
「
美
し
き
誤
訳
」（les

belles
infidèles

）（
注
１
）
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
悪
し
き
伝
統
に
よ
っ
て
、
翻
訳
を
め
ぐ
る
議
論
が
さ
れ
る
た
び
に
、
エ

ス
プ
リ
（
精
神
）
と
レ
ト
ル
（
文
字
、
字
面
、
ま
た
は
字
義
性
）
の
対
立
が

問
題
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
原
文
の
レ
ト
ル
に
忠
実
で
あ
っ
て
こ
そ
作
家

の
エ
ス
プ
リ
に
忠
実
で
あ
る
の
だ
と
い
う
自
明
で
あ
っ
た
は
ず
の
理
を
い

わ
ば
転
覆
さ
せ
た
、
こ
の
自
国
文
化
・
言
語
中
心
主
義
的
姿
勢
は
、
幾
分

か
は
そ
の
傲
慢
な
主
張
を
弱
め
て
き
た
も
の
の
、「
直
訳
」
に
対
し
て
「
意

訳
」
を
評
価
す
る
と
い
っ
た
形
で
翻
訳
に
携
わ
る
多
く
の
者
た
ち
の
間
に

根
強
く
引
き
継
が
れ
て
き
て
い
る
の
も
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た

形
と
意
味
の
二
元
論
の
批
判
が
、
モ
ニ
エ
や
メ
シ
ョ
ニ
ッ
ク
に
継
い
で
、

繊
密
な
翻
訳
論
を
築
き
続
け
た
ベ
ル
マ
ン
の
前
提
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ

こ
で
は
、
翻
訳
は
「
レ
ト
ル
の
翻
訳
」（
注
２
）
で
し
か
あ
り
え
な
い
、
と
い

う
彼
の
主
張
が
、
レ
ト
ル
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な
問
題
を
提
起

し
て
い
く
の
か
探
っ
て
い
き
た
い
。

ベ
ル
マ
ン
が
、
翻
訳
に
見
ら
れ
る
一
連
の
傾
向
と
し
て
、
美
文
化
や
明

晰
化
、
合
理
化
な
ど
と
い
っ
た
様
々
な
歪
曲
を
分
類
し
た
上
で
、「
切
り

抜
か
れ
た
形
で
」（en

creux

）
と
い
っ
た
意
を
持
つ
表
現
を
用
い
て
、
提

起
す
る
レ
ト
ル
の
さ
し
あ
た
っ
て
の
定
義
は
「
歪
曲
の
体
系
が
攻
撃
す
る

す
べ
て
の
次
元
で
あ
る
」（la

lettre,
ce
sont

toutes
les

dim
ensions

aux-

quelles
s’attaque

le
systèm

e
de
déform

ation

）（
注
３
）

と
な
る
の
だ
が
、

そ
こ
で
レ
ト
ル
に
あ
る
種
の
リ
ミ
ッ
ト
の
機
能
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。
翻
訳
者
が
、「
歪
曲
の
シ
ス
テ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
力
に

よ
っ
て
、
と
き
に
は
自
覚
を
持
た
な
い
ま
ま
、
必
然
的
に
レ
ト
ル
か
ら
引

き
離
さ
れ
て
い
く
さ
ま
は
レ
ト
ル
の
性
質
そ
の
も
の
と
複
雑
な
関
係
を
む

す
ん
で
い
る
か
ら
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
レ
ト
ル
の
翻
訳
」
が
、

「
全
体
」
の
意
義
や
エ
ス
プ
リ
と
想
定
さ
れ
た
「
意
味
」
を
目
指
す
「
歪

訳
し
損
な
わ
れ
た
文
字

ジ
ャ
ッ
ク
・
レ
ヴ
ィ
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曲
」
と
し
て
の
「
意
訳
」
へ
の
異
議
申
し
立
て
で
は
あ
る
も
の
の
、
レ
ト

ル
と
名
づ
け
ら
れ
る
字
義
性
（littéralité

）
が
直
訳
不
能
、
あ
る
い
は
直

訳
を
拒
む
性
格
を
持
っ
た
起
点
言
語
の
要
素
す
べ
て
を
指
し
て
い
る
と
受

け
止
め
る
か
ぎ
り
、
一
語
一
語
の
意
味
作
用
（signification

）
を
追
求
す

る
「
直
訳
」
に
還
元
さ
れ
え
な
い
、「
意
訳
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
手
法
と

は
異
な
っ
た
飛
躍
を
強
い
る
も
の
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
原
文
に
お
け
る
レ
ト
ル
の
次
元
が
見
失
わ
れ
た
と
き
必
ず
「
歪
曲
」

を
ま
ね
い
て
し
ま
う
と
考
え
る
の
は
、
起
点
言
語
の
一
語
一
語
の
意
味
内

容
を
で
き
る
限
り
、
目
標
言
語
の
規
範
を
無
視
し
て
で
も
、
正
確
に
訳
し

て
い
く
の
が
「
レ
ト
ル
へ
の
忠
実
」
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
強
い
る
の
で

も
決
し
て
な
い
の
だ
。

い
さ
さ
か
簡
略
化
し
て
言
う
な
ら
ば
、
慣
用
句
的
な
表
現
の
特
異
な
用

法
や
、
意
味
伝
達
の
体
系
と
し
て
の
言
語
コ
ー
ド
に
対
し
て
断
絶
や
ズ
レ

を
起
こ
し
て
、
通
常
の
伝
達
と
は
異
な
っ
た
意
味
を
も
た
ら
す
作
用
を
産

出
す
る
の
が
、
文
芸
作
品
に
お
け
る
レ
ト
ル
の
次
元
で
あ
る
と
と
り
あ
え

ず
規
定
し
た
場
合
、
翻
訳
者
は
そ
う
し
た
作
用
の
単
位
を
見
分
け
、
そ
の

結
果
と
し
て
の
意
味
内
容
を
訳
す
と
い
う
の
で
は
な
く
（
た
だ
し
、
訳
す

と
い
う
行
為
が
「
意
味
す
る
」
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
置
き
換
え
で
あ
っ
て
、

