
●
言
語
と
文
化
の
深
層

モ

ノ
を
見

る
、
人
を
見
る

南

隆
昭

一

は
じ
め
に

テ
レ
ビ

の
画
面

が
目

に
入

っ
て
、

「
あ

っ
、
山

だ
、

湖
だ
、
」

な
ど
と
識

別

が

で
き
る
ま

で
に
、

か
す

か
な
時

間
が
あ
る
。
白
、

み
ど
り
、
青

な
ど
の
色

の
か
た
ま
り
が
、

静
止

し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
形

で
、
光

る
、

そ
の
瞬

間
に
、

ヤ

マ
、

ミ
ズ

ウ
ミ
な
ど

の
こ
と
ば
が
、

心

の
奥
に
ひ
ら
め
く
。

あ
る
い
は
、

こ

と
ば
が
出
る
前

に

「分

か
る
」

の
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
何

が

「分

か
る
」

の
だ
ろ
う
。

ナ
レ
イ

シ

ョ
ン
が
、
「
山

で
す
、

湖

で
す
。」

と
教
え

て
く
れ
る

こ
と
も
あ

る
。
そ
ん
な
と
き
は
、
何
か

の
都
合

で
、
画
面
が
少

々
乱
れ

て
も
、
確
実

に

「
分
か
る
」
。
と

こ
ろ

で
、
「
こ
の
山

の
木

々
は
酸
性
雨

に
侵
さ
れ

て
い
ま
す
。

こ
の
湖
水
は
汚
染
が
進
ん

で
、

も
う
魚
は
棲
め
ま
せ
ん
。
」

と

ナ
レ
イ

シ

ョ

ン
が
続
き
、

「
こ
う
し
た
自
然
破
壊
は
、

近
代
西
洋
文
明

の
行
き
詰
ま
り
を

示
し

て
い
ま
す
。
」

な
ど
と
話
が
展
開
す
る
と
き
、

人
は

「
分
か
る
」

こ
と

を
続
け
な
が
ら
、
画
面

に
何
を
見

て
い
る

の
だ
ろ
う
。

人
が
人
を
見

る
と
き
、
相
手
を
見
な
が
ら
同
時

に
、
見
ら
れ

て
い
る
自
分

を
見

て
い
る
。

こ
の
二

つ
の

「
見

る
こ
と
」
は
、
終
始

一
貫
し

て
、
想
像

の

作
業

で
あ

る
。
し
か
し
、
想
像

で
は
な
く
少
し
ず

つ
、
相
手

に
関
す
る
知
識

を
、
自
分

は
確
実

に
深
め

て
い
る

の
だ
と
、
人
は
考
え
る
。
と
は

い

っ
て
も
、

見

る
見
ら
れ

る
と

い
う
、

こ
の
連
鎖

の
中

に
、
人
が
、
そ
し

て
真

の
自
己
が
、

果
し

て
存
在

し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。

モ
ノ
と
人

の
本
質
だ
け
を
見
た

い
と
思
う
人

々
が

い
る
。
共
同
幻
想

の
場

で
あ

る

「社
会
」
と
、
人

の
精
神
を
隷
従
さ
せ

て

「
社
会
」
を
無
軌
道

に
駆

り
立

て
る

「文
化
」
か
ら

の
脱
却
が
、
真
実

の
生
を
目
指
す
彼
ら

の
課
題
と

な
る
。

そ
の
脱
却
と
本
質

へ
の
志
向
と

は
、
ど

の
よ
う

に
実
現
さ
れ
る

の
で

あ
ろ
う
か
。
人

の
生
き
方

の
根
底
を
な
す
と
言
え
る
、

こ
の
問
題
を
、
今
世

紀
前
半

の

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
生
き

た
二
人

の
詩
人

・
思
想
家
、

リ
ル
ケ
と
ヴ

ァ

レ
リ
ー
に
呈
す

る
と
す

れ
ば
、
ど

ん
な
答
え
が
返

っ
て
く

る
だ

ろ
う
か
。
そ

の
答

え
を
導

く
形

に
、

二
人

の
作
品
を
読

み
解
く

の
が
、

こ
の
文

の
ね
ら

い

で
あ
る
。

ニ

リ
ル
ケ
の
場
合

「
こ
の
花
」

を
見
る
の
に
、

二

つ
の
見
方
が
あ

る
と
、
井
筒
俊
彦

は
言
う
。

「
こ
の
」
花

を
見
る

の
と

こ
の

「花
」
を
見

る
の
と
で
あ

る
。
「
こ
の
」
花
を

見
る
人
は
、

み
ず
み
ず
し
い
実
在

の
花
を
、

一
度
限

り
の
も

の
と
し

て
体
験

し
、

こ
の

「
花
」

を
見
る
人

は
、
花

を
、
普
遍
的
な
概
念

の
表
わ
れ
と
し

て
、

一37一



そ
こ
に
見

る
。

二

つ
の
見
方

は
、
と
も

に
本
質
を
見

て
い
る
の
だ
か
ら
、

二

種

類

の
本
質

が

あ
る

こ
と

に
な

る
。

前
者

を

「個

体
的

本
質
」
、

後
者

を

「普
遍
的
本
質
」

と
井
筒
は
名
付
け

て
い
る
。

(井
筒
俊
彦
著

『
意
識
と
本

質
』

(岩
波
文
庫
、

39
ペ
ー
ジ
、

以
下

の
引
用

で
は
、

井
筒

39
等
と
略
記
す

る
。
)

音
声
を
消
し
た

テ
レ
ビ
画
面

に

「
山
と
湖
」

を
識
別
し

て
、

「
ヤ

マ
、

ミ

ズ

ウ
ミ
!
」

と
心

に
叫

ぶ
人

は
、

「個
体
的
本
質
」

を
捉
え
た

の
で
あ
る
。

「
山
と
湖
」

の
イ

メ
ー
ジ
を
、

世
界
と

の
あ
ら
ゆ
る
関
わ
り

に
先
立

つ
も

の

と
し

て
作
り
出
し
た

の
だ
か
ら
、
そ

の
人
は
、
山
と
湖
を
、
「生

み
出

し
た
」

と
も
言
え
る
。

一
方
、
「富

士
山
と
山
中

湖

で
す
」
、

な
ど
と
い
う
、
解

説
者

の
指
示

に
従

っ
て

「
見
る
」

人
は
、
解

説
者

が
、

イ
メ
ー
ジ
を
作

っ
て
は
処

理
し

つ
つ
紡
ぎ
出

す
意

味

に
関
わ

っ
て
い
る
。

意
味
を
与
え
ら
れ
た
と
き
に
、

モ
ノ
は
、

そ
れ
を
見

る
人

の
中

に
、

「個

体
的
本
質
」

を
実
現

し
な
い
、

(例

え
ば
、
絵
画
を
、

テ

レ
ビ
で
見
な

が
ら
、

同
時

に

「解
説
」

を
聞
く
人

の
場
合
、
)

意
味
を
与

え
る
他
者

は
、

「山
と

湖
」

の

「普
遍
的
本
質
」
を
操
作

し

つ
つ
思
想
を
構
成
し

て
伝
達
す

る
が
、

そ
れ
を
聞

き
な

が
ら
画
面

に
見
入

る
人

は
、

「山
と
湖
」

の
二

つ
の
本
質

の

双
方

に
無
縁
な
行
為
を

し
て
い
る
。
意
味
づ
け
ら
れ

た
画
面

は
、
そ

の
人

の

中

で
、
本
質

で
あ

る
こ
と
を
止
め

て

(従

っ
て
、

そ
の
人
も

「
見
る
」

こ
と

を
止

め
て
)
、

そ

の

「
山
と
湖

の
話
」

を
図
示
す

る
記
号
と
な

っ
た
絵
を
、

話
し
手
と
と
も

に
処
理
し

て
い
る
。

意
味
付
け

は
、
言
わ
ば
、

モ
ノ
を
額
縁

に
入
れ
る
操
作

で
あ
る
。
額
縁
は
、

自
分

に
向
か

っ
て
跳
び
出
し
く
る
本
質
を
虐
殺
す
る
装
置

で
あ
る
。
そ
れ
は
、

多
く

の
場
合
、
他
者
た
ち

の
了
解
、
承
認

に
よ

っ
て
成
立
す
る
。
時
代
と
社

会
と

の
、
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
力
を
伴

っ
て
い
る
。

ラ

イ

ネ

ル

・

マ
リ

ア

・
リ

ル

ケ

(知
①
貯

興

]≦
o
誌
p

幻
臣
屏
Φ

一
〇。
胡

～

お

ト。
①
)

の
詩

集

『
ド

ゥ
イ

ノ
悲

歌

(U
巳

口
Φ
胃

匡

Φ
αq
δ
口
)
』

は
、

「
見

る
者

(N
口
のO
げ
O
口
Φ
同)
」

で
あ

る
、

人

の
宿

命

を

歌

っ
て

い
る

。

人

は

、

「
い

つ
も

、

ど

こ

に

い

て
も

、

す

べ

て

の
も

の

に
向

き

合

っ
て

い

て
、

目

を

そ

ら
す

こ

と

が

で
き

な

い
。

(ぎ

ヨ
2

⇔
σ
Φ
冨

戸

巴
δ
口

N
ロ
αq
-

Φ
≦
9
コ
9

ロ
ロ
α

巳

Φ
げ
ぎ

o
ロ
ω
博)
」

(第

8

の
悲

歌

、

フ
ラ

ン
ク

フ
ル

ト

・
ア

ム

.
マ
イ

ン

・
イ

ン
ゼ

ル
書

店

刊

、

リ

ル

ケ
詩

集

、

以

下

(
8
)

等

と

略

記
)一

九

一
二
年

に
、

リ

ル

ケ
が

「
悲

歌

」

の
製

作

に
着

手

し

た

ド

ゥ
イ

ノ

の

城

館

は
、

ア

ド

リ

ア
海

に

の
ぞ

み
、

天

を

仰

い

で
立

つ
断

崖

の
上

に
あ

っ
た
。

天

地

の
間

の

「
す

べ

て

の
も

の

に
向

き

合

う

」

そ

の
場

所

で
、

リ

ル
ケ

は
、

自

ら

の
心

が

「
崩

れ

去

っ
て
し

ま

う

(
NΦ
『
頃①
一一〇
】P
)
」

(同げ
律

)

