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3 人生はなぜ生きるに値するのか――フッサールによる生の否定と肯定

１　

フ
ッ
サ
ー
ル
の
二
つ
の
顔

フ
ッ
サ
ー
ル
は
人
類
の
未
来
に
つ
い
て
楽
観
的
に
語
る
と
き
と
、
悲
観
的
に
語

る
と
き
が
あ
る
。
楽
観
的
な
語
り
の
例
か
ら
見
て
み
よ
う
。

あ
の
懐
疑
的
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム

0

0

0

0

0

0

0

0

0

や
、
私
た
ち
の
時
代
を
決
定
的
な
か
た
ち
で
支

配
す
る
恥
知
ら
ず
で
ソ
フ
ィ
ス
ト
め
い
た
政
治
的
詭
弁
は
、
社
会
倫
理
的
な

議
論
を
、
完
全
に
堕
落
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
と
っ
て
の
自
己
中
心
的
な

目
的
の
た
め
の
口
実
と
し
て
し
か
用
い
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
ペ
シ
ミ
ズ
ム

や
詭
弁
は
、
自
然
に
生
じ
た
共
同
体
概
念
が
︹
⋮
⋮
︺
複
雑
に
絡
み
合
っ
て

覆
わ
れ
た
間
接
性
を
ま
と
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
ま
っ
た
く
不
可
能
に
な

る
だ
ろ
う
。︹
⋮
⋮
︺
厳
密
な
学
問
だ
け
が
こ
こ
で
確
実
な
方
法
と
確
固
た

る
成
果
を
打
ち
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
学
問
だ
け

が
、
理
性
的
な
文
化
改
革

0

0

0

0

0

0

0

0

が
頼
り
に
す
る
理
論
的
な
予
備
作
業
を
も
た
ら
す

こ
と
が
で
き
る
（X

X
V

II, 5-6

）（
強
調
八
重
樫
）。

厳
密
な
学
問
と
い
う
こ
と
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
超
越
論
的
現
象

学
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
哲
学
と
諸
科
学
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
厳
密
な
学

問
は
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
信
じ
る
に
値
し
な
い
も
の
に
し
、
人
類
の
文
化
を
理
性
的
に

改
革
す
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
現
象
学
は
人
類
を
よ
い
方
向
に
導
く
と
フ
ッ
サ
ー

ル
は
信
じ
て
い
る
。

次
に
悲
観
的
な
語
り
の
例
を
挙
げ
よ
う
。

し
か
し
、
輝
か
し
い
文
化
は
崩
壊
し
、
高
貴
な
民
族
は
退
化
し
た
。
盲
目
的

な
自
然
の
力
は
、
し
ば
し
ば
破
壊
的
な
力
と
し
て
現
れ
る
（
地
震
、
砂
漠

化
）。︹
⋮
⋮
︺
も
ち
ろ
ん
、
廃
墟
の
中
か
ら
新
た
な
生
が
花
開
く
こ
と
も
あ

る
。︹
⋮
⋮
︺
し
か
し
、
そ
の
新
た
な
生
は
、
価
値
あ
る
生
、
よ
り
高
い
価

値
を
目
指
す
生
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
世
界
と
こ
の
精
神
的
世
界
は
、
価
値
の

発
展
と
無
化
の
盲
目
的
な
ご
た
混
ぜ
で
あ
り
、
偶
然
的
な
ご
た
混
ぜ
の
中
に

現
れ
る
あ
ら
ゆ
る
善
と
悪
の
中
に
、
ひ
と
か
け
ら
の
理
性
の
達
成
が
あ
り
は

す
る
も
の
の
、
そ
れ
も
途
切
れ
て
千
倍
も
の
非
合
理
性
に
飲
み
込
ま
れ
る
の

だ
ろ
う
か
（X

LII, 308

）。

不
条
理
に
満
ち
た
こ
の
世
界
で
は
、
ど
ん
な
に
栄
え
た
民
族
や
文
化
も
や
が
て
衰

退
す
る
運
命
に
あ
る
。
人
類
が
自
ら
の
力
で
人
類
自
身
の
生
と
こ
の
世
界
を
よ
り

よ
い
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
虚
し
い
努
力
な
の
で
は
な
い

か
。
こ
の
よ
う
な
疑
い
を
こ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
吐
露
し
て
い
る
。

最
初
の
楽
観
的
な
引
用
は
一
九
二
三
年
の
『
改
造
』
第
一
論
文
か
ら
の
も
の
で

人
生
は
な
ぜ
生
き
る
に
値
す
る
の
か
︱
︱
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
生
の
否
定
と
肯
定