「
意
味
さ
れ
る
」
シ
ニ
フ
ィ
エ
で
は
な
い
と
い
っ
た
議
論
に
対
し
て
は
、

「
意
味
さ
れ
て
い
る
」
シ
ニ
フ
ィ
エ
が
ま
た
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
作
用

す
る
メ
ト
ニ
ミ
ー
の
支
配
下
に
あ
る
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
は
無
効
で
あ
る

と
付
け
足
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
）、
意
味
作
用
を
引
き
起
こ
す
過
程
そ

の
も
の
（signifiance

）
を
目
標
言
語
に
お
い
て
再
現
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
そ
う
し
た
「
再
現
」
が
翻
訳
に
よ
る
レ
ト
ル
の
起
点
言
語
か
ら

目
標
言
語
へ
の
転
移
で
あ
り
、
原
文
の
特
異
性
へ
の
忠
実
さ
で
あ
る
と
、

想
定
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
レ
ト
ル
を
詩
的
言
語
の
構
造
的
エ
フ
ェ
ク

ト
と
し
て
と
ら
え
た
場
合
、
翻
訳
に
よ
っ
て
レ
ト
ル
が
転
移
さ
れ
て
い
る

か
否
か
を
定
め
る
決
定
的
な
基
準
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
歪
曲
の
体
系
」
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
て
き
た
、
起
点
言
語
特
有
あ
る
い

は
作
家
特
有
の
翻
訳
不
要
あ
る
い
は
不
能
と
判
断
さ
れ
て
い
た
諸
表
現
が
、

目
標
言
語
へ
の
「
レ
ト
ル
」
の
転
移
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
姿
で
（
場
合
に

よ
っ
て
は
、
異
な
っ
た
「
意
味
」
で
）「
表
さ
れ
て
」
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
と
、
さ
ら
に
、
原
文
に
お
い
て
潜
在
的
に
働
い
て
い
た
レ

ト
ル
が
、
翻
訳
を
通
し
て
始
め
て
顕
著
化
し
う
る
こ
と
で
あ
る
（
無
論
、

そ
れ
は
、
原
文
に
お
い
て
あ
い
ま
い
の
ま
ま
に
さ
れ
て
い
た
要
素
が
翻
訳

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
あ
り
が
ち
な
「
歪
曲
」
の
結
果
と

は
無
縁
で
あ
る
が
）。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
起
点
言
語
と
目
標
言
語
の

両
方
の
言
葉
に
対
し
て
レ
ト
ル
が
超
越
論
的
と
も
い
え
る
価
値
と
し
て
位

置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
ベ
ル
マ
ン
を
始
め
、
翻
訳
に
つ
い
て
論

じ
よ
う
と
す
る
多
く
の
研
究
者
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
翻
訳
者
の
使
命
」
が

現
代
に
お
け
る
最
も
重
要
な
翻
訳
論
で
あ
る
と
み
な
し
て
き
た
根
拠
で
も

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

言
語
間
に
潜
む
「
親
縁
性
」
を
純
粋
言
語
へ
の
射
程
と
結
び
つ
け
る
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
志
向
さ
れ
る
も
の
」（das

G
em
einte

）
と
「
志
向
す
る
そ

の
仕
方
」（die

A
rt
des

M
einens

）
を
引
き
離
し
、「
志
向
す
る
仕
方
は
、

こ
の
二
つ
の
語
の
元
で
は
互
い
に
敵
対
し
あ
う
の
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
が

訳し損なわれた文字
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属
す
る
二
つ
の
言
語
に
お
い
て
は
互
い
に
補
完
し
あ
う
」（
注
４
）
と
述
べ
る

の
だ
が
、
彼
の
言
う
「
親
縁
性
」
は
、
言
語
系
統
上
の
語
族
を
意
味
す
る

も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
純
粋
言
語
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
「
形
式
」
を
、

言
語
間
に
お
け
る
「
言
い
方
」
の
絶
対
的
な
差
異
に
よ
っ
て
こ
そ
切
り
抜

か
れ
る
、
補
完
性＝

類
似
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
バ
ベ

ル
以
前
の
単
一
言
語
の
再
出
現
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し

た
「
形
式
」
を
表
し
、
発
達
さ
せ
る
言
語
と
し
て
の
翻
訳
が
、「
二
つ
の

語
」
を
隔
て
る
差
異
、
す
な
わ
ち
「
志
向
さ
れ
る
も
の
」
で
は
な
く
「
仕

方
」
に
潜
む
可
能
性
を
現
前
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
に
「
作
品
」

の
栄
光
と
よ
ば
れ
る
「
存
え
る
生
」
を
担
い
う
る
の
か
が
論
考
の
対
象
と

な
る
の
だ
が
、
デ
リ
ダ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
翻
訳
者
の
「
使
命
」
は
、

「
言
語
間
の
起
源
的
契
約
、
そ
し
て
「
純
粋
言
語
」
へ
の
願
望
を
視
野
に
入

れ
始
め
る
限
り
、「
志
向
さ
れ
る
も
の
」
を
除
外
す
る
。」（
注
５
）

し
か
し
、
字
義
性
と
し
て
の
レ
ト
ル
が
意
味
作
用
の
能
動
性
そ
の
も
の

の
形
を
記
す
も
の
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
レ
ト
ル
は
単
に
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