の
感

じ

た
。

モ

ノ

を

客

体

と

し

て

見

、

見

た

も

の

を

、

「整

理

す

る

(o
a

器

口
)
」

(凶σ
凶α
)゚

彼

ら

(西

欧

人

)
)

の
見

方

は
、

モ
ノ

の

「個

体

的

本

質

」

を
隠

す

こ
と

で
あ

る

か

ら

、

そ

の
よ

う

に
し

か

モ

ノ
を

見

な

い
人

は
、

自

己

実

現

に
挫

折

す

る
外

は

な

い
。

リ

ル
ケ

は

、

そ

の
よ

う

に
感

じ

て
い

た
。

「
動
物
た
ち
は
、

眼
を

い

っ
ぱ

い
に
開

い

て
、

開

か
れ
た
も

の
を
見

て
い

る
。

わ
れ
わ
れ
だ
け
が
、

ま

る
で
眼
を
背
け

て
い
る
か

の
よ
う
だ
、

(竃
詳

o
=
魯

〉
ロ
αq
魯

巴
Φ
算

臼
o
円
円Φ
鉾
霞

9

ω
O
頃
窪

ρ

Z
霞

ロ
磊
お

〉
口
αq
Φ
昌

ω
ぎ
α
訌

Φ
藍
白
αq
Φ
屏
9

拝
…
)
」

(
8
)

わ

れ
わ

れ

に

も
、

「開

か

れ

た
も

の
」

を

見
、

「死

を

免

れ

て

い

る
」

(
胤HΦ
一
く
O
口

一門
O
α
)

日
々
が
あ

っ
た
。

そ
れ
は
、

幼

い
日
の
至
福

の
時

で

あ

っ
た
。

し
か
し
、
成
長

し
て
、
人

で
あ

る
と
自
覚
す

る
と
き
は
、
同
時

に
、

そ
の
至
福

の
時

が
す

で
に
去

っ
た
こ
と
を
確
認
す

る
と
き

で
も
あ

る
。
人
生
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の
も

た
ら
す
も

の
は
、
幼

い
日
に
見
た
も

の
に
、
遠
く
及
ば
な

い
の
だ
と
、

彼

は
言
う
。

「
信
じ

て
は
な
ら
な

い
。

人

の
運
命
は
幼

い
日
の
密
度

に
ま
さ

る
も

の
で
あ

る
と
。

(O
冨
口
耳

巳
o
げ
計
ω
〇
三
〇
屏
ω9
一
の皿

日
⑦
ず
が

巴
。゚
α
9
ω

虫

9

仲⑦
α
奠

丕

巳

冨

帥こ

」

(
7
)

だ

か
ら
、

人
間

の
眼

は
、

「
花
々
が
、

限
り
な
く
姿
を
現
す
純
粋
な
空
間

を
、

眼
前

に
見

る
日
は
た
だ

の

一
日
も
な

い
。

(≦

マ

冨

げ
魯

巳
9

巳
〇
三

Φ
言
窪

Φ
ヨ
獣
oq
Φ
口

↓
ゆ
ひq
"
9
昌

鬥Φ
ヨ
窪

幻
9。
ロ
ヨ

<
9

ロ
ロ
ρ

言

α
Φ
昌

a
Φ

切
冨
ヨ
Φ
昌

ロ
ロ
Φ
口
α
嵩
o
ゴ

o
珪
αq
Φ
ゲ
Φ
戸
)
」

(
8
)

「
開

か
れ

て
い
な

い
も

の
」

を
見

て
生

き
る
わ
れ
わ
れ

は
、

「社
会
」

に
支

え
ら
れ
て
い
る
。

「陽
気
な
隣

人

た
ち
が
、

承
認
し
羨
望
す

る
も

の
を
、

こ
れ
み
よ
が
し
に
振

り
回
す

の
が

わ
れ
わ
れ
だ
。

そ
し

て
、
隣
人

の
振

り
向

か
ぬ
も
の
を
、
簡
単

に
忘

れ
去

る

の
も
わ
れ
わ
れ
な

の
だ
。

(…
≦
{村
く
㊤
oq
Φ
の
ω①
昌
ω
o
δ
博o
げ
广
≦
9。
の
血
Φ
二

9
0
-

冨

=
α
①
Z
8
ゴ
σ
霞

ロ
磊

巳
o
耳

び
o
ω
&
菖
αq
け
o
Ω
奠

げ
魯

Φ
達
Φ
け゚
ω
凶o
耳
び
穹

≦
9

魯

琶

屋

9

げ
Φ
P
…
)
」

(
7
)

リ
ル
ケ
の
歎
き
は
、
彼

の
視
線
が

モ
ノ
の

「
個
体
的
本
質
」

に
到
達

で
き

な

い
と

こ
ろ
に
あ

る
。

「
個
体
的
本
質
」

の
出
現
を
阻
も

う
と
し

て
、

「
世

界
」
が
彼

の
前

に
拡
が

っ
て
い
る
。
自
己
を
投
影
し
た
他
者

の
眼
、
人

々
が

作

り
出
す
概
念

の
網

の
眼
、

「世
界
」

は
、

そ
れ
ら

の
も

の
が
構
成
す
る
、

閉
ざ

さ
れ
た
も

の
に
過
ぎ
な

い
。

だ
か
ら

こ
そ
、

「
わ
れ
わ
れ

の
生
は
姿
を

変

え
て
立
ち
去

っ
て
行
く
。

そ
し
て
外
部

(α
9
ω
諺
ロ
ゆ
Φ
口
)

は
、

限
り
な

く
乏

し
く
な

っ
て
、
遂

に
は
消
滅
す

る
。

(
d
口
ω2

い
Φ
び
Φ
ロ
αq
⑦
葺

三
⇒
ヨ
帥け

く
奠
く
譽

g
§

αq
』

呂

昌

ヨ
臼

q゚
Φ
言

。q
奠

ω
9

註

巳

g

量

の
〉
島

・p
)
」

(
7
)私

は

こ
こ
に

い
る
。

し
か
し
、

「
こ

こ
」

を
、

郵
便
番
号

の
付

い
た
緯
度

と
経
度

で
示
せ
ば
、
世
界

を
生

み
出

す

べ
き
私

が
、
世
界

に
か
ら
め
と
ら
れ

て
崩
壊

す
る
。
人

で
あ
る
と

い
う
自
覚

は
、
社
会

の
中
、
移

ろ
い
行
く
時
間

の
中

と

い
う
、
死

を
免

れ
得

な
い
時
空

に
成
立
す

る
。

そ
の
時
空

の

一
点
を

自
覚

し

て
生

き
る

こ
と
は
、
伝
統

を
基
盤

と
す

る
社
会

の
中

に
自
己
を
位
置

付
け

て
生

き
る

こ
と

で
あ
り
、

そ
れ
が
日
常

の
生

で
あ
る
。
だ
か

ら
、

リ
ル

ケ
は
、

「
見
る
」

こ
と

の
変
革

を
通
し

て
、

社
会

の
外
、

非

日
常

の
生

に
出

よ
う
と
す
る
。

「
世
界
」

を
、

リ

ル
ケ
は

「
外
部

(
α
p
ω
〉
ロ
乙D
Φ
口
)
」

と
呼
ぶ
。

一
方
、

人

が
幼

時

に

か

い
ま

み

た

純

粋

な
時

空

は
、

成

人

の

「
内

部

(
α
霧

冒
口
①
お
)
」

に
続

い
て
い
て
、

そ
れ

は

「
愛
匚

で
あ
る
と
リ

ル
ケ
は
言

う
。

「
愛
」

と
い
う
、

生

の
完

き
開
花

の
場

は
内
面

で
あ
り
、

そ

こ
に
純
粋

な
時

空
と
し

て
の
世
界

は
回
復
さ
れ
る
。
そ

の
よ
う
な
場
を
築
く
た
め

に
、

リ

ル

ケ
は
、

外
界

に

(そ
し

て
世
界

に
)

向

か
う
意
識

を
、

「
個
体
的
本
質
」

の

受
容
と

い
う

一
点

に
厳
し
く
限
定
す

る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
感
性

の
輪

郭
を
知
ら

な
い
。
外

部
か
ら
感
性

に
枠

を
は
め

る
も

の
を
知

っ
て
い
る
だ
け
だ
、

(
≦
ヰ

内
Φ
昌
コ
Φ
昌

α
Φ
ロ

閑
o
コ
ε

円

α
①
ω

凄

巨
魯
ω
巳
9

け
巨

お
壽

巴

菖

hO
§

芝

自

四
島

魯

)
」

(
4
)

