
テ
キ
ス
ト
説
明（
山
下
和
也
）│

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
　[ R

oland Barthes, 1915~1980  ]

１
９
８
０
年
に
出
版
さ
れ
た
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
最
後
の
著
作『
明
る
い
部
屋
』か
ら
の
引
用
。「
写
真
」を
喪
失

や
死
の
経
験
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
て
お
り
、ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の『
写
真
小
史
』（
１
９
３

１
）や
ス
ー
ザ
ン
・
ソ
ン
タ
グ
の『
写
真
論
』（
１
９
７
７
）と
並
ん
で
写
真
論
の
古
典
と
し
て
広
く
読
ま
れ
て
い
る
。

本
書
は
亡
く
な
っ
て
間
も
な
い
母
の
少
女
時
代
の
写
真（「
温
室
の
写
真
」）を
中
心
に
据
え
、
自
伝
と
写
真
論
、
追

悼
文
と
小
説
と
を
交
錯
さ
せ
た
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。一
人
称
単
数
形
で
語
る
主
体
と
し
て
登
場
す
る
バ

ル
ト
は
、
私
的
な
感
情
か
ら
出
発
し
て
写
真
の
本
質
を
掘
り
下
げ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
第
一
部
で
は
記
号
論

的
な
分
析
が
展
開
さ
れ
る
も
の
の
、
突
然「
前
言
取
り
消
し
」（
今
回
の
DM
の
裏
側
に
あ
る
テ
キ
ス
ト
）が
行
な
わ
れ
、
第

二
部
で
は
一
転
し
て
写
真
の
光
と
そ
の
指
示
対
象
へ
と
展
開
す
る
。言
い
換
え
れ
ば
、
記
号
と
し
て
の
写
真
に

代
わ
っ
て
、
そ
の
触
覚
性
や
時
間
性
が
前
景
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。母
親
の
写
真
を
一
枚
一
枚
辿
っ
て
い
く
と

い
う
現
象
学
的
な
方
法
で
バ
ル
ト
が
見
出
し
た
写
真
の
本
質
は
、「
そ
れ
は
か
つ
て
あ
っ
た
」と
い
う「
実
在
」と

の
結
び
つ
き
で
あ
り
、
安
定
し
た
読
み
取
り
の
体
系
に
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
る「
手
に
負
え
な
さ
」で
あ
っ
た
。バ

ル
ト
は
自
身
の
著
書
で
他
者
の
テ
キ
ス
ト
を
引
用
す
る
と
き
、実
は
原
文
と
若
干
の
変
更
を
加
え
て
い
る
と
い

う
指
摘
を
バ
ル
ト
の
研
究
者
が
し
て
い
る
。（「
写
真
と
文
学
：
何
が
イ
メ
ー
ジ
の
価
値
を
決
め
る
か
」塚
本
昌
則
編
、参
照
。）　

こ
れ
に
倣
い
、「
前
言
取
り
消
し
」の
テ
キ
ス
ト
を
私
は
ひ
そ
か
に「
私
↓
私
た
ち
」へ
と
す
り
替
え
、
こ
の
展
覧

会
に
お
け
る
す
べ
て
の
テ
キ
ス
ト
を「
前
言
取
り
消
し
」す
る
か
の
よ
う
に
振
舞
っ
て
い
る
。（
こ
れ
は「
明
る
い
部

屋
」の
テ
キ
ス
ト
構
成
を
現
実
に
な
ぞ
っ
て
い
る
。）　
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
読
ん
だ
テ
キ
ス
ト
た
ち
を「
前
言
取
り
消
し
」

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
読
む
以
前
と
以
後
で
は
鑑
賞
者
の
中
で
起
こ
る
こ
と
は
違
っ
て
い
る
は
ず
で
、
お

そ
ら
く
実
際
に
は
取
り
消
さ
れ
な
い
。ま
た
、
取
り
消
さ
れ
た
あ
と
、
会
場
に
あ
る
絵
画
た
ち
を
鑑
賞
す
る
と