八
重
樫　

徹



4

あ
り
、
後
の
悲
観
的
な
引
用
は
同
時
期
に
書
か
れ
た
草
稿
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

人
類
の
力
で
生
の
条
件
を
改
善
で
き
る
と
信
じ
る
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
ト
と
、
そ
の
よ

う
な
可
能
性
に
懐
疑
を
向
け
る
ペ
シ
ミ
ス
ト
。
ど
ち
ら
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
本
当
の

顔
な
の
だ
ろ
う
か
。

人
類
の
生
の
価
値
に
つ
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
草
稿
で
し
ば
し
ば
悲
観
的
な
見
解

を
述
べ
て
い
る
の
は
た
し
か
だ
が
、
そ
れ
は
後
に
続
く
議
論
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
一
人
の
人
間
と
し
て
人
生
を
悲
観
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
が
、
哲
学
的
見
解
と
し
て
は
、
理
性
の
目
的
論
を
核
と
す
る
オ
プ
テ
ィ

ミ
ズ
ム
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
最
後
ま
で
捨
て
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
だ

が
、
本
稿
の
関
心
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
が
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
ど
の
よ
う
に
乗
り

越
え
よ
う
と
し
た
の
か
、
ま
た
乗
り
越
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
か
、
と
い
う
点

に
あ
る
。

以
下
で
は
ま
ず
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
特
徴
づ

け
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
前
提
か
ら
導
か
れ
る
の
か
を
再
構
成
す
る
（
２
）。
次

に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
際
に
ど
の
よ
う
な
思
考

の
筋
道
を
歩
ん
だ
の
か
、
あ
る
い
は
歩
む
こ
と
が
で
き
た
の
か
を
考
察
す
る
。
そ

こ
で
は
「
愛
の
価
値
」「
理
性
信
仰
」「
努
力
と
不
満
足
の
肯
定
」
と
い
う
三
つ
の

ア
イ
デ
ィ
ア
を
検
討
す
る
が
、
ど
れ
も
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
決
定
的
な
克
服
に
は
つ

な
が
ら
な
い
こ
と
を
示
す
（
３
）。
次
に
、
学
問
に
よ
る
生
の
革
新
と
い
う
フ
ッ

サ
ー
ル
の
企
て
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
は
や
は
り
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
決
定
的
に
斥
け

る
も
の
で
は
な
い
が
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
両
立
す
る
よ
う
な
一
種
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ

ム
と
し
て
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
を
フ
ッ
サ
ー
ル
哲
学

の
枠
内
で
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
（
４
）。

２　

フ
ッ
サ
ー
ル
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム

冒
頭
で
二
番
目
に
引
用
し
た
草
稿
の
一
節
で
は
、
人
間
の
生
は
一
般
に
、
つ
ま

り
過
去
に
生
き
ら
れ
た
生
も
未
来
に
生
き
ら
れ
る
生
も
す
べ
て
、
価
値
の
な
い
も

の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
疑
い
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
人
生
が
担
う
こ
と
の

で
き
る
価
値
に
は
、
幸
福
や
道
徳
的
善
や
美
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
も
の
が

あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
価
値
は
、
人
生
が
総
合
的
に
見
て

「
生
き
る
に
値
す
る
／
し
な
い
」
と
言
わ
れ
る
と
き
に
意
味
さ
れ
る
よ
う
な
包
括

的
な
価
値
の
こ
と
だ
と
理
解
し
た
い
。
そ
れ
は
「
人
生
の
意
味
」
の
一
つ
の
意
味

に
対
応
す
る
。
レ
ジ
ン
ス
タ
ー
は
「
人
生
の
意
味
」
の
二
つ
の
意
味
を
区
別
し
て

い
る
（R

eginster 2006, 21-23

）。
一
つ
は
道
徳
性
や
幸
福
と
並
置
さ
れ
る
特
殊

な
価
値
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
人
生
の
有
意
味
性
（m

eaningfulness

）
と
言

い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
う
一
つ
が
包
括
的
価
値
と
し
て
の
人
生
の
意
味
で

あ
り
、
総
合
的
に
見
て
人
生
が
生
き
る
に
値
す
る
（w

orth of living

）
と
言
わ
れ

る
と
き
に
人
生
に
帰
さ
れ
る
価
値
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
が
考
え
て
い
る
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
、
包
括
的
価
値
と
し
て
の
人
生
の

意
味
を
一
般
に
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
「
誰
の
人
生
も
生
き

る
に
値
し
な
い
」
と
主
張
す
る
。
こ
の
主
張
に
は
、
様
相
的
に
弱
い
バ
ー
ジ
ョ
ン

と
強
い
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
弱
い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
、「
現0