「
外
部
」

と
は

「限

る
も

の
」

で
あ

る
。

限
ら
れ
る
と
き

に
、

感
性
も

ま

た

「
普
遍
的
本
質
」
と
な
る
。

濃
密

に
拡

が
る

「内
部
」

で
人

は
自

己
を
実

現
す

る
。

例

え
ば
、

画
家

の
心
を
映
す
か

の
よ
う

に
、

真
冬

の
原
野

が
、

キ

ャ
ン
バ
ス

一
杯

に
荒
涼
と
展
開
す
る
。
そ
れ
が
、

一
枚

の
風
景
画

と
し
て

額
縁

に
収
ま

っ
た
途
端

に
、
社
会
内

の
意
味
を
与
え
ら
れ
、
世

界

に
巻
き
込

ま
れ

る
。
画
家

の
凄
絶
な
内
面
と

い
う

「
個
体
的
本
質
」
が
、
額
縁

に
閉
じ

込
め

ら
れ

「普
遍
的
本
質
」
と
な

っ
て
、
観
客

の
知
的
鑑
賞
と

い
う
処
理

に

一39一



委

ね
ら
れ
る
。

と
す

れ
ば
、

「愛
」

と

い
う
、

人
が
世
界
を
生

み
出
す
根
源

的

な
生

の
体
験
も
、
名
付

け
ら
れ

て

「
外
部
」

で
処
理

さ
れ

る
の
で
な
く
、

「内
部
」

に
向
か

っ
て
花
開
く
外

は
な

い
。
「
愛
」

に
目
覚
め
た
少
女

の
心
が
、

限

り
な

い
時
空

に
包
ま
れ

て
い
る
と
き
、

リ
ル
ケ
は
次

の
よ
う

に
歌
う
。

「
少
女
よ
、

愛

よ
り
も
、

も

っ
と
前
に
、

あ
な
た

の
中

に
入

っ
て
き
た
も

の
が
あ

る
の
だ
、

(臼
Φ
ω
犀
pD
§

臼
び
ζ
似
α
9

Φ
P

N
ロ
<
o
『)
」
、

そ
れ

は
、

や

が

て
生

を
享

け
る

一
つ
の
い
の
ち

で
は
な
く

て
、

「数

え
切

れ

ぬ
も

の
の
噴

出

(α
鋤
oo
N9
げ
=
O
ω
bd
円9
口
Φ
凵ρα
①
)
」
、

そ
し

て
、

「
父
た
ち
、

そ
れ

こ
そ
が
、

わ
れ
わ
れ

の
心

の
奥

に
沈

み

こ
ん
だ
山

々
の
岩
塊

(臼
①
<
肆
Φ
お
島
Φ
↓
三

・

ヨ
ヨ
Φ
同
Ω
Φ
び
貯
αq
の
両ヨ

O
≡

ロ
α
Φ
σ
奠
ロ
ず
口
)
」
、

「
遠
き
日

の
母
た
ち
、

そ
れ

は
水

の
流

れ
去

っ
た
川
床

の
跡

(α
霧

寓
o
畠

窪

Φ

固
⊆
ゆ
σ
①
#

Φ
貯
ω
鉱
oq
奠

ζ
璋
8
『
)
」
、

そ

し

て
、

そ

れ
ら

全

て
は
、

「
静

ま

り

返

る
満

目

の
光

景

(αq
鋤
口
N
①
】U9
⊆
一一〇
ωΦ
H
、9
口
侮
ωず
O
hけ)
」

で
あ
る
。

(3
)

そ
し

て
、
人
を
人

に
結
ぶ
、
「
愛
」

の
行
為

の
、
「
腕

に
沸
き
上
が
る
も

の

は
、

思

い
も

及

ぼ

ぬ

宇

宙

の
霊

気

で
あ

る
。

(§

ω

珍
巴

αq
戸

≦
o

毒
甘

嵩
Φ
げ
Φ
P

ロ
旨
<
o
a
①
口
匹
凶9

Φ
『
ω
鷺
二
昌
a
Φ
>
N日
ρ
)
」

(
3
)

リ

ル
ケ
は
、

こ
こ
で
、
愛
を
、
単
な
る
肉
体

の
瞬
時

の
行
為

と
は
見
な
い
。
愛

は
、
無

限

の
時
間
と
無
限

の
空
間
に
包
ま
れ
、

そ

の
無
限

の
時
空

を
内

に
孕

ん
で
い
る
。

そ
れ
は
、

こ
と
ば
と

い
う

「輪
郭
」

を
与

え

て
限
定
す

る
こ
と
の
で
き
な

い
、

時
空
創
造

の
こ
と
が
ら
、
名
付

け
ら
れ
る
と
き

に
本
質

が
消
滅
す

る
何
か

で

あ
る
。

「愛
」

は
、

人
を

「人

と
し

て
」

見
る

こ
と
を
、

そ
の
原
理
と
す

る
。

「愛
」

に
お
い
て
自
他

は
、

互

い
に
相
手

に
よ

っ
て

「
生

み
出
さ
れ
る
」

主

体

で
あ

る
。

「愛
」

が
間
主
体
的
な
行
為

と
し

て
、

他
者

の
存
在
を
無
条
件

に
許
す

の
は
そ
の
た
め

で
あ

る
。

だ
か
ら
、

「
見
る
」

主
体
が
、

対
象
を

「
普
遍
的
本
質
」

と
し

て
、

計
量
し
支
配
し

つ
つ
、

そ
の
利

用
価
値

に
応

じ

て
、

対
象

の
存
在
を
許

容
す
る

こ
と
は
、

正
確

に
、

「愛
」

の
対
蹠
を
な
す

行
為

で
あ
る
。
そ
れ

で
は
、

モ
ノ
の

「個
体
的
本
質
」
を
見

る
こ
と
を
生

の

実

現
と
す
る
リ

ル
ケ
の
中

で
、
対
象
を

「
人
と
し

て
」
見

る

「
愛
」

は
成
り

立

つ
の
で
あ

ろ
う
か
。
愛

し
合

う
者

の
姿
を
、

リ
ル
ケ

は
次

の
よ
う

に
歌

っ

て
い
る
。

「
あ
あ
、

か
れ
ら
は
、

互

い
に
、

自
ら

の
運
命
を
隠
し
合

っ
て
い
る
だ
け

で
は
な

い
か
、

(
>
o
巨
導
巴
Φ
<
Φ
a
①
o
評
Φ
ロ

。・8
置

ロ
ξ

ヨ
ヰ
Φ
貯
9
口
傷
輿

貯
憎

ぴ
o
¢
)
」

(
1
)

「
愛
す

る
人
た
ち
よ
、
世
界
は
、
内
部
以
外

の
ど

こ
に
も
な

い
。

(Z
貯

αq
Φ
-

邑

ρ
○
①
9

耳
ρ
ヨ

a

≦

皀
一
のΦ
言

鋤
互

巨

①
p
)
」

(
7
)

「
あ
あ
、
限
り
な
く
、

わ
れ
わ
れ
の
内
部

へ
!

わ
れ
わ
れ

の
最
後
が
、
ど

う
な

っ
て
し
ま
う
に
し

て
も
。

(o

¢
ロ
Φ
嵩
α
一8
び

貯

ロ
ロ
ω固
≦

興

≦
貯

①
日

国
巳

Φ
窪

9

ω
鉱
o
昌
圃)
」

(
9
)

間
主
体
的

な
交

わ
り
を
拒

ん
で
、

ひ
た
す
ら

「
内
部
」

に
向
か
う

こ
と
が
、

世
界
を
真

の
姿

に
回
復
す

る
道
程

で
あ

る
が
、

「
愛
」

は
そ
の
と
き
、

名
付

け
得

ぬ
も

の
と
し

て
残
ら
ね
ば
な
ら
な

い
、

「
愛
」

を
語
る

こ
と
は

で
き
な

い
。

だ
か
ら
、

語
り
得

ぬ
も
の
の
山

に
入

っ
た
人

は
、

コ

輪

の
り
ん
ど
う

の
花

(国
昌
臥
o
口
)

を
携
え

て
く
る
。

「
愛
」
と

い
う

「個
体
的
本
質
」

の
世

界
を
か

い
ま
み
た
人
は
、
そ

こ
に
開
く
生

の
中

で
、

モ
ノ
を
、

そ
の

「個
体

的
本
質
」

の
象
徴
と
し

て
手
に
す
る
。

だ
か
ら

「
わ
れ

わ
れ
が
存
在
す

る
目

的
は
、

家
、

橋
、

泉

…
…
と
、

口
に
出
し

て
言
う

こ
と

に
あ
る
。

(ω
冒
α

乱

目
丘
巴

①
凶9

け
馘
臼

ロ
§

N
自
芻
αq
o
覬

国
窪

ρ

じd
a

o
評
ρ
bd
『
ロ
ロ
器

口
"…
)
」

(9
)

と

こ
ろ
が
、

愛
と

い
う
具
体
的
事
実

の
象
徴
と
し

て
の
み
、

モ
ノ
は

「言

わ
れ
る
」
。

つ
ま
り
、

モ
ノ
た
ち

(一)
置

αq
Φ
)

が
、

「
モ
ノ
た
ち
自
身
も

「40一



け

っ
し

て
自
分
た
ち
が
そ
う

で
あ
る
と
、
心
に
思

っ
て
は
い
な
な
か

っ
た
、

そ

の
よ
う

に
言
う
た
め

(O

N
ロ

紹
ひq
Φ
p

惹

Φ
ω
Φ
ま
奠

臼
Φ
一)
酌口
αq
Φ
口
凶Φ
-

日
巴
ω
旨
巳
αq
§
o
貯
8
口
N
¢

のΦ
団ε

」

(9
)

で
あ
る
。

モ
ノ
の
名
辞

は
、

元
来
、
人
間

一
般

の
た
め

の
、

一
般
的
、
普
遍
的

な
本
質

を
指

す
。

と

こ
ろ

が
、

モ
ノ
た
ち
は

「
移
ろ

い
行
く
、
そ
し

て
モ
ノ
た
ち
は
、
も

っ
と
も
足

早

に
立
ち
去
る
わ
れ
わ
れ

に
、
存
在
を
支

え
ら
れ

よ
う
と
願

う
。

(
<
奠
αq
ぎ

σq
-

ぎ

芦

霞
窪

嵩
ω凶Φ
①
ぎ

幻
①
穽
Φ
昌
9
ω
q
霧

己

魯

く
2
αq
警

αq
=
o
房

紳Φ
ジ

N
F
)

(
9
)

と

リ

ル

ケ
は
言

う
。

「
外

部
」

は
あ

わ

た

だ
し

く

流

れ
去

る
が
、

「も

っ
と
も
足
早

や
に
立
ち
去

る
」

の
は
、
人
間

一
般

で
は
な
く

て

「
外
部
」

に
巻
き
込

ま
れ

て
い
る

「
私
」

で
あ

る
。

そ
し

て
そ

の
移
ろ

い
ゆ
く

「
私
」

が
、
移

ろ
う
わ
が
身
を
自
覚
す

る
と
き
、
世
界

は
、

そ
の
人

の
心
と
し

て
確

か
に
現

れ
る
。
死

に
よ

っ
て
支

え
ら
れ

る
生

の

「
内
部
」

に
、
自
然
は
よ
み

が
え

っ
て
く
る
。

「大
地

よ
、

お
ま
え
の
心

に
あ

る
の
は
、

見

ら
れ
な

い
で
、

し
か
も
、

わ

れ
わ
れ

の
中

に
現
前
す

る

こ
と
、

そ

の
こ
と

で
は
な

い
の
か
。

(国
a
ρ

帥警

Φ
ω
巳
9

け
9
Φ
ρ

≦
o
の
傷
鐸
乱

=
ωけ

信
磊

幽o
耳
σ
彎

ぎ

ロ
磊

2
ωけ9

ミ
)
」

(
9
)