き
、
テ
キ
ス
ト
を
解
釈
し
な
が
ら
絵
画
を
鑑
賞
し
て
い
た
人
た
ち（
私
た
ち
）は
、
階
段
を
折
り
返
し
て
出
口
へ

向
か
い
な
が
ら
再
び
絵
画
を
鑑
賞
ま
た
は
横
目
に
す
る
こ
と
に
な
る
。「
前
言
取
り
消
し
」に
よ
っ
て
一
旦
無
効

化
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
前
を
横
断
し
な
が
ら
、折
り
返
す
際
、鑑
賞
者
に
は
い
く
つ
か
の
態
度
が
想
定
さ
れ
る
。

テ
キ
ス
ト
を
無
効
化
し
、
絵
画
と
し
て
作
品
を
鑑
賞
し
向
き
合
う
こ
と
。無
効
化
さ
れ
た
意
図
を
探
り
な
が
ら

テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
思
索
し
、
ま
た
絵
画
を
鑑
賞
す
る
こ
と
。そ
の
ど
ち
ら
も
行
わ
な
い
も
の
。し
か
し
、
こ
の

「
前
言
取
り
消
し
」の
構
造
は
、
た
と
え
こ
れ
ま
で
の
内
容
を
取
り
消
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
辿
り
着
く
ま

で
に
目
に
し
た
テ
キ
ス
ト
た
ち
と
の
出
会
い
ま
で
取
り
消
す
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。

フ
ィ
オ
ナ
・
タ
ン
　[ Fiona Tan, 1966~

 ]

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
間
を
行
き
交
い
つ
つ
、
記
録
と
記
憶
、
見
る
こ
と
・
見
ら
れ
る
こ
と

の
関
係
を
繊
細
に
問
い
か
け
る
国
際
的
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
。静
止
写
真
、
フ
ィ
ル
ム
、ヴ
ィ
デ
オ
、
デ
ィ
ジ
タ
ル

ヴ
ィ
デ
オ
と
い
っ
た
異
な
る
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
な
が
ら
、常
に
そ
の
作
品
に
通
底
し
て
い
る
の
は
、見
る
も
の
・

見
ら
れ
る
も
の
が
交
錯
す
る
視
線
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
（
政
治
性
）
や
、
表
象
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
前
に
し
た

も
ど
か
し
さ
、そ
し
て
、そ
の
不
可
能
性
を
引
き
受
け
つ
つ
、そ
れ
で
も
映
像
だ
か
ら
こ
そ
伝
え
得
る
こ
と
へ
の

希
求
だ
と
考
え
る
。私
は
実
は
フ
ィ
オ
ナ
・
タ
ン
の
作
品
を
ほ
と
ん
ど
見
る
機
会
が
な
か
っ
た
し
、
実
は
前
述

の
よ
う
な
言
葉
で
語
れ
る
ほ
ど
フ
ィ
オ
ナ
・
タ
ン
を
知
ら
な
い
。（
知
っ
た
風
に
い
う
こ
と
は
で
き
る
が
、
実
体
験
か
ら
来

る
私
の
言
葉
で
は
な
い
）　
し
か
し
、彼
女
自
身
の
言
葉
や
彼
女
の
理
解
者
た
ち
の
コ
メ
ン
ト
を
通
じ
て
、な
ぜ
か
自

分
の
考
え
や
捉
え
方
と
共
感
を
覚
え
る
こ
と
が
あ
る
。（
こ
こ
に
は
実
感
が
あ
る
）　
作
品
体
験
よ
り
も
彼
女
や
そ
の

周
辺
の
テ
キ
ス
ト
で
私
の
フ
ィ
オ
ナ
・
タ
ン
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
出
来
て
い
る
。こ
れ
は
捉
え
よ
う
に
よ
っ

て
は
奇
異
で
、
ま
た
興
味
深
い
現
象
的
事
実
で
あ
る
。作
品
の
存
在
も
作
者
の
背
景
も
情
報
と
し
て
知
っ
て
い