実
世
界
に
お
い
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

、
誰
の
人
生
も
生
き
る
に
値
し
な
い
」
と
主
張
す
る
。
強
い

ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
、「
あ
ら
ゆ
る
可
能
世
界
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
誰
の
人
生
も
生
き
る
に
値

し
な
い
」
と
主
張
す
る
。

上
の
引
用
か
ら
読
み
取
れ
る
か
ぎ
り
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
弱
い
ペ
シ
ミ
ズ
ム

し
か
語
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
人
生
が
営
ま
れ
る
こ
の

0

0

世
界

が
持
っ
て
い
る
特
徴
の
ゆ
え
に
、
こ
の

0

0

世
界
で
は
ど
ん
な
人
生
も
生
き
る
に
値
し
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な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
他

の
テ
キ
ス
ト
も
見
て
み
よ
う
。

私
は
、
人
間
共
同
体
と
世
界
に
お
け
る
私
の
生
を
究
極
的
に
肯
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
ら
、
私
が
世
界
の
意
味

を
信
じ
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。「
理
論
的
に
は
」、
そ
れ
を
信
じ
る
根
拠
を
私

は
も
た
な
い
（V

III, 354
）

生
の
価
値
を
肯
定
す
る
た
め
の
基
盤
と
な
る
「
世
界
の
意
味
」
を
信
じ
る
べ
き
理

論
的
根
拠
は
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
現
実
世
界
で
は
生
の
価
値
を
肯
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
に
お
い
て
そ
れ
は

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
は
、
引
用
部
分
だ
け
か
ら
は
明
ら
か
で
な
い
。
だ

が
少
な
く
と
も
、
強
い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
真
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
フ
ッ
サ
ー
ル

が
考
え
て
い
る
可
能
性
は
残
る
。

強
い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
真
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
疑
い
の
こ
と
を
「
強
い

懐
疑
的
ペ
シ
ミ
ズ
ム
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
強
い
懐
疑
的
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
フ
ッ

サ
ー
ル
に
帰
す
る
こ
と
は
妥
当
だ
ろ
う
か
。
妥
当
で
あ
る
可
能
性
は
あ
る
。
フ
ッ

サ
ー
ル
が
生
の
価
値
と
世
界
の
不
合
理
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
を
も
と

に
、
強
い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
一
歩
手
前
ま
で

0

0

0

0

0

0

導
く
論
証
を
再
構
成
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
論
証
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

【
強
い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
論
証
】

１　

倫
理
的
な
生
は
理
性
的
な
生
で
あ
る

２　

実
践
理
性
に
よ
る
生
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
世
界
が
合
理
的
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

３　

世
界
は
不
合
理
で
あ
る

４　

倫
理
的
に
生
き
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
（
１
～
３
よ
り
）

５　

倫
理
的
に
生
き
る
こ
と
は
そ
う
で
な
い
価
値
よ
り
も
つ
ね
に
高
い
価
値
を

持
つ

６　

最
高
の
価
値
を
実
現
で
き
な
い
生
は
生
き
る
に
値
し
な
い

７　

あ
ら
ゆ
る
生
は
生
き
る
に
値
し
な
い
（
４
～
６
よ
り
）

こ
の
論
証
の
説
得
力
は
当
然
、
各
前
提
の
確
か
ら
し
さ
に
依
存
す
る
。
前
提
１

と
５
は
フ
ッ
サ
ー
ル
倫
理
学
の
基
本
的
主
張
で
あ
り
、
一
応
の
正
当
化
を
与
え
る

こ
と
が
で
き
る
１
（
八
重
樫 

二
〇
一
七
、
第
五
章
お
よ
び
第
六
章
）。
フ
ッ
サ
ー

ル
の
い
う
倫
理
的
な
生
と
は
理
性
的
で
あ
ろ
う
と
つ
ね
に
努
力
し
続
け
る
生
の
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
生
は
最
高
に
価
値
の
あ
る
生
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ど
ち

ら
も
自
明
な
主
張
で
は
な
い
が
、
一
九
二
〇
年
代
の
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
は
十

分
な
確
か
ら
し
さ
を
持
っ
て
い
た
。

前
提
２
も
フ
ッ
サ
ー
ル
が
明
示
的
に
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
そ
れ
ゆ
え