だ
か
ら
、
大
自
然

の
中

に
堂

々
と
入

っ
て
ゆ
く

の
は
、
死

を
通
し
て
で
あ

る
。

「
あ
あ
、

い

つ
か
は
死
ん

で
、

い

つ
ま

で
も
、

こ
れ
ら
の
星
た
ち
を
知

り

つ
く
す

の
だ
。

(O

①
貯
ω
け
け9

ω①
ぎ

ロ
コ
O

匹
Φ
鬢
尻
の
Φ
p

¢
昌
Φ
口
&

o
戸

巴
一Φ

皀
Φ
ω
8
暮

①
し
」

(
7
)

星

は
自
然

で
あ

っ
て
、

し
か
も
自
然

の
中

に

死

ん
だ
者

に
し
か
解
き
明
か
せ
ぬ
、
永
遠
な
る
も

の
の
象
徴

で
あ
る
。

純
粋

の
光
を
、

「外
部
」

か
ら
の
無
限
の
隔
絶

と
し

て
体

験
す
る

こ
と
、

そ
れ
が

リ
ル
ケ
の
言
う

「
愛
」

で
あ
り
、
同
時

に
死

で
も
あ
る
。
生
は
、

死
を
内
在

さ
せ
る
と
き

に
成
就
し
、
「
愛
」

は

「
内
部
」

に
向
か
う
。
二

つ
の
こ
と
は
、

と
も

に
、
人
間
存
在
を
象
徴
す

る
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
で
あ
る
。
対
象
を
欠
い
た

「愛
」

は
、

仰
ぎ
身
る

こ
と
も
か
な
わ
ぬ
超
越
者

と

の
は
ざ
ま
に
の
み
、

人

間

の
完
き
生
を
実
現
す

る
。

人

に
と

っ
て

「見

る
」

こ
と
が
真

に
可
能
と
な

る
瞬
間
を
、
リ

ル
ケ
は
次

の
よ
う
に
歌

う
。

「
天
使

と
人
形
、

両
者

が
出
揃

っ
て
舞
台

に
幕
が
上
が

る
。

わ
れ
わ
れ

の

現
存

の
事
実

が
引

き
裂
き
続

け
た
も

の
が
合
体
す

る
の
は
そ
の
と
き

で
あ
る
。

(国
昌
αq
Φ
一
ロ
昌
α

℃
億
ロ
b
Φ
"
α
四
昌
ロ
凶警

Φ
コ
色
陣o
ず
ω
o
¢
ω
℃
凶Φ
ド
U
ゆ
昌
嵩

評
o
ヨ
ヨ
け

N
器
9
ヨ
3
Φ
P

≦
器

鬢
随ニ

ヨ
3
2
ho
算

魯

氤
≦
包
P

ぎ
9
ヨ

≦
貯

ω
ぎ
α
)゚
」

(4
)

「
見
る

こ
と
」
は
、

こ
の
よ
う
に
し
て
実
現

し
た
か
に
見

え
る
。

し
か
し
、

そ
の
と
き
人
は

「
人
形
」
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
舞
台

に
い
る
の
が
人
な

ら
、

「衣
裳

を
脱

い
だ
ら
市
民
と
な

る
。

(奠

同斡

く
奠
匹
①
δ
9

暮

α

Φ
同

訌

a

Φ
ぎ

bd
貯
αq
奠
)
」

(
4
)

し
か
し
、

人
形

は
、

「沈
黙

す
る
親

た
ち

(ω
慈
δ
昌

く
o
ほ
①
胃

口
)
」

(
4
)

に
通

っ
て
い
る
。

人

形
に
見
入
る
者

は
、

内
部

に
沈
潜
す

る
。

そ
の
と
き
、

「天
使
」

は
、

「
見

る
」

者
を

「
見
ら
れ

る
」
者

に
変
貌
さ
せ

る
。
す
な
わ
ち
、
生
と
死

の
分
裂
が
合

一
に
向

か
う
道

程

は
、

モ
ノ
を

「
見

る
」
行
為

の
挫
折

へ
の
そ
れ

で
あ
る

こ
と
に
な
る
。

そ

し
て
、

こ
れ
ら

の

「
悲
歌
」
が
作
ら
れ
た
所
以
を
、
最
終

の

「
悲
歌
」

の
次

の

一
行

が
、
端
的

に
示
し

て
い
る
。

「
い

つ
の
日
か
、

残
酷
な
認
識

の
果

て
に
到

っ
て
、

心
を

一
つ
に
し

て
く

れ
る
天
使

ら
に
向

か

っ
て
、

喜

び
と
賛
美

の
歌
を
捧
げ

た
い
の
だ
、

(U
霧
ω

一41
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博o
げ

傷
奠
-Φ
ぎ
ω
け
き

α
Φ
ヨ

〉
昜

αq
き

αQ

匹
興

αq
ほ
ヨ
巨

αq
魯

田

器

帥o
暮

言

び
9

ロ
巳

幻
q
ず
ヨ

き

hω
ぎ
αq
Φ
N
⊆
ω江
ヨ
日
Φ
呂

⑦
口

国
口
αq
Φ
巨

)
」

(
10
)

井

筒

は
、

イ

ス
ラ
ム
哲
学

の
術

語

を
用

い

て
、

「
個
体
的

本

質
」

を

フ

ウ

ィ
ー
ヤ
、
「
普
遍
的
本
質
」
を

マ
ー
ヒ
ー
ヤ
と
名
付
け
、
「
リ

ル
ケ
は

マ
ー

ヒ
ー
ヤ
に
背
を
む
け

て
フ
ウ
ィ
ー
ヤ
に
赴
く
、

フ
ウ

ィ
ー
ヤ
は
、
し
か
し
、

言
語
的
意
味
分
節

の
支
配
す
る
表
層
意

識

に
は
絶
対

に
自

己
を
開
示

し
な
い

と

い
う

こ
と
を
彼
は
知

っ
て
い
た
。
」

(井
筒
、

51
)

と
言

う
。

そ
し
て
、

「
人
間

の
日
常
的
存
在
世

界
と

は

マ
ー
ヒ

ー
ヤ

の
生

み
出
す

平
均

価
値

の
巨

大

な
体
系
機
構
」

(幽σ
置
)゚

で
あ
る
か
ら
、

そ
こ
で
は
人

は
、

「
根
源
的
存

在
感
覚
」

か
ら
疎
外

さ
れ

る
外

は
な

い
の
だ
と
井
筒

は
言
う

(井
筒

68
)
。
と

す
れ
ば
、

わ
れ

わ
れ
が
見

て
き
た

リ
ル
ケ
の
こ
と
ば

は
、

フ
ウ
ィ
ー
ヤ
を
求

め

る
空
し

い
旅

で
あ

っ
た

こ
と

に
な
る
。

モ
ノ
を
見
る

リ
ル
ケ
は
、

し
か
し
、

井
筒

の
言
う

よ
う

に

「
疎
外

さ
れ

る
」

こ
と

に
留
ま

っ
て
は

い
な

い
。
リ

ル
ケ
は
、

「
モ
ノ
を
見
る
」
自

己
の
、

生
と
愛
を
、
死
を
通
し

て

「
見
る
」

か
ら

で
あ
る
。
生
、
愛
、

そ
し

て
死
、

そ
れ
ら
は

モ
ノ
で
は
な
い
。

そ
れ
ら
の
メ
タ
言
語

は
、

西
欧
語

の
文
脈

の
中

で
、
超

越
者

(
リ

ル
ケ
は
そ
れ
を

「天
使
」
と
呼

ぶ
)

に
迎

え
ら
れ

る
通
路

で
あ
る
。

三

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
場
合

人
が
人
を
見

る
と
き
、
相
手

の
言
動
を
、
ど
ん
な

に
正
確

に
理
解
し
感
情

移
入

に
努
め

て
も
、
相
手

の
心
を
自
分

の
心
と
す
る

こ
と
は

で
き
な
い
。
そ

れ
ど

こ
ろ
で
は
な
く

て
、
相
手

の
心
を
知
り
得
た
と
言
う

一
瞬

の
確
信

は
、

相
手
が
次

に
行
う
言
動

に
よ

っ
て
崩
れ
る
。
自

己
と
同
じ
く
他
者

も
、
自
由

な
主
体
的
意
識

で
あ
る
か
ら
、
人
は
相
互

に
、
絶
対
他
者

で
あ
る
。

に
も

か

か
ら
わ
ず
、
人
は
他
者
を
、
何
ら
か
の
客
観
的

な
規
準

に
従

っ
て
測
定
し
な

け
れ
ば
、

他
者
と
関
わ
る

こ
と
が

で
き
な
い
。

そ
こ

で
、

人

は
、

規
準
を

「
社
会
」

に
借
り

て
、

他
者

に
関
す

る
自
分

の
知
識

の
妥
当
生

の
根
拠
と
す

る
。

し
か
し
、

「
社
会
」

が
提
供
す

る
無
数

の
価
値
尺
度

の
中
か
ら
幾

つ
か

を
選
ぶ
の
は
、
選

ぶ
人

の
恣
意

で
あ

り
、
選

ん
だ
尺
度

の
ど

こ
に
他
者
を
位

置
付

け
る
か
と

い
う
判
定
も
ま
た
、
恣
意

に
従

っ
て
行
う
か
ら
、
他
者

の
像

を
描
く

こ
と

は
、

「社
会
」

と
い
う
キ

ャ
ン
バ

ス
に
、

自
画
像
を
描
く
行
為

と
な

る
。

個
人
が
社
会

の
中

に
生
ま
れ
社

会
に
同
化
さ
れ
る
の
が
客
観
的

な
実
情

で

は
あ
る
が
、
主
体
的

に
は
、

自
分

は
刻

々
に

「社
会
」
を
作

っ
て
い
る
と

い

う
自
覚
が
生

の
よ
り
ど

こ
ろ
と
な
る
。

そ
の
自
覚

は
、
「
社
会
」
が
、
絶
対
、

無
条
件

に
必
要
だ
と
い
う
了
解

に
基
礎
を
置

い
て
い
る
。
複
数

の
絶
対
他
者

相
互

の
間
隙

を
埋

め
る
想
像

の
場
と

い
う

「
社
会
」

の
生
成
原
理
を
意
識
下

に
抑
圧

し
て
い
る
こ
と

の
反
動
と
し

て
、

「社
会
」

の
権
威

が
、

個
人

の
内

面

に
君
臨
し
、

そ
の
権
威

の
持

つ
強
制
力
が
、
集
団

の
中

で
、
当
然

の
よ
う

に
、

「
社
会
」

の
示
す
価
値

に

「
客
観
性
」

を
与
え

て
い
る
と
考

え
る

こ
と

が

で
き
る
。

「
社
会
」

と

い
う
価
値
観

の
体
系
は
、

ど
の

一
点

で
切
断
し

て
も
、

現
状

の
絶
対
的
肯
定
と

「
社
会
」
成
立

の
原
理

へ
の
無
関
心

と
い
う
断
面
図
が
顔

を
出
す
。

(
し
か
も
、

本
稿

の

「社
会
」

は
時

の
経
過
と

と
も

に
無
原
則
的

に
変
貌

す
る
共

同
幻
想

で
あ
る
。
)