る
が
実
体
験
と
し
て
の
記
憶
が
な
い
。（
実
際
は
体
験
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
ほ
ぼ
記
憶
に
な
い
。）　
そ
れ
は
実
際
に

あ
っ
た
こ
と
も
な
い
人
物
を
写
真
や
伝
記
（
テ
キ
ス
ト
）
を
通
じ
て
あ
た
か
も
知
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
し

て
い
る
か
の
よ
う
だ
。だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
フ
ィ
オ
ナ
・
タ
ン
と
フ
ィ
オ
ナ
・
タ
ン
を
語
る
言
葉
を
選
ぶ
こ
と

に
な
っ
た
。そ
れ
は
私
に
と
っ
て
の
フ
ィ
オ
ナ
・
タ
ン
な
の
だ
。

森
鴎
外
　[ M

ori O
gai, 1862~1922  ]

森
鴎
外
は
明
治
・
大
正
期
の
小
説
家
、評
論
家
、翻
訳
家
、陸
軍
軍
医
、官
僚
、医
学
博
士
、文
学
博
士
。晩
年
は
東

京
国
立
博
物
館
、
京
都
国
立
博
物
館
、
奈
良
国
立
博
物
館
の
総
長
、
日
本
芸
術
院
初
代
院
長
を
歴
任
。医
師
、
官

僚
、文
芸
家
と
し
て
い
ず
れ
も
時
代
を
引
率
す
る
旺
盛
な
活
動
を
行
な
い
、近
代
日
本
の
政
治
、芸
術
へ
の
関
与

が
著
し
い
傑
物
の
一
人
。文
芸
は
ゲ
ー
テ
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、
夏
目
漱
石
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。語
学

堪
能
で
西
洋
文
学
だ
け
で
な
く
漢
詩
漢
文
に
も
造
詣
が
深
い
。代
表
作『
舞
姫
』は
ド
イ
ツ
留
学
で
知
り
合
っ
た

女
性
と
の
恋
愛
を
鴎
外
自
身
の
個
人
的
な
実
話
を
も
と
に
描
い
て
い
る
。そ
こ
に
は
近
代
人
の
自
我
に
苛
ま
れ

る
鴎
外
の
姿
が
み
ら
れ
る
。ま
た
鴎
外
作
の
『
寒
山
拾
得
』
は
短
編
小
説
の
知
ら
れ
ざ
る
名
作
と
云
わ
れ
て
い

る
。『
舞
姫
』か
ら
抜
粋
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
は
主
人
公
が
近
代
人
と
し
て
の
自
我
と
、
別
れ
た
ド
イ
ツ
人
女
性

の
こ
と
に
心
を
苛
ま
れ
な
が
ら
、
過
去
を
語
り
始
め
る
寸
前
の
シ
ー
ン
の
一
文
を
抜
粋
し
て
い
る
。今
回
展
示

し
て
い
る《
寒
山
拾
得
》に
描
か
れ
て
い
る
内
容
が
偶
然
に
も
こ
の『
舞
姫
』と
不
思
議
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う

で
あ
っ
た
。寒
山
は
詩
を
書
く
の
で
通
常
、巻
物
や
筆
な
ど
を
持
っ
た
姿
で
書
か
れ
る
。こ
の
作
品
で
は
手
紙
を

持
つ
が
、ぐ
し
ゃ
と
握
り
締
め
、自
ら
の
内
面
を
押
し
殺
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。曽
我
蕭
白
の
描
く
遊

女
図（
奈
良
市
美
術
館
・
由
良
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）か
ら
着
想
を
得
て
い
る
が
、
蕭
白
の
遊
女
は
ビ
リ
ビ
リ
と
破
い
た
手
紙

を
口
に
く
わ
え
て
い
る
。短
編
小
説『
寒
山
拾
得
』で
鴎
外
は
原
文
を
採
用
し
な
が
ら
、
わ
ず
か
に
文
章
を
追
加