の
同
義
語
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ん
で
く
る
。
あ
る
い
は
、

特
定
の
作
家
や
作
品
に
お
け
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
作
用
が
、
伝
達
コ
ー
ド

と
し
て
の
言
語
が
提
供
す
る
意
味
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
、
特
定
の

意
味
な
い
し
は
複
数
の
意
味
を
結
果
と
し
て
持
つ
（
さ
ら
に
、
当
然
、
こ

う
し
た
「
効
果
」
と
し
て
の
「
意
味
」
は
視
覚
的
、
聴
覚
的
感
覚
を
も
含
む

で
あ
ろ
う
）、
一
般
に
辞
書
に
収
集
さ
れ
う
る
単
語
や
表
現
に
は
収
め
ら

れ
な
い
言
語
単
位
で
あ
る
と
考
え
て
、
レ
ト
ル
は
そ
う
し
た
シ
ニ
フ
ィ
ア

ン
の
形
成
と
受
理
の
媒
体
と
な
る
表
記
法
に
過
ぎ
な
い
と
結
論
付
け
て
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
レ
ト
ル
の
関
係
、
レ
ト
ル
が
ど
の
よ
う
に
シ
ニ
フ
ィ

ア
ン
の
意
味
作
用
に
対
し
て
分
割
や
断
絶
の
働
き
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て

議
論
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
、
ラ
カ
ン
の
言
語
論
に
お
け
る
レ
ト
ル
へ
の

言
及
は
貴
重
な
手
が
か
り
と
な
る
。「
リ
チ
ュ
ラ
テ
ー
ル
」（
注
６
）
と
題
さ

れ
た
、
精
神
分
析
と
文
学
の
関
係
、
お
よ
び
日
本
か
ら
の
帰
路
を
主
題
に
、

レ
ト
ル
の
性
質
に
つ
い
て
の
考
察
を
通
し
て
書
か
れ
た
論
文
で
は
、
レ
ト

ル
は
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
混
同
さ
れ
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
シ
ニ
フ
ィ
ア

ン
と
し
て
作
用
す
る
も
の
で
も
な
い
、
ま
し
て
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
対
し
て

一
次
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
、
暗
示
的
に
デ
リ
ダ
と
一
線
を
画

す
る
形
で
、
ラ
カ
ン
は
立
場
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
上
で
、
あ
く
ま
で
も
レ

ト
ル
は
言
語
の
結
果
、「
雲
」（nuées

）（
注
７
）
と
し
て
あ
り
、「
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
（
書
字
）
は
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
写
し
で
は
な
く
、
言
葉
と
し
て

の
そ
の
作
用
の
、
つ
ま
り
言
葉
を
話
す
も
の
に
よ
っ
て
鍛
え
作
ら
れ
た
も

の
の
写
し
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
十
五
年
ほ
ど
前
に
書
か
れ
た
、

エ
ク
リ（
注
８
）
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
「『
盗
ま
れ
た
手
紙
』
に
つ
い
て
の
セ
ミ

ネ
ー
ル
」
で
ラ
カ
ン
は
、
ポ
ー
の
短
編
が
繰
り
広
げ
る
主
人
公
た
ち
の
動

き
を
率
い
る
、
い
わ
ば
主
役
の
レ
ト
ル
（
書
簡
）
を
、
受
け
手
に
い
ず
れ

は
必
ず
届
く
引
取
り
未
了
の
書
簡
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
届
け
る
（
無
意
識

の
）
媒
体
と
し
て
な
ぞ
っ
て
み
せ
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
内
容
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
登
場
人
物
の
運
命
を
定
め
て
い
く
レ
ト
ル
は
、
無

意
識
に
お
け
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
主
体
の
位
置
、
さ

ら
に
は
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
定
義
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
こ
と
と
な
る
の
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だ
が
、
主
体
は
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
作
用
が
も
た
ら
す
「
意
味
内
容
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
そ
の
「
作
用
」
の
い
わ
ば
「
能
動
性
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ

し
て
、
ラ
カ
ン
の
ミ
ニ
マ
ル
な
定
義
が
示
す
と
お
り
、
他
の
シ
ニ
フ
ィ
ア

ン
と
の
差
異
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
、
主
体
を
そ

の
他
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
対
し
て
代
理
・
表
象
す
る
の
だ
が
、
そ
の
シ
ニ

フ
ィ
ア
ン
の
「
書
簡
」
と
し
て
働
く
レ
ト
ル
の
特
性
は
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

が
非
―
自
己
同
一
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
自
己
同
一
的
で
あ
る
こ
と
と
な

る
。
し
た
が
っ
て
、「
無
意
識
に
お
け
る
文
字
の
審
級
」
の
中
で
、
フ
ロ

イ
ト
が
無
意
識
の
形
成
物
と
し
て
夢
を
「
文
字
通
り
」
読
む
の
だ
と
ラ
カ

ン
が
述
べ
る
と
き
、
文
字
化
さ
れ
た
構
造
が
い
わ
ば
音
声
化
さ
れ
て
い
く

過
程
の
中
で
、
音
素
の
構
造
が
支
え
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
連
鎖
が
読
み
解

か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
精
神
分
析
に
お
け
る
「
解
釈
」
は
、
象
徴
的
イ

メ
ー
ジ
の
連
想
に
基
づ
く
意
味
解
釈
で
は
な
い
と
い
う
原
理
が
主
張
さ
れ

る
。
さ
ら
に
は
、「
同
一
化
」（L’identification

）
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
（1961

−62

）
か
ら
は
、
書
字
の
生
成
過
程
を
フ
ロ
イ
ト
の
い
う
「
一
な
る
印
し
」、

す
な
わ
ち
対
象
の
諸
特
徴
の
ひ
と
つ
へ
の
同
一
化
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に