だ

か
ら
、

孤
立
す

る
無
数

の
絶
対
他
者

の

一
人

と
し

て
生
き

る
こ
と

へ
の
恐
怖

が
作

り
出
す
も

の
が

「
社
会
」

で
あ

り
、
他
者
像
す

な
わ
ち
自
画
像

で
あ

る
な
ど
と

い
う
原
理
的
省
察
を
放
棄
し

て
、

「社
会
」

の
絶
対
的
権
威

に
信
従
し

つ
つ
、

他
者
A
氏
、

B
氏
…
を
素
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朴

に
実
在
さ
せ
る

の
が
、
わ
れ
わ
れ

の
日
常

で
あ
る
。
人

の
日
常

の
行
動
は
、

ま
ず
、
他
者
A
氏
、
B
氏
を
確
実

に
存
在
さ
せ
、
次

に
、
A
氏

、
B
氏

…

の

目

に
映
る

「
自
己
」
を
測
定
し

つ
つ
A
氏
、
B
氏
…
を
支
配
す
る

こ
と
が
原

理
と
な

る
。
し
か
し
、
そ

こ
に
展
開
さ
れ
る
自
己

の
行
動
は
、
A
氏
、
B
氏

…

の
目

に
映

る

「
自
己
」
像

に
よ

っ
て
制
約
さ
れ

る
か
ら
、
そ

の
支
配
は
常

に
相
互
支
配
と
な

る
。

A
氏
、

B
氏
…

の
眼

に
、

「私
」

が
小

さ
く
映

っ
て
い
る
。

そ
し

て
、

そ

の

「
私
」

の
像

の
眼

は
、

A
氏
。

B
氏
…

の
像
を
映
し
、

そ
の
A
氏
、

B
氏

…
の
像

の
眼

は
、

さ
ら

に
小

さ
く

「
私
」
を
映
し

て
い
て
、

こ
の
連
鎖

は
極

ま
る
こ
と
が
な
い
。

こ
の
映
像

の
連
鎖
が
、
実
体
と
し

て
の
自
画

の
非
存
在

を
説

く
た
め
の
比
喩

に
な
り
得

る
と
考

え
る
の
が
、
仏
教

の
華
厳
思
想

で
あ

る
。

自
他

の
境
界
を
消
し
去
る
、

重

々
無
尽

の
、

こ
の
連
鎖

が
人
間
界

で

あ

っ
て
、

そ

こ
に

こ
そ
、

仏

が
内
在

す
る
こ
と
を
、

例

え
ば
道

元
は
、

「生

死

の
中

に
仏

あ
り
。
」

と
教

え
る
。

い
わ
ば
、

虚
妄

(酔
生
無
死
)

の
絶
対

肯
定

で
あ
る
。

一
方

に
、

あ
く
ま

で
も
、
実
体

と
し

て
の
自

己

の
掌

握
を
志

す
立
場

が
あ

る
。
自
我
は
無

い
、
と

い
う
結
論
か
ら
出

発
す
る
仏
教

に
対

し

て
、

あ
る
は

ず
だ
か
ら
求
あ
る
と

い
う
西
欧
人

の
態
度

で
あ
る
。

そ
れ
は
、

「社
会
」

の
外

に
超
然

と
し

て
実
在
す

る
自

己
を
求

め
て
、

想

像

の
場

で
あ
る

「
社
会
」
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
す
る
立
場

で
あ
る
。
そ
れ
を

「
文
化
」

か
ら

の
脱
却
と
言

い
換
え
る

こ
と
も

で
き

る
。

集
団

の
維
持

・
発

展

の
た
め

に
、
無
限

の
価
値
想
像
力
と
求
心
力
を
具

え
た
、
想
像

の
場

の
維

持
装
置

(大
衆

が
我
を
忘
れ

て
憧
れ

る
も

の
を
供
給
す

る
装
置
)
を
、

こ
こ

で
は

「文
化
」

と
呼

ぶ
こ
と

に
し

よ
う
。

「広
義

の
文
化

は
、

民
族

の
思
惟

方
法
、
伝
統
的
価
値
観
等
を
総
括

し
、
言
語

や
習
俗

の
形
を
と

っ
て
伝
承

さ

れ
、

こ
こ
に
い
う
狭
義

の

「文
化
」
を
も
、

そ
の

一
つ
の
表
現
形
態
と
し

て

い
る
。
)

ポ
ー

ル

・
ヴ

ァ
レ
リ
ー

(勹
①
苣
圏
〉
ヨ
σ
機
O
凶ωΦ
<
曽
μひ
円
団
導
一〇◎
刈
一
-
一⑩
虧
α
)

は
、

『
テ
ス
ト
氏
』

(
ガ
リ

マ
ー
ル
書
店

刊
、

以
下

の
引
用
文
中

の
数
字

は
同

書

の
ペ
ー
ジ
を
示
す
。
)

の
中

で
、

劇
場
を
訪

れ
た
作
中
人
物

・
テ
ス
ト
氏

の
精
神

を
通
し

て
、

「
文
化
」

の
及
ぼ
す
作
用
を
、

次

の
よ
う
に
観
察
し

て

い
る
。

音
楽
な
ど

の
強

い
力

に
、
人
は
抗
し
切
れ
る
も
の

で
は
な
い
。

そ
う
し
た

事
物

の
中

に
は
、

「麻
酔
薬

(O
】ρ
O
ω
Φ
O
b
厂ひ
ωω
仲げ
Φ
ω
幽ρ
匡
Φ
)
」

が
あ
る
。
麻
酔

薬

の
作
用
を
受
け
た
精
神
は
、

「
も
う
ろ
う
た
る
感
覚

(の
Φ
口
芻

菖
o
器

騨
げ
-

ω
肓
蝕
富
ω
)
」

に
捉
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
享
受
す
る
人

の
精
神

の
中

で
、
好

ま
し

い
事
物

が
、
変
化
、
運
動
、
総
合
、
流
動
す
る
状
態

で
あ
る
か
ら
、
精

神

は
活
動
を
停
止
し

て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
劇
場

に
集
う
群
衆
は
、
申
し
合

わ
せ
た
よ
う
に

「
愚
か
さ

(ω
ゴ
」〇
一α
一一ひ
)
」

を
露
呈

し
、

「
何
か
厳
粛
な

こ

と

(昌
、巨

b
o
畧
Φ
ρ
ロ
9

ユ
①
の
ロ
σ
嵩
日
Φ
)
」

の
行

わ
れ
る
薄
闇

の
中

で
、

「
受

け
身

の
状
態

(冨

ω
ω陣hω)
」

に
な
り
、

「聞
き
耳
を
立

て

(鋤
#
①
コ
藻

ω
)」

な

が
ら
、

い

つ
し
か
、
「
全
員
が
同
じ
も

の
を
目
指
し

て
考
え
る

(一一ω
娼
①
磊

甲

算

8
⊆
の
く
Φ
『
ω
冨

§
⑪
日
Φ
o
ず
o
ωΦ
)

よ
う
に
な
る
。

(26
)

テ

ス
ト
氏

の
見

た
劇
場

の
光
景

は
、

「
文
化
」

現
象

の
持

つ
効
果

の
、

一
面
を
活
写
す

る
も

の
で
あ
る
。
偉
人
、

天
才
等

(
い
わ
ゆ
る
著
名
人
)

は
、
政
治
権
力

や
商
業

資
本
が

メ
デ

ィ
ア
と
な

っ
て
、
大
衆

の
嗜
好

(権
威
主
義

な
ど
の
心
理
的
傾

向

に
導
か
れ

て
い
る
)
を
誘

導
し

て
作
り
上

げ
た
、
圧
倒
的
多
数
者

の
崇
拝

の
波

に
乗

っ
て
、
そ

の
位

に
就
く
、
彼
ら
は

「社
会

」

の
中

心
を
な
す
発
光

体

で
あ

る
。
彼
ら

の
放

つ
光

の
光
度
ま
た
は
、
発
光

体
か
ら

の
距

離

(発
光
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体

と

の
親
密
度
)

が

「
社
会
」

で
の
人
間

の
価
値
と
な
る
。

「社
会
」

は
、

著
名

人
を
、
光
度

に
応

じ
て
上
位

に
お
く
ヒ

エ
ラ
ル
キ
ー
と
し
て
編
成

さ
れ

る
。

か
く
し

て
、

「
文
化
」

は
、
著

名
人

と

い
う
名

の
、
小
数

の
権
力
者
が

大
衆

の
精
神
を
、
占
領
し
支
配
し

つ
つ

「社
会
」
を

一
つ
の
方
向

に
曳
行
す

る
現
象
と
な

る
。

(著
名
人

た
ち

が
、

真

に
偉
大
な
人

々
で
あ

る
と
否
と

に

関

わ
り
な
く
、
大
衆

は
彼
ら
を
、

そ
の
よ
う

に
渇
仰
す

る
。
)

「
社
会
」

と

「
文
化
」

の
関
連
を

こ
の
よ
う

に
推
定
す
る
と
、

著
名
人
と

い
う
権
力
者
た
ち

は
、
名
声
を
も
と
め

て
不
条
理
な
想
像

の
場

に
自
己
を
表

出
す

る
点

で
、

「
のo
賦
α
Φ

で
は
な

い

(信
頼

で
き
な

い
、

堅
固
さ

に
欠
け

る
)
」

(
16
)
と

い
う
。

テ
ス
ト
氏

の
批
評
が
説
得
力
を
持

つ
。

ヴ

ァ
レ
カ

ー
は
、
人
が
著
名
人

に
の
し
上
が
ろ
う
と
す
る
姿

の
醜
悪

さ
滑

稽
さ
を
、

次

の
よ
う

に
見

て
い
る
。

人

が
世

に
あ

る
さ
ま
は
、

「世

の
光

を

求
め
る
、

ぶ
ざ

ま
な
振

る
ま
い

(す
ω
」o
ロ
×
ぎ
ho
H
日
Φ
の
Ω
Φ
冨

αq
δ
貯
Φ
)
」

(
16
)