し
、
ま
た
省
く
こ
と
で
不
思
議
な
余
韻
を
演
出
し
て
い
る
。こ
こ
で
は
鴎
外
が
加
え
た
原
文
に
は
な
い
一
文
を

抜
粋
し
て
い
る
。そ
こ
に
は
鴎
外
の
言
い
た
い
こ
と
が
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
て
、「
盲
目
の
尊
敬
で
は…

な
ん

に
も
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。」の
一
文
に
は
鴎
外
自
身
の
心
情
の
吐
露
が
透
け
て
見
え
る
。ま
た
、
盲
目
と
い
う
の

は
単
に
目
が
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、他
の
も
の
に
目
が
向
か
ず
、理
性
的
な
判
断
、分
別
が
で
き
な

い
こ
と
や
、
実
際
に
も
の
を
見
て
い
な
い
こ
と
へ
の
指
摘
や
揶
揄
を
い
う
。展
覧
会
体
験
と
絵
画
体
験
の
二
つ

の
要
素
が
あ
る
こ
の
展
覧
会
で
、
展
覧
会
構
成
に
ば
か
り
気
を
取
ら
れ
て
い
る
と
、
つ
い
見
る
と
い
う
行
為
よ

り
思
考
が
ち
に
な
る
こ
と
へ
の
忠
告
で
も
あ
る
。そ
の
点
で
、
こ
れ
は
今
回
の
展
覧
会
に
お
い
て
４
階
ま
で

登
っ
た
の
ち
、「
前
言
取
り
消
し
」を
経
て
折
り
返
し
て
き
た
と
き
に
予
言
的
に
残
響
す
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

《
寒
山
拾
得
》は
禅
画
の
著
名
な
題
材
で
あ
り
、
今
回
の
展
覧
会
で
は
作
品《
山
山
》を
見
な
が
ら
、
階
段
を
上
り

下
り
し
、山
の
上（
４
階
）に
は
寒
山
拾
得
が
い
る
。上
る
山
と「
前
言
取
り
消
し
」を
受
け
て
下
る
山
は
同
じ
山
で

あ
ろ
う
か
。こ
こ
で
も
距
離
や
見
か
た
に
よ
っ
て
と
ら
え
か
た
が
変
化
す
る
。こ
の
書
に
よ
る
作
品
《
山
山
》
は

指
で
か
く
指
頭
画（
し
と
う
が
）と
呼
ば
れ
る
方
法
を
用
い
て
い
る
。指
頭
画
は
８
世
紀
の
中
国
に
は
行
な
わ
れ
て

い
た
よ
う
で
、日
本
で
は
池
大
雅
が
そ
の
名
手
と
し
て
知
ら
れ
、作
品
も
現
存
す
る
。現
在
で
も
指
頭
画
を
行
な

う
専
門
の
水
墨
画
家
は
い
る
。私
の
作
品
は
「
山
」
と
い
う
字
を
書
い
て
い
る
の
で
指
頭
書
と
云
っ
て
よ
い
。一

つ
の
文
字
を
画
面
い
っ
ぱ
い
に
大
き
く
書
く
様
式
は「
一
字
書
」と
言
い
、戦
後
の
前
衛
書
家
た
ち
が
つ
く
り
あ

げ
た
も
の
が
あ
る
。巨
大
な
画
面
に
大
き
な
筆
、あ
る
い
は
何
本
も
束
ね
た
筆
を
使
っ
て
全
身
全
霊
で
書
き
、な

か
で
も
井
上
有
一
は
そ
の
代
表
的
な
書
家
で
あ
る
。井
上
有
一
の
一
字
書
は
読
む
こ
と
が
容
易
だ
が
、
他
の
書

家
に
よ
る
前
衛
的
表
現
は
大
抵
読
む
こ
と
が
難
し
い
。し
か
し
、読
み
難
い
文
字
は
前
漢
時
代
の
草
書
体
、さ
ら

