ
で
は
以
上
問
題
点

の
提
示
を
も

っ
て
筆
を
置
く

こ
と

に
し
た

い
。
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(
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筐

9
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こ
の
テ
キ
ス
ト
の
構
造

に
即
し

て
簡
単

に
論
理

の
筋
を
た
ど
る
と
次

の
よ
う
に
な

る
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
で
、
生
は
、
歴
史
的
な
も

の
、
非
歴

史
的

な
も

の
、
超
歴
史
的
な
も

の
の
三
者

の
均
衡

の
上

に
成
り
立

つ
と

考
え
ら
れ

て
い
て
、
異
質

な
も
の
を
同
化
す

る
力

で
あ

る
造
形
力

の
処

理
し
得
る
範
囲
内

で
あ
れ
ば
歴
史
的

な
も
の
は
、

む
し
ろ
生
と
文
化

に

と

っ
て
有
用
だ
と
さ
れ

て
い
る
。

そ
れ
故
、
批

判
的

歴
史

の
必
要
性
も

強
調
さ
れ
得

る
わ
け

で
、
そ

の
限
り
形
式
的

に
は
矛
盾
は
な

い
と
言

っ

て
よ
い
。
た
だ
、

こ
の
よ
う

に
量

の
カ

テ
ゴ
リ

ー
に
よ

っ
て
生
を
捉
え

る
と
、

三
者

の
均
衡

の
あ

り
方

に
お

い
て
多
様
な
生
を
承
認
す
る
結
果

と
な
る
が
、

こ
の
こ
と
と
、
古
代
ギ

リ
シ
ャ
の
生
を
模
範
と
す

る
こ
と

が
緊
張

関
係

に
立

つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。

(
13
)

歴
史
的
な
解
釈

の
場
合

の
よ
う
に
テ
キ

ス
ト
の
成
立
時

に
着
目
す

る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

ニ
ー
チ

ェ
哲

学
が
完
結

し
た
後

に
生

ま
れ
た
読

者

の
特
権
を
生
か
し

て
二

i
チ

ェ
が
書
き
残
し
た

テ
キ

ス
ト
全
体

を

コ

ン
テ
ク

ス
ト
と
し

て

『
生

に
対
す
る
歴
史

の
利
害
』
を
捉
え

て
み
る
な

ら
ば
、
批
判
的
歴
史

の
意
義
を
強
調
す

る
歴
史
的
視
点
は
、

こ
の
テ
キ
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ス
ト
の
不
可
欠

の
構
成
契
機

で
あ
る

こ
と
が
よ
り
明
確
に
な
ろ
う
。

こ

の
著

作

に
続

く

『
人
間
的
、

あ
ま
り
に
入

間
的
』

で
は
、
歴
史
的

な
感

覚
を
も

っ
て
哲
学

す
る
こ
と
の
重
要
性

が
説

か
れ
、
実
際

に

二
i
チ

ェ

自
身

に
よ
る
そ
の
実
践

と
し
て
伝
統
批
判

が
開
始

さ
れ
る
。
ま

た
、

そ

の
伝
統
批
判

は
後
期

に
至

っ
て
系
譜
学

へ
と
結
実
し

て
い
く

の
で
あ

っ

て
、

こ
こ
で
指
摘
し
た
分
裂

は
、
後
期

に
お
け

る
永
遠
回
帰
思
想
と
系

譜
学

の
間

に
あ

る
分

裂
と
同
型

の
も

の
と
見
る

こ
と

が
出
来

る
。

『
生

に
対
す

る
歴
史

の
利
害
』

に
関
す

る
こ
う

い

っ
た
方
向

で
の
解
釈
を
、

筆
者

は
拙
論

『
ニ
ー
チ

ェ
と
歴
史
』

(倫

理
学
年
報
第

三
十
九
集
、

日

本
倫
理
学
会
編
)

で
提
示
し
た

こ
と
が
あ
る
。
参
照
願
え
れ
ば
幸

い
で

あ
る
Q
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