に
終
始

し

て
い
る
。

「力

が
あ
る
と
見
え
る
精
神

に
し
た
と
こ
ろ
で
、

の

っ
け

か
ら

間
違

っ
て
い
る
。
自

分

を
知

ら

せ

よ
う

と
す

る

の
だ

か

ら

(
0
9

ε

Φ

Φ
ω崗

ヰ

ρ
ロ
.o
昌

肓
8

<
o

b
三
ωω
〇
三

8

日
ヨ
Φ
ぎ
Φ

づ
彎

冨

壁
葺
o
ρ
ロ
=
Φ
hゆ
は

8
巨

9
貯

9
」

(
16
)
、

そ
し

て
、

「人
前

に
自
己
を
目
立

た
せ
る
こ
と
に
時
間
を

つ
ぶ
し

(自
α
8

昌
〇
一〇
冨
8
b
の
ロ
o
霞

ω
Φ
お
昌
臼
Φ

需

讐
凶巨
①
)
」

(
δ

)

挙
句

の
果

て
に
、
「
ど
う

に
か
し

て
他
人

に
身
を
委
ね

て
、

奇
妙

な
満

足
を
得

よ
う
と
、

勢
力
を
使

い
果
し

て
い
る
。

(一、σ
昌
奠
αq
δ

氈
ω
ω
言
ひ
Φ
眇
のΦ
梓冨
房
8
Φヰ
『Φ
Φ
け
似
蹼

9
贄
興

冨

8
ぼ
ω
hロ
o
江
o
昌
簿
冨
苧

鈎
曾
Φ
)
」

(
16
)

「
社
会
」

の
中

に
漂

い
出
し

て
、

自
己
を
忘
却
し

て
い
る
人
を

こ
の
よ
う

に
観
察
し
た
作
中

の
語
り
手

(す
な
わ
ち
ヴ

ァ
レ
リ

i
)
は
、
何
よ
り
も
、

「
自
分
を

ユ
ニ
ー
ク
と
感
じ
る

こ
と

に
喜
び
を
感
じ
る

(
冨

宣
δ

α
Φ

ω
①

ω
Φ
暮
貯

ロ
巳
ρ
ロ
Φ
)

(
16
)
」

人

の
出

現
を
待
望

す
る
。

ユ
ニ
ー
ク

(単

一
の
)

と

は
、
「
社
会
」

に
依
存
す

る
こ
と
な
く
存
在
す
る
精

神
を
指
す
。

そ

こ
で
、

ヴ

ァ
リ
レ
ー
は
、

「
ユ
ニ
ー
ク
な
」

自
己
を
堅
持
す
る
人

を
造

形
し
よ
う
と

す

る
。
デ

ス
ト
氏

(HUα
旨
P
O
b
[α
日り①
ωけ
Φ
)
と
言

う

の
は
、
自

己

の
精
神

を
、

構
築
し
支
配
す
る

こ
と

に
よ
る
完
壁

な
自
由

を
実
現

し
よ
う
と
す

る
、
ヴ

ァ

リ

レ
i
自
身

の
夢
想

の
現
わ
れ

で
あ
る
。

テ
ス
ト
氏

は
、
人

が
相
互

に
行
な

う
想
像

(ぎ

9
αq
Φ
を
作
り
合
う

こ
と
)

へ
の
不
信
を
次

の
よ
う

に
述

べ
る
。

こ
れ
は
、

「社
会
」

を
構
成
す

る
原

理

へ
の
洞
察

で
あ

る
。

「
ひ

と

が

わ

れ

わ
れ

に
関

し

て
作

る

ぎ

9
αq
Φ

が

、

わ

れ

わ

れ

に
無

関

係

で

は

な

い

と

い

う

の

は
、

と

ん

で
も

な

い

こ
と

だ

、

相

互

に

ぎ

僧
αq
①

を

作

り
合

う
戦

い

の
場

で

は
、

ぎ

僧
αq
Φ

は
必

要

以

上

に
良

く

作

っ
た

り

、

悪

く

作

っ
た

り
す

る
も

の

で
あ

る
。

(∪
貯
Φ

ρ
ロ
Φ

ぎ

穹
Φ

它

o
b
8

弓

o
αq
Φ

口
Φ

昌
o
昜

Φ
ωけ

眉
霧

貯
α
自

曾

Φ
暮

①
一
U
①
ロ
ω

一Φ
の

8

§

σ
魯

の

幽日
9

αq
ぎ

巴
お
ω
導

口
o
昜

冨

#
普
8
霧

嘗
o
喝
9

0
口
o
直

肓
o
ロ
ヨ
巴
圃)

(29

)

「
ひ
と

が

素

晴

ら

し

い
と

か

、

群

を

抜

い

て

い
る

と

い
う

の
は
、

他

人

の

目

に

は
、

そ

う

見

え

る

と

い
う

だ

け

の

こ
と

だ
。

そ

れ

は
他

人

に
食

わ

れ

て

い
る

こ
と

だ

。

(O
コ

昌
、Φ
ω
け

げ
①
o
罫

o
昌

口
.Φ
ω
け

o図
肓
o
o
a

ぎ

巴
お

ρ
ロ
Φ

b
o
⊆
=

Φ
ω
①
ロ
嘗
Φ
ψ

ロ
の
のo
導

ヨ
僧
ロ
oq
ひ
ω
b
輿

一Φ
ω
9
葺

お
ω
)゚
」

(25

)

「
他

人

と

思

う

の
は

、

わ

た

し
自

身

を
描

い

た
戯

画

、

わ

た

し
を

描

く

と

き

の

モ
デ

ル
、

そ

の
両

者

で
あ

る

(〉
ロ
肓
耳

ヨ

9

8

誉

暮
霞

Φ
"
ヨ

o
ロ

ヨ
O
q
位
ρ

冨
の
9

¢
×
°)
」

(
63
)

他

人
が
与

え

て
く

れ
る
自
分

の
価
値

を
、

水
鏡

に
映

っ
た
自
己
像

だ
と

思

っ
て
そ
れ
に
見

と
れ
る
人

は
美
少
年

・
ナ
ル
シ
ス
で
は
な
く
、
自
己
と
は

一44一



似

も

つ
か
ぬ
仮
面

の
、

そ
の
裏

に
ひ
そ
む
幽
鬼

で
あ

る
。

そ
の
人

は
、
限
り

な
い
自
己
喪
失

に
歯
止
め
を

か
け
よ
う
と
し

て

「
社
会
」
と

い
う
想
像

の
場

を
仮
面

を
増
殖
す

る
た
め

の
戦
場

と
す

る
。
現
実
を
、

ま
ず

は
弱
肉
強
食

の

舞
台

と
み
な
し
て
、
相
互

に
役
を
振

り
合

い
、
あ

る
者

に
は
恐
れ
従

い
、
ま

た
あ
る
者

は
み
く
び

っ
て
手

な
づ

け
支
配
す

る
。

そ
し
て
次

に
、

そ
の

一
部

始

終
を
、

そ
う
し

た
力
関
係

の
現
実

を
完
璧

に
被

い
隠

す

い
ま

一
つ
の
ス

ト
ー
リ
ー
を
表

わ
す
舞
台
装
置

の
前

に
置

く
。

そ
し
て
、
す

べ
て
の
人

の
前

で
、
慈
愛

に
満

ち
あ
ふ
れ
た
高

遇
な
人
格
、
夢

に
も
裏
切

ら
ぬ
真
実

の
友
、

等
々
を
演
ず
る
。

(
こ
と
ば
が
、

真
実

を
隠

す
た
あ
の
道

具
と
な
る
の
は
、

そ

の
と
き

で
あ
る
。
)

し
か
し
、

そ
ん
な
ふ
う
に

「社
会
」

と
な

っ
て
い
る

自
分
は
、
自
分

で
は
な
く

て
、
操

り
人

形

(
マ
リ
オ
ネ

ッ
ト
)

で
あ
る
。

テ

ス
ト
氏

の
、

「
マ
リ
オ
ネ

ッ
ト
を
殺

し
て
し
ま

っ
た
。

(出

p
<
巴
梓
ε
Φ

冨

日
僧
二
〇
コ
Φ
暮
ρ
)
」

(
18
)

と

い
う

こ
と
ば

の
背
景

は
、

そ

の
よ
う
に
推
察

す

る

こ
と
が

で
き
る
。

テ
ス
ト
氏
は
、

こ
う
し

て

「
文
化
」
に
む
か

っ
て
収
斂

し

て
い
る
集
団
か
ら

の
訣
別
を
果
た
す
。

か
く
し

て
、
「
人
を
見
る
」

こ
と

に
出
立
し
た

テ
ス
ト
氏

の
関
心
は
、
「
見

る
私
」

の
実
在

の
確
証

へ
と
向
か

っ
て
行
く
。

こ
れ
は
、

「
人
を
見
る
」

現

場

で
の
、

「私

の
実
在
」

の
消
滅
を

予
感

し
た
た
め

で
あ
ろ
う
か
。

そ
う
し

た
場

で
の
、
「
語

る
」

こ
と

の
意
味
を
、
彼
は
考
え

て
み
る
。

私

は
自
我

(ζ
9
)

の
中

に
い
て
、

自
分

の
こ
と
ば
を
語
る

の
だ
、

並

は
ず
れ

た
こ
と
を
、
私

は
嫌
悪
す
る
。
そ
れ
は
、
弱

い
精
神

に
は
必
要
な
も

の
だ

が
、

(臼
Φ
ω
巳
ω
o
げ
Φ
N
ζ
O
目こ
Φ

層
穹
一〇

ヨ
四
冨
ロ
αq
信
ρ

撤

げ
巴
ω
5
ω

9

0
ωΦ
ω
Φ
×
肓
き

a
営
o
貯
Φ
¢
O
.Φ
ω
二

Φ
9

ωo
ぎ

9
の
①
ω
胃
辞
ω
h鋤
幽亘
Φ¢
)
」

(
28
)「並

は
ず

れ
た
こ
と
」

(
一〇
ω
o
げ
o
ω
Φ
ω
Φ
×
肓
9
0
a
貯
9
貯
①
ω)
」
を
語
る

の
は
、

自
我

(]≦
O
H)