に
８
世
紀
に
は
そ
れ
を
さ
ら
に
崩
し
た「
狂
草
」と
い
う
書
が
既
に
あ
り
、書
は
書
き
順
や
崩
し
の
か
た
ち
を
目

で
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
文
字
を
判
読
し
て
き
た
。今
回
は
「
山
」
の
字
を
と
て
も
小
さ
な
画
面
に
書
い
て
い
る
。

筆
で
は
な
く
自
分
の
指
（
身
体
そ
の
も
の
）
を
使
っ
て
書
く
。紙
は
古
典
の
料
紙
技
法
と
し
て
あ
る
雲
母
引
き
を
行

な
っ
て
い
る
。そ
こ
に
凍
墨
と
い
う
井
上
有
一
が
初
期
の
一
字
書
で
使
用
し
て
い
た
方
法
を
採
用
し
た
。雲
母

の
白
い
輝
き
と
凍
墨
に
よ
る「
山
」の
字
は「Cold M

ountain

」、
つ
ま
り
寒
山
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
。《
山

山
》は
複
数
書
い
た
山
の
字
を
集
め
た
作
品
。個
々
に
書
い
て
独
立
し
た
も
の
が
反
復
し
て
い
る
こ
と
で
、山
の

文
字
自
体
に
様
々
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ（
空
間
、
視
座
）が
生
じ
る
。な
か
に
は
複
数
回
な
ぞ
り
書
き
し
て
書
き

消
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。そ
こ
で
は
書
の
持
つ
身
体
性
と
時
間
性
が
現
前
化
さ
れ
る
。漢
字
は
象
形
文
字

の
た
め
、源
を
た
ど
れ
ば
、そ
れ
は
絵
に
な
る
。ち
い
さ
な
山
の
塊
は
雲
母
の
鈍
い
光
の
反
射
に
よ
っ
て
消
え
て

は
現
わ
れ
、
距
離
や
見
る
角
度
の
違
い
で
見
え
方
が
実
際
的
に
変
化
す
る
。山
は
動
い
て
い
る
。補
足
す
る
と
、

禅
の
教
義
を
あ
ら
わ
す
言
葉
に
不
立
文
字
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。文
字
や
教
義
の
伝
達
の
ほ
か
に
、
体
験
に

よ
っ
て
伝
え
る
も
の
こ
そ
真
髄
で
あ
る
と
い
う
意
味
。ま
た
、
山
と
は
言
わ
ず
も
が
な
私
の
苗
字
の
一
字
で
あ

り
、こ
れ
は
指
で
書
い
た
サ
イ
ン
で
も
あ
る
。

土
方
巽
　[ H

ijikata Tatsum
i, 1928~1986  ]

土
方
巽
は
、
大
野
一
雄
と
共
に
暗
黒
舞
踏
を
形
成
し
た
舞
踏
家
で
あ
り
演
出
家
。そ
の
舞
踏
は
日
本
独
自
の
伝

統
と
前
衛
の
混
合
形
態
を
持
ち
、
戦
後
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で『Butoh

』と
し
て
、
そ
の
活
動
は
世
界
的
に
知

ら
れ
て
い
る
。暗
黒
舞
踏
の
成
立
に
は
ド
イ
ツ
表
現
主
義
舞
踊「
ノ
イ
エ
・
タ
ン
ツ
」が
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
る
。「
ノ
イ
エ
・
タ
ン
ツ
」の
創
始
者
マ
リ
ー
・
ウ
ェ
グ
マ
ン
に
師
事
し
た
江
口
隆
哉
、
宮
操
子
に
大
野
一
雄

が
師
事
し
、そ
こ
か
ら
独
立
し
た
大
野
の
踊
り
に
強
い
影
響
を
受
け
た
土
方
巽
が
大
野
と「
暗
黒
舞
踏
」を
形
成