な
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
、
い
わ
ゆ
る
表
意
文
字
の
場
合
、
用
い
ら
れ
う
る

線
（trait

）
は
消
却
さ
れ
た
形
態
的
な
も
の
の
残
滓
と
し
て
考
え
ら
れ
、

実
は
そ
れ
は
対
象
の
統
一
性
と
し
て
の
「
一
」
を
な
す
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
印
し
に
類
似
し
、
ひ
と
つ
の
言
語
か
ら
別
の
言
語
へ
い
わ
ば
自
己
同

一
的
に
移
さ
れ
る
固
有
名
詞
が
主
体
と
特
権
的
な
結
び
つ
き
を
持
つ
。
つ

ま
り
、
主
体
が
固
有
名
に
よ
っ
て
名
指
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
「
一
な
る

印
し
」
と
し
て
の
レ
ト
ル
を
読
む
こ
と
に
等
し
く
、
主
体
を
こ
の
一
な
る

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
刻
印
が
抹
消
す
る
こ
と
こ
そ
に
よ
っ
て
、
主
体
は
指
し

示
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
レ
ト
ル
は
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
は
識
別
さ
れ
る

も
の
、
こ
の
「
一
」
な
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
材
質
的
支
持
体
と
な
り
う
る

特
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、
ラ
カ
ン
に
お
け
る
レ
ト
ル
の
次

元
は
理
論
の
鍵
概
念
の
伝
達
と
説
明
を
担
う
、
代
数
学
的
な
形
態
を
持
っ

た
書
字
、
マ
テ
ー
ム
を
彼
が
築
き
上
げ
て
い
く
に
つ
れ
て
重
要
性
を
増
す

の
だ
が
、
た
と
え
ば
、「
意
味
さ
れ
る
も
の
」、
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
作
用
を
も

つ
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
欠
如
（m

anque

）
を
示
す
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
、

Φ
、
ａ
、
Ｓ（
／Ａ
）と
い
っ
た
三
つ
の
「
レ
ト
ル
」
が
提
示
さ
れ
、
識
別
の

記
述
が
進
む
に
つ
れ
て
、「
意
味
作
用
」
的
な
分
類
か
ら
引
き
離
さ
れ
て

い
く
。
図
式
的
に
説
明
す
る
と
、
象
徴
的
フ
ァ
ル
ス
の
記
号
と
し
て
あ
っ

た
Φ
は
、
現
実
（réalité

）
を
支
配
す
る
幻
想
（fantasm

e

）
の
論
理
に
お

け
る
、
現
実
界
（réel

）
が
想
像
界
に
強
い
る
表
象
不
能
性
と
し
て
の
欠
如

を
示
す
の
だ
が
、
そ
の
機
能
は
「
意
味
」
の
享
受
を
ゆ
る
す
、
す
な
わ
ち

「
意
味
作
用
」
を
支
え
る
、
フ
ロ
イ
ト
の
「
快
感
原
則
」
に
当
た
る
、「
か

ろ
う
じ
て
」
の
（
余
剰
）
享
楽
を
確
約
す
る
も
の
と
な
る
。
鏡
像
化
不
能

た
る
身
体
の
部
分
的
「
破
裂
」（
身
体
か
ら
「
破
り
取
ら
れ
る
」
対
象
と
し

て
の
乳
房
、
糞
便
、
声
、
そ
し
て
ま
な
ざ
し
）
と
し
て
、
欲
望
の
原
因
で

あ
る
対
象
の
欠
如
（
こ
の
世
の
対
象
で
は
な
い
と
い
う
意
味
の
「
欠
如
」）

を
示
す
対
象
ａ
は
、
精
神
分
析
家
の
言
説
が
象
徴
界
か
ら
現
実
界
に
迫
る

「
解
釈
」
と
い
う
「
行
為
」
に
よ
っ
て
、「
み
せ
か
け
」（sem

blant

）、
仮
像

の
存
在
者
の
位
置
か
ら
、
現
実
界
が
の
こ
す
「
残
滓
」
へ
と
転
落
、
消
滅

訳し損なわれた文字

199



し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
、
す
な
わ
ち
リ
ミ
ッ
ト
と
し
て
の
レ
ト
ル
そ
の
も
の

を
示
す
。
そ
し
て
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
場
と
し
て
の
大
他
者
に
お
け
る
他

者
の
（「
大
他
者
の
大
他
者
は
い
な
い
」
や
「
メ
タ
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
は
あ
ら

ぬ
」（il

n’y
a
pas

de
m
étalangage

）
と
い
っ
た
表
現
で
示
さ
れ
る
、
精

神
分
析
の
真
理
と
し
て
の
「
大
他
者
の
不
在
」
を
意
味
す
る
）
欠
如
を
記

す
表
記
Ｓ
（
／Ａ
）
は
、
想
像
界
か
ら
象
徴
界
に
赴
く
こ
と
に
よ
っ
て
体
験

す
る
大
他
者
の
不
在
と
い
う
形
を
取
る
真
理
、
す
な
わ
ち
大
他
者
の
絶
対

的
他
者
性
と
い
う
、
半
ば
言
う
（m

i−dire

）
こ
と
し
か
で
き
な
い
、「
す

べ
て
」
と
し
て
の
普
遍
性
た
り
え
な
い
、
実
感
は
で
き
て
も
語
る
こ
と
の

で
き
な
い
、
フ
ェ
ミ
ニ
ー
ヌ
な
る
「
別
」
の
享
楽
、
大
他
者
の
享
楽
に
迫

る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
希
薄
な
姿
を
現
す
真
理
を
示
す
こ
と
と
な
る
。
な

お
、
そ
の
享
楽
の
領
野
は
「
性
関
係
は
あ
ら
ぬ
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
表