を
安
易

に
放
棄
す

る
精
神

の
弱
さ

で
あ
り
、

精
神

に
根
拠

を
持
た
な

い
単
な
る

こ
と
ば
を
語
る

こ
と

で
あ
る
。

テ

ス
ト
氏

は
、

こ
こ
で
、

「
語

る
」
場
面

で
の
自
分
自
身
を
評
し

て
、

「自
分

が
何
を
言

っ
て
い
る
の
か

を
知
ら
な

い
と
自
覚
し

て
い
る
人

(§

7
0
ヨ
日
①

芻
。
冨

耳

ρ
ロ
、自

昌
①

ω
巴
件
o
Φ
ρ
偉
、自
Ω
#
」

(
29
)

だ
と
言

う
。

人

の
発
す
る
す

べ
て
の
こ
と
ば
は
、
そ

の
人

の
精
神

と
い
う
、
合

理
的

な

網

の
目

の

一
点

の
表
現

で
あ
る
が
、
他
者

の
精

神
と
い
う
膨
大
な
網

を
、
想

像

に
頼

っ
て
、
自
己

の
内
面

に
正
確

に
再
現
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
こ
と
ば
を
、

そ
の
網

の
目

の
ど

こ
か

に
正
し
く
位
置
づ
け

て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
こ
と
ば
が
真

に
表
わ
す
も

の
を
理
解
す

る
こ
と
は
、

と
う

て
い
不
可
能

で
あ
る
。

(
語
り

合

う
二
人

の
し

て
い
る
こ
と
は
、
そ

の
二
人
が
誠
実

で
あ
る
場
合

で
も
、
他

者

の
こ
と
ば
を
、
自
分

の
精
神

の
網

の
目

に
位
置
付
け

て
、
他
者
と

い
う
名

の
自
己
像
を
作

る
こ
と

に
と
ど
ま

る
。
)

だ
か
ら
、

人
は
他
者

の
目

に
は
不

条

理
と
見

え
る
に
相
違
な

い
こ
と
ば
を
、
語
り
続
け
る
外
は
な

い
。

テ
ス
ト

氏

は
、

そ
う
考

え
た
の
で
あ

る
。

「自
我

(】≦
O
同)

の
中

に
い
て
、

自
分

の
こ
と
ば
を
語

る
の
だ
。
」

と
、

精
神

の
自
己
防
衛
を
志
す

テ

ス
ト
氏

の
関
心

は
、

こ
こ
か
ら
、
自
分
と

い
う

精
神

の
運
動

に
向

か

っ
て
行
く
。
終
始

一
貫
し

て
整
合
性
を
保

っ
て
い
る

の

は
自
分

の
精
神

だ
か
ら
で
あ
る
。

(自
我

は
こ
こ
で
、

精
神

に
相
即
し

て
い

る
。
)テ

ス
ト
氏

は
、
自
分

の
精
神

に

つ
い
て
、

「精
神

は
自
分
自
身

に
と

っ
て
、

一
貫

し
な

い
こ
と
が
あ

り
え
な

い
よ
う

に
で
き

て
い
る
と
思

え
る

の
だ
。

(ピ
.Φ
ω
它
淳

日
Φ
b
穹
巴
け
巴
霧

同
貯
津

ρ
藍
.瞭

器

づ
Φ
暮

⑪
霞
①
言
8

げ
曾
Φ
昌
け

弓
O
霞

。゚
O
凶白

⑪
ヨ
ρ
)
」

(
20
)

と
言

う
。

テ
ス
ト
氏
が
自
己

の
探

求

に
向

か
う

の
は
、
自

己
と
い
う
精
神

の
網

の
目

一45【



が
意
識

の
対
象

で
あ
り
、

そ
れ
を
知

り
尽
く
し

て
い
る
と
確
信
す

る
か
ら

で

あ
る
。

テ
ス
ト
氏

は
、

シ

ス
テ
ム
を
も

っ
た
メ
カ

ニ
ズ

ム
で
あ

る
自
分

の
精

神

を
支

配
し
よ
う
と
す

る
。

そ
れ

は
、
彼

の
、
自
由

へ
の
道

で
あ

る
。
他
人

の
中

に
し
か
な
い
自
分

の

巨

ゆ
αq
Φ

(す
な
わ
ち

「社
会
」
)

は
テ
ス
ト
氏

に

と

っ
て
は
、

す

で
に
無

用
の
も
の
で
あ

る
。

テ
ス
ト
氏
は
、

「
自
由
を
感
じ

る
喜

び

(冨

Uo
δ

侮
Φ
ω①
ω
Φ
導
貯

嵩
再
Φ
)
」

を
知

る
人

で
あ

る
か
ら
、

「
自

由

な
精
神

・
(Φ
ω
崗
#
)
目
指

し
て
、

恐
ろ
し

い
程

の
訓
練

に
全
存
在
を
委
ね

て
い
る
人

(o
Φ
巨

ρ
巳

ωΦ
匡
び
お

8
三

①
口
菖
奠

巴

9
臼
ω
且
℃
=
嵩
Φ
Φ
律
同
o
ギ

9。
暮
Φ
傷
Φ
一"Φω
胃

凶二

凶夏
。
)

(
20
)

で
あ
る
。
精
神

(Φ
ωb
葺

)

は
、

そ
れ
を

厳
密

に
観
察

・
統
御
し
よ
う
と
す
る
人

の
中

で
、
法
則

に
従
う
運
動
、

ひ

い

て
は
、
法
則

そ
の
も

の
と
し

て
現
わ
れ
る
。

表
現
と

い
う
場
面

で
、
精
神

は

顕
著
な
運
動
を
示
す
が
、
表
現
は

一
般

的
な
も

の
を
目
指

し

て
い
る
か
ら
、

そ
の
場
面

で
の
精
神
は
絶
対
的
な
自
我

で
は
な
い
。

強

い
て
客
観
的

に
精
神

を
見
よ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
は
、

法
則
そ

の
も

の
で
あ
る
肉
体

に
重

な

っ
て

し
ま
う
。

(「
精
神

の
果

て
に
身
体

が
あ
る
、

し
か
し
、
身
体

の
果

て
が
精
神

で
あ
る

(諺
⊆
σ
○
暮

側
Φ
一、Φ
ωb
ユ
戸
5

0
0
壱
9
]≦
巴
ω
o
賃
び
o
暮

α
ロ
o
o
壱
ρ

一.Φ
ω
鷺
霊
)
」

(
701
)

精
神
は
、
法

則
と
し

て

一
般
者

で
あ
り

つ
つ
、
あ

く
ま
で
も

「私
」
と
し

て
活
動
す
る
。

そ
し

て
、

テ

ス
ト
氏

は
、

精
神

に
向

か

っ
て
言
う
。

「お
前

が
作

っ
て
い
る

の
は
他
人

の
思
い
出

で
は
な
く
、

お
前
自
身

の
思

い
出

で
あ

る
。
だ

か
ら
お
前

は
他

の
だ
れ

に
も
似

な

い
も

の
に
な

っ
て
行

く
。

(↓
¢

8

h鉱
ω
8
二
く
Φ
巳
『
嵩
o
口
α
.p
暮
お
ω
》
ヨ
巴
ω
α
①
8
凶゚
国
け
け⊆
α
Φ
≦
①
器

8
午

宣
霞
ω
ω
o
ヨ
σ
冨
琵
Φ
帥
口
巳

9
ロ
一お
し
」

(66
)
精
神

は
、

自
他

の
間

の
不
条

理
な
対
話

で
は
な
く
、

「
思
い
出
」

と

い
う
、

自
分

に
刻

み

つ
け
ら
た
も

の

の
み
を
素
材

と
し
、
他
者
を
も
自
己
と
化
し

つ
つ
、

そ
こ
に
展
開
さ
れ

る
動

き

の
中

に
自
己
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。

テ
ス
ト
氏

は
、

ま
る
で
彫
塑

の
ア
ト

リ

エ
に
い
る
人

の
よ
う

に
、

自
分

の
精
神

を
鍛

え
、

そ
れ
に
展
性

(冨
器
学

§

綜
)
を
与
え

て
造
形
し
よ
う
と
す
る
。

し
か
し
、

と

テ
ス
ト
氏

は
言
う
。

「
お
お
、

私

の
精
神
、
私

の
も
の
、

し

か
し
お
ま
え
は
ま
だ
完
全

に
は
、

自
我

で
は
な

い
。

(0

8
8

①
ω崗

蹄

○

]≦
両Φ
昌
日
巴
ω
ρ
巳

口
.Φ
ωけ
喝
①
の
Φ
昌
0
9

8
暮

帥
融
評
】≦
O
ご
」

(66
)」

テ
ス

ト
氏

は
、
自
由

に
動

き
回

る
精
神
を
鍛

え
な

が
ら
自
我
を
発
見
し
よ
う
と
し

て
い
る
。

し
か
し
、

そ
れ

は
、
捉

え
よ
う
と
す

る
に

つ
れ

て
、
遠
ざ
か
る
遙

か
な

一
点

と
な

る
。

「自
我
」

は
、

一
般
者

で
は
な
く
、

特
殊

の
条
件

の
総
体

で
あ
る
か
ら
、

精
神

は
、
自
我
を
求
め

る
と
き

に
、
当
然
、
自
我
と

い
う
現
象

の
根
拠
を
顧

み
な

け
れ
ば
な

ら
な
く
な

る
。

「何

故

わ

た

し

は

自

分

が

愛

す

る

も

の

を

愛

す

る

の

か

。

(
℃
o
霞

ρ
二
9

』.巴
日

①
8

ρ
自
Φ
』.
巴
ヨ

鮎
」

(
59
)

感
情
や
思
念

の
お
お
か
た
は
、
出
所
が
定
か

で
は
な
い
。

そ

の
こ
と
を

テ

ス
ト
氏

は

「私

の
弱

さ
と
も

ろ
さ

(日
帥

h巴
亘
Φω
の
ρ

ヨ
⑳

守
鋤
αq
幽一圃融
)
」

(
62
)