し
た
か
ら
だ
。そ
の
土
方
の
著
書『
病
め
る
舞
姫
』は
通
読
す
ら
容
易
で
は
な
い
混
沌
と
し
た
不
可
解
さ
で
知
ら

れ
、「
言
葉
に
よ
る
舞
踏
」と
も
言
わ
れ
る
極
め
て
独
自
な
言
語
世
界
を
持
ち
、
今
な
お
研
究
者
や
舞
踏
家
を
魅

了
し
、
翻
弄
し
続
け
る
。そ
れ
は
幼
少
期
の
土
方
の
記
憶
か
ら
醸
成
さ
れ
た
よ
う
で
も
あ
り
、
土
方
の
生
ま
れ

育
っ
た
東
北
の
風
景
が
生
ん
だ
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
文
学
と
し
て
の
自
叙
伝
と
も
言
え
る
。こ
の
『
病
め
る
舞

姫
』
を
読
ん
で
い
る
と
き
、
私
は
あ
る
テ
キ
ス
ト
に
目
が
止
ま
っ
た
。そ
れ
が
今
回
引
用
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ

る
。そ
れ
は
私
が
大
野
一
雄
の
存
在
と
曽
我
蕭
白
の
絵
、
そ
し
て
細
江
英
公
の
写
真
に
触
発
さ
れ
て
描
い
た
罔

両
画
に
よ
る
「
寒
山
拾
得
」
の
作
品
を
舞
踏
し
て
い
る
光
景
が
書
か
れ
て
い
る
と
錯
覚
す
る
よ
う
な
テ
キ
ス
ト

だ
っ
た
。私
は
土
方
よ
り
も
大
野
一
雄
の
存
在
そ
の
も
の
に
関
心
が
あ
る
。暗
黒
舞
踏
の
創
始
者
、メ
ン
タ
ー
と

し
て
の
土
方
の
存
在
は
未
だ
に
計
り
知
れ
な
い
が
、私
に
は
正
直
こ
の『
病
め
る
舞
姫
』に
も
ま
だ
馴
染
め
な
い

で
い
る
。し
か
し
、「
舞
踏
譜
」も「
病
め
る
舞
姫
」も
言
葉
が
与
え
る
幻
影
や
身
体
へ
の
作
用
が
強
く
あ
り
、言
葉

の
可
能
性
や
使
用
方
法
と
し
て
顧
み
る
と
興
味
深
い
。

ゲ
ー
テ
　[ Johann W

olfgang von G
oethe, 1749~1832  ]

18
〜
19
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
詩
人
、劇
作
家
、小
説
家
、自
然
科
学
者
、政
治
家
、法
律
家
。ド
イ
ツ
を
代
表
す
る
文

豪
で
、『
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』、『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』、『
色
彩
論
』な
ど
を
著
す
。作
品
に
は『
魔
王
』『
フ
ァ
ウ
ス

ト
』な
ど
、シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
、モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を
は
じ
め
多
く
の
作
曲
家
が
曲
を
つ
け
て
い
る
。（
あ
と
、鉱
物
学
者
で

石
の
コ
レ
ク
タ
ー
。１
万
９
千
点
も
石
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
る
ら
し
い…

。）　
晩
年
の
２
０
年
を
か
け
て
著
し
た「
色
彩
論
」

は
、１
８
１
０
年
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。第
一
部
の
教
示
篇
で
色
彩
に
関
す
る
己
の
基
礎
理
論
を
展
開
し
、第
二

部
の
論
争
篇
で
は
、近
代
科
学
の
機
械
論
的
世
界
観
に
危
機
感
を
覚
え
て
い
た
ゲ
ー
テ
に
よ
る
ニ
ュ
ー
ト
ン
の

光
学
的
色
彩
論
に
対
す
る
批
判
を
展
開
す
る
。第
三
部
の
歴
史
編
で
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
１
８
世
紀
後
半
ま

で
の
色
彩
論
の
歴
史
を
辿
る
。ゲ
ー
テ
の
色
彩
論
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
色
彩
論
と
根
本
的
に
異
な
る
点
は
、
色
の