さ
れ
る
の
と
同
時
に
、「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
苦
行
は
、
そ
れ
と
と
も
に

性
関
係
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
「
そ
れ
は
書
か
れ
て
い
る
」（un

«c’est

ecrit»

）
に
接
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
終
わ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に

私
に
は
思
わ
れ
る
」
と
、「
リ
チ
ュ
ラ
テ
ー
ル
」
の
最
後
の
結
び
が
う
か
が

わ
し
て
い
る
よ
う
に
、
意
味
作
用
の
リ
ミ
ッ
ト
と
し
て
の
レ
ト
ル
の
彼
岸

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
ラ
カ
ン
に
よ
る
精
神
分
析
の
経
験
の
理
論
化
の

過
程
の
中
で
規
定
さ
れ
る
レ
ト
ル
と
文
学
作
品
と
そ
の
翻
訳
を
め
ぐ
っ
て

語
ら
れ
る
レ
ト
ル
は
、
結
局
、
同
型
異
義
語
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か

と
い
っ
た
よ
う
な
反
論
は
容
易
に
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
レ
ト
ル
を
意
味
作
用
の
土
台
に
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、
シ
ニ

フ
ィ
エ
に
「
穿
た
れ
た
条
溝
」
が
え
が
く
「
波
打
際
」、
す
な
わ
ち
意
味
作

用
の
限
界
を
示
す
リ
ミ
ッ
ト
と
し
て
と
ら
え
、
従
来
表
象
不
能
と
し
て
し

か
表
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
領
域
の
輪
郭
を
切
り
抜
く
物
質
性
と
し
て
考
え

る
の
は
、
翻
訳
と
い
う
「
過
程
」
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
や
は
り
き
わ

め
て
示
唆
的
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
ベ
ル
マ
ン
の
い
う
よ
う
に

「
意
味
」
へ
の
忠
実
と
い
っ
た
よ
う
な
考
え
は
矛
盾
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

忠
実
で
あ
り
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
意
味
の
飽
和
を
抑
え
、「
意
味
さ

れ
る
」
シ
ニ
フ
ィ
エ
（
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
多
く
の
場
合
そ
の
シ
ニ

フ
ィ
エ
も
ま
た
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
作
用
す
る
の
で
あ
っ
て
、
シ
ニ

フ
ィ
エ
は
基
本
的
に
志
向
対
象
足
り
え
な
い
こ
と
を
念
頭
に
置
か
ね
ば
な

ら
な
い
）
の
型
を
切
り
抜
き
、
そ
の
形
を
文
字
通
り
「
な
ぞ
る
」
レ
ト
ル

に
対
し
て
の
み
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
レ
ト
ル
は
、
テ
ク
ス
ト

理
論
に
お
い
て
不
可
欠
な
概
念
と
な
っ
た
、
作
家
の
意
図
や
文
体
と
い
っ

た
範
疇
に
は
決
し
て
還
元
で
き
な
い
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
や
「
言
語
の

物
質
性
」
の
類
義
語
の
よ
う
に
映
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ラ
カ
ン
が

「
享
楽
と
知
の
間
に
波
打
際
」
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
特
性
を
描

き
出
し
て
い
る
と
き
、
ベ
ル
マ
ン
が
翻
訳
に
お
け
る
「
歪
曲
の
体
制
」
に

よ
っ
て
壊
さ
れ
て
い
く
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
と
同
様
、
や
は
り
リ

ミ
ッ
ト
と
し
て
の
性
格
が
最
も
際
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
ラ
カ
ン
は
、
象
徴
界
と
し
て
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
は
異
な
る
、
シ
ニ

フ
ィ
エ
つ
ま
り
想
像
界
に
「
穿
た
れ
た
条
溝
」
と
し
て
の
レ
ト
ル
を
現
実

界
の
境
界
線
と
し
て
み
な
す
際
、「
向
こ
う
」
の
「
書
か
れ
な
い
こ
と
を
や

め
な
い
」（ce

quine
cesse

pas
de
ne
pas

s’écrire

）、
不
可
能
と
し
て
の
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享
楽
の
領
野
を
「
非
―
知
」
や
「
物
自
体
」
と
い
っ
た
、
彼
が
「
蒙
昧
主

義
」
と
呼
ぶ
神
秘
性
を
漂
わ
せ
る
言
葉
に
帰
す
る
こ
と
を
拒
む
。
言
い
換

え
る
な
ら
ば
、
意
味
作
用
の
体
系
、
す
な
わ
ち
非
―
自
己
同
一
性
に
依
拠

す
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
の
「
一
」
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
意
味
を
自

己
同
一
性
の
材
質
を
持
つ
レ
ト
ル
は
、
妄
想
解
釈
か
ら
の
逸
脱
と
し
て
、

（peu−de−sens,
ab−sens,

contre−sens

、
と
い
っ
た
造
語
が
示
す
）
い
わ

ば
「
非
―
意
味
」、
意
味
の
亡
霊
の
領
野
へ
と
引
き
寄
せ
る
の
だ
が
、
そ

れ
は
、「
一
」
な
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
出
現
と
し
て
の
フ
ァ
ル
ス
か
ら
現

実
界
の
残
滓
と
し
て
の
「
見
せ
か
け
」
的
存
在
者
で
あ
る
対
象
ａ
、
さ
ら

に
は
別
の
享
楽
と
し
て
し
か
現
れ
な
い
異
性
と
し
て
の
真
理
へ
と
い
た
る
、

根
源
的
に
他
な
る
も
の
と
の
遭
遇
、
す
な
わ
ち
「
書
か
れ
な
い
こ
と
を
や

め
る
」
偶
然
性
の
契
機
で
も
あ
る
。

し
か
し
、「
波
打
際
」（littoral

）
と
呼
ば
れ
る
レ
ト
ル
の
存
在
は
、
具

体
的
に
翻
訳
の
作
業
に
携
わ
る
者
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
暗
示
し