と
呼

ん
で
い
る
。

そ
れ
を
、

精
神

が
自

己
を
知

る
力

の
不
徹
底

や
意

識

の
断
絶

に
帰
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う

で
な
い
と
す
れ
ば
、
意
識
下

に

う
ご
め
く
も

の
が
、
自
我
を
形
成
す
る
必
然

の
網

に
織

り
込

ま
れ

て
い
る
こ

と

に
な

っ
て
、
自
己
を
観
察

す
る
精
神

の

一
貫
性

が
危

う
く
な
る
。
自
我

に

つ
い
て
テ
ス
ト
氏
は
、

次

の
よ
う
な
、
謎

め
い
た
こ
と
ば
を
発

し
て
い
る
。

「
自
我
自
身
に
と

っ
て
未

知

で
あ
り
、

私

が
持

っ
て
い
る
も

の
、

そ
れ
が
私

に
対
し

て
自
我
を
作
る
。

(O
.Φ
ω
け
o
Φ
ρ
q
Φ
」Φ
b
o
辞
Φ
α
.ぎ
o
o
目

ロ
卿
ζ
O
り
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日
Φ
ヨ
Φ
ρ
9

ヨ
Φ
h巴
一
ζ
9
)
」

(
60
)

こ
の
訳
文

を
原
文

に
即
し

て
言

い
換

え
る
と
次

の
よ
う

に
な
る
。

「
私

(』Φ
)

に
具

わ

っ
て
い
る
も

の
が
、

私

に

対

し

て

(日
Φ)

自

我

(ζ
O
H)

を

つ
く

る
。

そ

の
も

の

を
自

我

自

身

(団≦
O
Hーヨ
⑪
8
Φ
)

は
知
ら
な

い
。
」

こ
の
文

は
、

「私
」

と
呼
ば
れ
る
語
と
し

て
、

主
格

の

旨

と
目
的
格

の

ヨ
①
の
外

に
、

ζ
O
H
(自
我
)

が
あ

っ
て
。

言

と

ヨ
Φ
が

ζ
9

を
、

未
知

の
も

の
と
し

て
眺
め
る
形
を
成

し

て
い
る
。

死

に
臨

ん

だ

テ

ス
ト
氏

は
、

「
や

が

て
、

お

わ

る
、

一
種

の
見

方

が

(田
Φ
口
δ
け
爵

欝

胃

q
器

8
二
鋤
ぎ
Φ
導
9
巳
町
0
9

<
o
ε

」

(鯲
)
と
言
う
。

「思

い
出
」

の
み
に
関

わ
る
間
接
的
な
見
方

の
、

対
象

を
、

や
が

て
放
棄
す

る
、

そ
れ
が
彼

の
死

で
あ
る
。

最
後

の
と
き
に

「
私
は
私
を

(』P
ヨ
o)

完

全

に
抱

い
て
い
よ
う
。
恐

る
べ
き
眼
差
し

の
た
だ
中

で
。

い
や
、
そ
れ
は
不

可
能

だ

(日
⑦
菖
Φ
昌
臼
巴
-冨

けo
暮

Φ
馨

陬Φ
H
α
9
昌
ω
ロ
昌
o
o
信
b
α
.8
出
8
霞
陣-

匡
Φ
も
器

b
o
ω
巴
¢
p
)
」

(以
)

と
テ

ス
ト
氏

は
言

う
。

そ
し

て
、

コ

種

の

見
方
」

を
す

る
能
動
者
す
な

わ
ち
精
神
が
、
断
滅

の
刹
那

に

「
恐

る
べ
き
眼

差

し
」

に
取

っ
て
代

わ
る
。

そ
の
と
き

に
自
己
を
保
持
す

る
こ
と

に
危
惧
を

感
じ
る
と

こ
ろ

で
生

が
終

わ
る
。

そ
の
瞬
間

の
た
め

に

「
私

は
生
涯
を
捧
げ

て
き
た
。

(U.巴

肓
o
<
巴
濠

8
葺
Φ
ヨ
9
≦
Φ
)
」

(捌
)

と
言

い
の
こ
し

て
テ

ス
ト
氏
は
消

え
る
。

「
思
考

の
極
限

を
肉
体
」

に
置

い
て
い
た
彼

の
生
が
、

ω〇
一缸
①

で
あ

り
続
け

る
に
は
、

「
見
ら
れ
る
」

(
モ
ノ
に
化

す
)

必
然
性
が

あ

っ
た
と

い
う

こ
と

に
な
る
。

テ
ス
ト
氏
は
、
徹
底

し

て

「
人
を
見
る
」
人

で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
彼

は
、

「
人
を
人
と
し

て
見
る
」

最
も
広
義

の
愛

の
中

に
は
い
な
か

っ
た
。

井
筒

の

言
う

「
普
遍
的
本
質
」

に
従

っ
て
他

者
を
見
、

「文

化
」

を
脱
却

し
た
テ

ス

ト
氏
は
、

真

の
自
己

の

「
普
遍
的
本
質

」

で
あ

る
自
我

(
]≦
9

)

を
捉

え

得
な

い
。

フ
ラ
ン
ス
語
と

い
う
嗜
好
体
系

す
な
わ
ち
文
化

の
中

に
、
自
我

は
、

捉

え
得
な

い
も

の
と
し

て
置
か
れ

て
い
る
か
ら

で
あ
ろ
う
か
。

四

お
わ
り
に

人

は
、

こ
と
ば
と

い
う
文
化

の
中

に
生
ま
れ
、

こ
と
ば
が
構
築
す
る
社
会

に
同
化

さ
れ

る
。
し
か
し
、
同
じ
文
化

の
中

に
生
ま
れ

て
も
、

モ
ノ
と
人

の

本
質
を
洞
察

し
よ
う
と
す

る
人

は
、
他

の
全

て
の
人
と

は
異
な
る
。
独
自

の

生

を
開

く
。

リ

ル
ケ
は
、
井
筒

の
言

う

「個
体
的
本
質
」
を
見
よ
う
と
し

て
果
た
せ
ぬ
、

そ

の
思

い
を
、

「悲
歌
」

に
綴

っ
た
。

そ
れ

は
、

天
使

へ
の
賛
歌
を

ウ
ラ
に

持

つ
陰

画
と
な

っ
た
。

一
方
、
ヴ

ァ
レ
リ
ー
は
、
井
筒

の
言
う

「
普
遍
的
本

質

」
に
従

っ
て
、
人

を
見
、
人

の
作

る

「社
会
」
と

「文
化
」

に
背
を
向
け

て
、
絶
対

の
自

我
を
追
求

し
た
。

か
れ
の
作

る
実
験

(
テ

ス
ト
)
上

の
人
物

は
、
死

の
瞬

間

に
そ
れ
を
他
者

の
中

に
捉

え
よ
う
と
し
た
。

こ
と
ば
は
文
化
と
し

て
集
団

に
属
す

る
も

の
で
あ
る
が
、
個
人
が

そ
れ
を
、

他
者

の
模
倣

で
は
な
く
、

自
己
に
固
有

の
こ
と
ば

と
し
て
語

る
と
き
、

「見

る
」
意
識
が
、

こ
と
ば
を

(
そ
し

て
世
界

を
)
生

み
出

す
事
業

と
な
る
。

そ

の
と
き
、
愛
、
自
我
、
死
な
ど

の
語
は
、
本
質

を
、

そ
の
個
別
性

に
お
い
て

表
現
し
よ
う
と
す
る
苦
闘

の
場
と
な
る
。

「
ア
ラ
ヤ
識

に

「薫

習
」

さ
れ
た
意
味
的
単
位

の

「
種
子
」

は
、

わ
れ
わ

れ

の
意
識
が
深
層
領
域

で
ゆ
ら
め
け
ば
、
た
ち
ま
ち

「本
質
」
喚
起
的

に
働

き
出
す
。
」
と
井
筒
は
言
う

(井
筒

50
)
。
表
層

の
意
識

に
定
着

す
る

こ
と
ば

の
根
が
、
無
意
識

(業

の
集
積

で
あ
る

ア
ラ
ヤ
識
)

に
伸
び

て
い

て
、

こ
と

ば

に
先
だ

っ
て
モ
ノ
を
喚
起

す
る
と

い
う

の
で
あ
る
。

そ
し

て
井
筒

は
、

「見

る
」

こ
と

の
三

つ
の
階
梯

の
第
三

に
、
例
え
ば
山
も
、
「
限
り
な
く
錯

綜

す

る
因
と
縁
と

の
結
び
合

い
に
よ

っ
て
」
、

た
ま
た
ま

「
山
と
し

て
現
象

し
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て
い
る
だ

け
」

(井
筒
嫻
)
と
見

る

「
空
観
」

の
立
場
を
挙
げ

る
。
し
か
し
、

認
識

の
対
象
を
名
付
け

る
こ
と
ば

の
外

に
、
主
体
を
形
成
す
る

こ
と
ば
が
あ

る
。
生
、
愛
、
死
、
自
我
な
ど

は
そ
の
例

で
あ
る
。
西
洋
文
化

の
中

で
そ
れ

ら

の
語

は
、
絶
対
者

へ
の
志
向
を
喚
起
し
よ
う
と
す

る
か
ら
、
主
体
が
対
象

を
超
絶
す

る
仏
教
的
な
認
識
を
許
さ
な

い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

言
語
を
通
し

て
見
ら
れ
た
世
界
を
、

「
現
実

の
完
全
な
歪
曲
」

だ
と
す
る

禅

の
言
語
理
論

に
言
及
す
る
井
筒
は
、
「
人
間
が
自
己
を
、

「
無
言

」

の
言
語

化
と
し

て
悟
る
」
、
実
存
を
賭
け
た
自
覚
を
、
異
文
化
間

の
そ
れ
を
含
め
た
、

あ
ら
ゆ
る
対
話

の
根
底

に
置

こ
う
と
す
る

(井
筒
蝦
)
。

こ
れ

は
、

言

語
を

超
脱
せ
よ
と

い
う
提
唱

で
あ
る
が
、

そ

の
超
脱

に
到
る
必
然

の
通
路

に
、

西

洋

の
言
語

の
深
層
を
占

め
る
特
殊
性
が
横

た
わ
る

こ
と
を
、

リ

ル
ケ
と
ヴ

ァ

レ
リ

ー
の
作
品
は
示
唆

し

て
い
る
。

(
一
九

九
三
、

一
〇
、

一
五
)

(
み
な
み

た
か
あ
き

・
西
洋
思
想
史
)

*

「
渡
部

武
先
生

の
古

希
を
お
祝

い
す

る
た
め
の
論
文
」

と
し
て
本
号

に

寄
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た

(編
集
部

記
)
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