生
成
に
光
と
闇
を
持
ち
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。ニ
ュ
ー
ト
ン
に
と
っ
て
闇
は
光
の
欠
如
で
研
究
対
象
に
な

ら
な
い
が
、ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
闇
は
、光
と
共
に
色
彩
現
象
の
両
極
を
担
う
重
要
な
要
素
で
あ
る
。も
し
こ
の
世

界
に
光
し
か
な
か
っ
た
ら
色
彩
は
成
立
し
な
い
。闇
だ
け
で
も
成
立
し
な
い
。光
と
闇
の
中
間
あ
っ
て
、こ
の
両

局
が
作
用
し
合
う「
く
も
り
」の
中
で
色
彩
は
成
立
す
る
と
論
じ
て
い
る
。テ
キ
ス
ト
は
色
彩
論
の
ま
え
が
き
部

分
か
ら
引
用
し
て
い
る
。こ
こ
で
は
色
彩
は
単
な
る
主
観
で
も
客
観
で
も
な
く
、
人
間
の
目
の
感
覚
と
自
然
た

る
光
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
生
成
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。こ
の
テ
キ
ス
ト
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
滞

在
時
に
受
け
た
光
に
対
す
る
強
い
印
象
か
ら
描
い
た
作
品《Aura

》に
呼
応
す
る
。色
彩
＝
光
の
行
為
、
色
彩
は

光
と
闇
の
両
極
の
作
用
に
よ
る
と
提
言
し
た
こ
の
言
葉
は
、色
彩
と
墨
に
よ
る
水
平
方
向
の
シ
ン
プ
ル
な
筆
触

行
為
の
作
用
に
よ
る
こ
の
作
品
制
作
方
法
と
も
ど
こ
か
通
じ
て
い
る
と
感
じ
る
。さ
ら
に
こ
の
展
開
と
し
て

《Valo

》（
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
で
光
）と
い
う
作
品
を
、
同
時
期
に
開
催
し
て
い
るLightsGallery 
で
の
個
展
に
展
示

し
て
お
り
、
そ
こ
で
も
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
引
用
さ
れ
て
い
る
。あ
わ
せ
て
フ
ィ
オ
ナ
・
タ
ン
用
語
集
の「
光
」の

テ
キ
ス
ト
が
並
置
さ
れ
、
古
典
と
現
代
の
ふ
た
つ
の
テ
キ
ス
ト
が
響
き
合
う
。色
彩
↓
光
↓
闇
↓
影
↓
像
と
言

葉
が
か
さ
な
る
。《Aura

》お
よ
び《Valo

》の
像
は
水
面
と
空
の
水
平
線
の
様
相
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
単
な
る

水
平
方
向
の
筆
致
や
色
彩
に
も
み
え
る
。（
実
際
の
行
為
と
し
て
は
そ
う
で
あ
ろ
う
。）　
像
は
抽
象
的
色
彩
と
具
象
的

イ
メ
ー
ジ
の
両
極
の
作
用
の
中
で
揺
れ
、ど
ち
ら
で
も
あ
り
う
る
。

ラ
ン
ボ
ー
　[ Arthur R

im
baud, 1854~1891  ]

１
９
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
詩
人
。早
熟
な
天
才
、
神
童
と
称
さ
れ
た
彼
は
１
５
歳
の
と
き
か
ら
詩
を

書
き
始
め
、
２
０
歳
で
詩
を
放
棄
す
る
ま
で
の
わ
ず
か
数
年
の
間
に
、「
酔
い
ど
れ
船
」な
ど
の
高
踏
派
・
象
徴

派
の
韻
文
詩
か
ら
散
文
詩
集『
地
獄
の
季
節
』、散
文
詩
・
自
由
詩
に
よ
る『
イ
リ
ュ
ミ
ナ
シ
オ
ン
』ま
で
詩
の
伝