て
く
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。『
翻
訳
者
の
使
命
』
の
冒
頭
を
参
照
し
て
、
翻

訳
者
が
お
か
れ
る
立
場
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
場
合
、
次
の
よ
う
な
問
題

提
起
が
な
さ
れ
る
。
作
品
を
読
ん
で
得
る
、
ハ
ッ
と
さ
せ
る
力
、
奇
妙
な

悲
し
み
、
不
気
味
な
快
感
、
解
く
こ
と
の
出
来
な
い
謎
の
よ
う
に
あ
ら
わ

れ
て
く
る
問
い
等
、
一
般
に
「
感
銘
」
と
呼
ば
れ
る
情
動
が
、
単
に
そ
の

作
品
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
「
物
語
」
や
「
時
代
背
景
」、「
人
物
像
」
と

い
っ
た
「
内
容
」
の
み
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
直
訳
で
あ
ろ
う
が
、
意

訳
で
あ
ろ
う
が
、
ひ
い
て
は
脚
色
で
あ
っ
て
も
、「
感
銘
」
は
さ
ほ
ど
変

わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
作
品
の
「
詩
」
や
「
美
」、
一
般

に
「
文
体
」
な
い
し
は
「
本
質
」
や
「
神
秘
」
と
さ
れ
る
も
の
に
よ
る
の
な

ら
ば
、「
内
容
」
に
は
決
し
て
還
元
さ
れ
え
な
い
の
だ
と
最
も
よ
く
知
る

立
場
に
立
つ
の
が
「
翻
訳
」
と
い
う
「
使
命
」
を
背
負
っ
た
者
と
な
る
。
す

る
と
、
作
品
の
「
核
心
」、
い
わ
ば
「
謎
」
と
し
て
作
用
す
る
も
の
を
再
現

す
る
た
め
に
は
、
そ
の
謎
を
解
く
こ
と
が
前
提
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と

い
っ
た
、「
逆
説
」
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
と
い
う
の
も
、
翻
訳
者

が
単
な
る
「
読
者
」
で
は
な
い
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
て
も
、
訳
そ
う

と
す
る
「
作
品
」
の
「
本
質
」
や
「
謎
」
に
迫
ろ
う
と
す
る
批
評
家
と
願
望

を
共
有
す
る
も
の
で
も
必
ず
し
は
な
い
、
と
い
っ
た
事
柄
は
誰
の
目
に
も

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
作
品
の
「
謎
」
は
、
解
か
れ
る

こ
と
も
な
け
れ
ば
、
完
全
に
再
現
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
の
が
翻
訳

の
運
命
で
あ
る
と
い
っ
た
観
点
は
、
作
家
の
間
を
は
じ
め
、
根
強
く
広

が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
肝
心
な
の
は
、「
読
者
」
と
も
「
批
評

家
」
と
も
翻
訳
者
の
立
場
は
異
な
り
、
意
味
解
釈
、
す
な
わ
ち
「
読
む
」

た
め
に
あ
ら
ぬ
、
作
品
に
潜
め
ら
れ
た
次
元
（
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は

ポ
ー
の
短
編
に
お
け
る
書
簡
の
よ
う
に
目
の
前
に
あ
る
の
だ
が
）
に
身
を

さ
ら
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
「
判
読
不
能
性
」

（illisibilité

）（
注
９
）
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
、
す
な
わ
ち
、
翻
訳
に
お
け
る

「
レ
ト
ル
」
の
姿
は
「
読
む
」
こ
と
の
出
来
な
い
「
も
の
」
と
し
て
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
判
読
不
能
性
」
を
意
訳

に
よ
っ
て
回
避
す
る
で
は
な
く
、
あ
え
て
「
歓
迎
」
す
る
と
い
う
の
が
レ

ト
ル
へ
の
忠
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
「
過
程
」
を

記
述
す
る
こ
と
は
出
来
て
も
、
そ
の
「
方
法
」
を
定
め
う
る
よ
う
な
、
技

訳し損なわれた文字
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法
の
説
明
と
規
定
は
、
論
外
で
は
な
い
に
し
て
も
、
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
う
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
は
、
も
は
や
翻
訳
者
の
才
能
や
想
像
力
に

委
ね
ら
れ
た
領
域
で
あ
る
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
満
足
で
き
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
む
し
ろ
、
精
神
分
析
を
受
け
る
「
分
析
者
」（analysant

）（
注
１０
）
の
立

場
と
の
比
較
が
許
さ
れ
る
の
な
ら
、
翻
訳
者
は
翻
訳
へ
の
欲
望
を
引
き
起

こ
す
対
象
ａ
と
し
て
の
レ
ト
ル
を
前
に
し
て
、
意
味
の
妄
想
解
釈
と
判
読

不
能
性
の
間
で
、
断
絶
と
決
定
の
作
用
と
し
て
の
「
解
釈
」
が
原
文
か
ら

届
く
の
を
待
ち
続
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
当
然
、
そ
れ
は
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
が
「
作
品
」
は
ふ
さ
わ
し
い
翻
訳
者
を
待
ち
続
け
て
い
る
の
だ

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
暗
示
し
て
い
る
考
え
と
矛
盾
し
て
い
な
い
）。「
解

釈
」
を
下
す
の
は
原
文
の
側
に
あ
る
こ
と
い
う
の
は
、
翻
訳
者
が
翻
訳
の

問
題
を
抱
え
て
い
る
と
き
、
待
ち
続
け
て
い
れ
ば
、
最
終
的
に
は
そ
の
問

い
へ
の
答
え
が
常
に
「
向
こ
う
」
か
ら
返
っ
て
く
る
の
だ
と
い
う
彼
の
体

験
を
考
え
れ
ば
、
自
明
で
す
ら
あ
る
で
あ
ろ
う
。

無
論
、
レ
ト
ル
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
作
用
す
る
か
は
個
々
の

作
品
に
よ
っ
て
異
な
る
。
レ
ト
ル
の
次
元
が
ほ
ぼ
ゼ
ロ
度
に
近
い
よ
う
な

錯
覚
を
与
え
る
「
透
明
」
な
テ
ク
ス
ト
も
あ
れ
ば
、
ま
る
で
そ
こ
で
え
が

か
れ
て
い
る
人
物
や
背
景
、
展
開
す
る
物
語
が
、
レ
ト
ル
の
「
密
度
」
か

ら
見
て
取
る
に
た
り
な
い
も
の
の
よ
う
に
映
る
作
品
も
あ
ろ
う
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
レ
ト
ル
が
測
量
可
能
な
対
象
で
は
な
い
こ
と
は
歴
然
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
そ
の
作
品
が
含
む
言
表
か
ら
、
自
ら
を
支
え
る
レ
ト
ル
の

特
性
に
つ
い
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
汲
み
取
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
常
に

曖
昧
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
「
不
透
明

さ
」
に
よ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
翻
訳
者
は
そ
う
し
た
「
不
透
明
さ
」
を
単
な
る
「
理
解
」
の
範
囲
で
し

か
受
け
入
れ
て
い
な
い
場
合
、
翻
訳
の
文
章
を
彼
が
抱
い
た
、
特
定
の
心

理
・
伝
記
的
、
あ
る
い
は
「
思
想
」
的
作
家
像
に
基
づ
く
作
品
解
釈
の
色

彩
に
染
め
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
繰
り
返
し
て
言
う
な
ら
ば
、

翻
訳
者
に
要
求
さ
れ
る
の
は
、
直
訳
に
よ
る
一
語
一
語
の
意
味
の
復
元
で

は
な
く
、
起
点
言
語
に
お
け
る
固
有
名
詞
の
表
記
法
、
造
語
、
特
殊
な
記

号
価
値
を
持
つ
定
型
の
繰
り
返
し
、
動
詞
の
時
制
や
ア
ス
ペ
ク
ト
、
形
容

詞
、
副
詞
、
擬
態
語
の
様
々
な
用
法
の
文
体
的
価
値
な
ど
、
テ
ク
ス
ト
の

表
層
に
現
れ
る
、
多
く
の
場
合
翻
訳
不
要
、
あ
る
い
は
翻
訳
不
能
と
み
な

さ
れ
る
諸
要
素
、
す
な
わ
ち
レ
ト
ル
の
局
所
的
な
作
用
を
実
際
訳
し
て
み

せ
る
に
し
ろ
、
多
く
の
場
合
訳
さ
な
い
ま
ま
潜
在
的
な
要
素
と
し
て
復
元

さ
せ
る
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
レ
ト
ル
の
作
用
の
痕
跡
を「
表
す
」（m

anifes-

ter

）
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
起
点
言
語
に
お
け
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
網

や
、
物
語
調
と
言
説
調
の
入
り
混
じ
り
、
語
り
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
の
前
後

関
係
な
ど
、
露
呈
さ
れ
な
い
ま
ま
作
品
の
流
れ
を
左
右
す
る
諸
要
素
を
、

当
然
「
隠
さ
れ
た
」、
解
明
さ
れ
な
い
ま
ま
に
し
て
お
き
な
が
ら
も
、
目

標
言
語
独
自
の
表
現
資
材
を
用
い
て
暗
示
す
る
こ
と
は
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
翻
訳
に
お
け
る
、
い
わ
ば
「
見
え
隠
れ
」
の
過
程
を
た
ど
る
作

業
は
、
翻
訳
者
の
経
験
や
ス
キ
ル
、
セ
ン
ス
に
依
拠
す
る
も
の
だ
と
い
う

観
点
を
取
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
し
た
技
法
を
体
系
的
方

法
論
に
よ
っ
て
記
述
す
る
こ
と
を
目
指
す
研
究
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
レ
ト
ル
の
翻
訳
と
は
、
こ
う
し
た
言
葉
の
水
面
で
繰
り
広
げ
ら
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れ
る
見
え
隠
れ
の
演
出
に
尽
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
翻
訳
に
よ
っ
て
始
め

て
浮
上
す
る
リ
ミ
ッ
ト
と
し
て
の
レ
ト
ル
の
事
後
性
は
、
む
し
ろ
異
な
る

「
持
続
性
」
を
表
す
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
訳
そ
う
と
す
る
作
品

に
お
い
て
、
レ
ト
ル
を
「
書
か
れ
な
い
こ
と
を
や
め
な
い
」
享
楽
と
そ
の

享
楽
の
領
野
に
迫
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
書
か
れ
る
こ
と
を
や
め
な
い
」、

「
症
候
」（sym

ptôm
e

）
と
し
て
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
の
境
界
線
と
し
て

と
ら
え
た
場
合
、
そ
こ
で
生
じ
る
絶
え
間
な
い
言
語
の
揺
る
ぎ
、「
意

味
」
形
成
の
方
向
を
い
わ
ば
逆
流
す
る
「
判
読
不
能
性
」
が
「
形
」
を
与
え

ら
れ
る
こ
と
を
求
め
続
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ

の
「
持
続
性
」
の
「
形
」
を
切
り
抜
く
こ
と
を
地
平
線
に
置
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
翻
訳
者
は
始
め
て
、
必
然
的
に
訳
し
そ
び
れ
た
「
対
象
」
を
、
か
ろ