統
を
大
き
く
変
え
た
。『
見
者
の
手
紙
』は
彼
の
詩
論
・
詩
人
論（
自
分
に
つ
い
て
の
告
白
）と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

「
詩
人
は
、あ
ら
ゆ
る
感
覚
の
、長
期
に
わ
た
る
、広
大
無
辺
で
し
か
も
理
に
即
し
た
錯
乱
に
よ
っ
て
、見
者
と
な

る
。（
未
知
な
る
も
の
に
出
会
う
。）」と
語
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
道
徳
を
は
じ
め
と
す
る
す
べ
て
の
因
習
、
既
成
概
念
、
既

存
の
秩
序
を
捨
て
去
り
、精
神
・
道
徳
、身
体
の
限
界
を
超
え
、未
知
を
体
系
的
に
探
求
し
よ
う
と
し
た
反
逆
・

革
命
の
詩
人
で
あ
り
、ダ
ダ
イ
ス
ム
、シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
へ
の
道
を
切
り
開
い
た
詩
人
で
あ
る
。テ
キ
ス
ト
は

『
見
者
の
手
紙
』の
一
文
か
ら
。１
８
７
１
年
５
月
１
５
日
ポ
ー
ル
・
ド
メ
ニ
ー
に
宛
て
た
書
簡
に
お
い
て
、
理

想
の
詩
人
と
し
て 

ラ
ン
ボ
ー
が
掲
げ
た「
見
者
」と
は
、「
あ
ら
ゆ
る
感
覚
を
狂
わ
せ
る
」こ
と
に
よ
っ
て「
未
知

の
も
の
」を「
見
る
」こ
と
の
で
き
る
詩
人
で
あ
る
。ま
た
同
テ
キ
ス
ト
の
前
文
に
は「Je est un autre

．（「
私
」と

い
う
の
は
ひ
と
り
の
他
人
で
す
。）」と
い
う
ラ
ン
ボ
ー
の
有
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
個
人

的
な
事
で
す
が
、
偶
然
目
に
留
ま
っ
た
権
藤
南
海
子
氏（
明
治
大
学
短
期
大
学
教
授
）の「《
見
者
の
手
紙
》つ
い
て
の

考
察
一
異
文
化
間
に
お
け
る
自
己
と
他
者
」の
あ
る
一
文
を
読
ん
だ
と
き
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
私
の
作
品
に
な
に

か
近
い
も
の
を
感
じ
る
不
思
議
な
記
述
に
出
会
っ
た
。﹇
ラ
ン
ボ
ー
作
品
に
お
い
て
光
は
暗
闇
の
中
に
潜
ん
で

い
た
様
々
な
も
の
を
照
ら
し
出
し
、そ
れ
ら
の
色
や
形
を
明
ら
か
に
す
る
。ま
た
、水
も
光
と
同
様
に
変
容
す
る

存
在
で
あ
る
。水
は
光
を
反
射
し
拡
散
さ
せ
る
鏡
面
効
果
を
持
ち
、そ
の
対
象
を
水
面
に
映
し
出
す
。そ
の
た
め

水
面
は
実
像
と
幻
像
と
の
境
界
線
で
あ
る
。同
様
に「
記
憶
」に
お
い
て
も
、
光
を
反
射
す
る
水
は
自
然
に
登
場

し
た
鏡
で
あ
る
。光
が
川
辺
に
あ
る
花
や
植
物
の
姿
を
水
面
に
映
し
出
す
と
、
そ
の
光
景
は
そ
れ
を
見
て
い
る

語
り
手
の
記
憶
に
反
応
し
、
様
々
な
連
想
を
呼
び
起
こ
す
。 光
と
水
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
世
界
を
詩
中
に
生
じ

さ
せ
、見
者
で
あ
る
詩
人
は
未
知
の
も
の
を
そ
こ
に
見
出
す
想
像
力
に
よ
っ
て
現
実
と
虚
構
の
境
界
線
す
ら
消

失
さ
せ
て
し
ま
う
の
だ
。﹈