う
じ
て
表
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
１

「
不
貞
の
美
女
」
と
い
う
意
味
に
掛
け
て
、
原
文
に
忠
実
で
は
な
い

が
、
い
や
、
む
し
ろ
忠
実
で
な
い
か
ら
こ
そ
「
見
事
」
で
あ
る
と
さ

れ
る
訳
。

注
２

traduction−
de−

la−
lettre

、
と
一
語
で
表
記
す
る
の
だ
が
、
そ
の

な
か
のtraduction

と
い
う
言
葉
は
解
釈
論
に
お
け
る
「
解
釈
」
の
意

味
合
い
を
持
つ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

注
３

A
ntoine

B
erm

an,
L
a
traduction

et
la

lettre
ou

l’auberge
du

lointain
,Seuil1999,p.67.

注
４

「
翻
訳
者
の
使
命
」（
浅
井
健
次
郎
訳
）、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
２
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
。

注
５

Jacques
D
errida,«D

es
tours

de
B
abel»

in
P
syché,

G
alilée,

1992.

注
６

Jacques
L
acan,

L
ituraterre

in
A
utres

écrits,
Seuil

2001

（
若
森

栄
樹
の
日
本
語
訳
、「
リ
チ
ュ
ラ
テ
ー
ル
」、
現
代
思
想
、
を
参
考
に

し
た
」。

注
７

ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
の
喜
劇

L
es
N
uées

か
ら
の
借
用
。

注
８

Jacques
L
acan,E

crits,Seuil1966.

注
９

「
判
読
不
能
性
」
と
あ
え
て
呼
ぶ
リ
ミ
ッ
ト
と
し
て
の
レ
ト
ル
は
、

中
上
健
次
の
「
奇
蹟
」
の
翻
訳
に
よ
っ
て
体
験
し
た
そ
の
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
小
説
の
文
体
は
、
井
口
時
男
が
解
説
（
朝
日
文
庫
）

で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
説
経
節
か
ら
浄
瑠
璃
、
浪
花
節
ま
で
、
こ

の
国
の
あ
ら
ゆ
る
語
り
物
の
声
調
を
踏
ま
え
て
、
ほ
と
ん
ど
、�
声

涙
と
も
に
下
る
�
と
で
も
言
う
し
か
な
い
文
章
の
悲
痛
な
節
ま
わ

し
」
に
満
ち
た
、
こ
の
作
家
の
到
達
点
で
も
あ
り
、
必
ず
し
も
い
わ

ゆ
る
「
実
験
的
」
な
文
体
で
は
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い

く
ら
読
み
直
し
て
も
、
読
め
な
い
不
透
明
な
力
が
こ
の
文
を
染
め
て

い
た
。
小
説
全
体
の
き
わ
め
て
特
異
な
構
成
、
静
か
に
う
ね
っ
て
い

く
長
い
セ
ン
テ
ン
ス
、
そ
れ
ま
で
の
作
品
と
の
難
解
な
、
時
に
は
矛

盾
し
た
連
続
性
、
そ
れ
ら
す
べ
て
翻
訳
を
困
難
に
さ
せ
る
要
因
で
は

あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
訳
す
に
つ
れ
て
、
明
ら
か
に
、
単
な
る
読
書

で
は
そ
の
姿
を
現
さ
な
い
、
語
り
と
人
物
の
行
方
を
決
定
し
て
い
く

厳
密
な
論
理
性
が
潜
む
「
持
続
性
」
が
字
面
に
浮
上
し
て
き
た
の
で

訳し損なわれた文字
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あ
っ
た
。
そ
の
「
持
続
性
」
は
、
た
と
え
ば
、
動
詞
の
ア
ス
ペ
ク
ト

的
価
値
を
極
端
に
強
め
、
完
了
相
と
未
完
了
相
の
対
比
が
、
動
詞
が

示
す
過
程
を
総
体
的
に
と
ら
え
る
相
か
ら
そ
の
過
程
を
い
わ
ば
分
割

し
て
そ
の
一
時
点
を
焦
点
化
す
る
相
ま
で
、
複
雑
な
時
間
の
表
現
を

築
い
て
い
く
の
だ
が
、
時
制
の
形
だ
け
で
は
容
易
に
識
別
で
き
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
レ
ト
ル
の
次
元
に
お
け
る
必
然
性
の

働
き
は
、
特
異
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
み
ち
た
、
複
雑
な
宗
教
的
表
象
や
、

語
り
の
構
想
を
支
え
て
い
る
、
一
種
の
無
制
限
の
時
間
に
身
を
委
ね

て
し
ま
っ
た
二
人
の
人
物
に
よ
る
、「
未
来
の
記
憶
」
と
「
過
去
の
予

言
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
物
語
時
間
の
錯
綜
ま
で
引
き
起
こ
し
て
い
た
の

だ
が
、
そ
の
詳
細
の
分
析
は
、
機
会
を
改
め
て
書
く
こ
と
に
し
た
い
。

注
１０

「
分
析
者
と
い
う
用
語
は
、
ラ
カ
ン
以
降
、
被
分
析
者
あ
る
い
は

患
者
と
い
う
用
語
の
代
わ
り
に
使
用
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
用
語
は
、

患
者
は
「
分
析
さ
れ
る
」
た
め
に
分
析
家
（analyste

）
の
元
へ
行
く

の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
分

析
者
こ
そ
、
語
り
、
連
想
し
、
基
本
原
則
に
従
う
義
務
を
負
っ
て
い

る
。」（
Ｒ
・
シ
ェ
マ
マ
編
、
精
神
分
析
辞
典
、
弘
文
社
、
三
二
七
頁
）。
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