私
は
一
方
で
︱
︱
第
一
に
︱
︱
、
倫
理
的
生
を
私
自
身
に
要
求
し
な
い
わ
け
に
い

か
な
い
。
そ
し
て
こ
の
定
言
的
要
求
に
私
は
無
条
件
に
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
だ
が
他
方
で
、
私
は
世
界
に
も
何
ご
と
か
を
要
求
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
つ
ま
り
、
理
性
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
私
の
意
図
に
適
合
す
る
よ
う
な
形
態
を

世
界
が
持
つ
こ
と
を
要
求
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
」（X

LII, 331

）。

前
提
３
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
倫
理
的
な
生
と
は
理
性
的
で
あ
ろ
う
と
つ
ね
に

努
力
し
続
け
る
生
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
生
に
適
し
た
世
界
と
は
、
理
性

的
で
あ
ろ
う
と
努
力
し
続
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
世
界
で
あ
る
。
し
か
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し
、
人
間
は
い
つ
か
死
ぬ
し
、
死
ぬ
前
に
も
、
精
神
を
病
ん
だ
り
し
て
、
理
性
的

で
あ
ろ
う
と
努
力
す
る
可
能
性
を
不
可
逆
な
仕
方
で
失
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
個

人
で
は
な
く
人
類
共
同
体
の
生
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
個
人
が
最
高
の
生
を
生
き

よ
う
と
す
る
こ
と
は
虚
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
共
同
体
の
生
は
個
人
の
生
の
期

間
を
超
え
て
続
く
。
し
た
が
っ
て
、
共
同
体
の
生
が
最
高
の
価
値
を
持
っ
た
生
、

つ
ま
り
倫
理
的
な
生
に
近
づ
く
こ
と
に
個
人
が
貢
献
で
き
れ
ば
、
個
人
の
生
も
生

き
る
に
値
し
な
い
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
世
界
は
い
つ
か
滅

ぶ
。
つ
ま
り
個
人
の
生
と
同
様
に
、
共
同
体
の
生
に
も
終
わ
り
が
約
束
さ
れ
て
い

る
。
個
人
が
い
つ
か
死
ぬ
こ
と
も
、
共
同
体
が
い
つ
か
滅
ぶ
こ
と
も
、
経
験
的
に

相
当
確
か
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
生
が
必
然
的
に
何
ら
か
の
世
界
に
お
い
て
営
ま

れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
ほ
と
ん
ど
必
然
的
に
確
か
な
こ
と
だ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は

考
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
世
界
の
意
味
を
信
じ
る
理
論
的
な
根
拠
は
な

い
」
と
い
う
す
で
に
見
た
発
言
は
そ
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
、
前
提
３

は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
相
当
確
か
な
前
提
で
あ
る
。

あ
と
は
前
提
６
が
確
か
ら
し
い
と
言
え
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
強
い
ペ
シ
ミ
ズ

ム
を
信
じ
る
の
に
ほ
ぼ
十
分
な
根
拠
を
手
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
前
提

６
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
明
示
的
に
は
主
張
し
て
い
な
い
し
、
そ
れ
を
支
持
す
る
議
論

を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
著
作
の
中
に
見
つ
け
る
こ
と
も
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
テ
キ
ス

ト
に
も
と
づ
い
て
再
構
成
で
き
る
の
は
あ
く
ま
で
強
い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
一
歩
手
前

ま
で
導
く
論
証
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
強
い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
正
し

い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
疑
い
を
述
べ
て
は
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
そ
の
疑
い
を
乗

り
越
え
る
方
向
に
進
む
。

３　

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
克
服

３
︱
１　

ニ
ー
チ
ェ
に
よ
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服

以
下
で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が
ど
の
よ
う
に
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
の

か
を
テ
キ
ス
ト
に
も
と
づ
い
て
再
構
成
す
る
こ
と
を
試
み
る
が
、
そ
の
際
、
ニ
ー

チ
ェ
に
よ
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
の
レ
ジ
ン
ス
タ
ー
に
よ
る
再
構
成
を
参
考
に

す
る
。
こ
れ
は
迂
遠
な
や
り
方
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
利
点
が
あ
る
。
ま

ず
、
レ
ジ
ン
ス
タ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ
が
取
る
こ
と
の
で
き
た
思
考
の
筋
道
を
よ
く

整
理
さ
れ
た
仕
方
で
提
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
が
克
服
し
よ
う
と
し

た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
や
克
服
の
過
程
で
検
討
し
た
ア
イ
デ
ィ
ア
と
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
克

服
し
よ
う
と
し
た
ペ
シ
ミ
ズ
ム
や
克
服
の
過
程
で
検
討
し
た
ア
イ
デ
ィ
ア
の
間
に

は
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
か
な
り
の
対
応
関
係
が
成
り
立
つ
。
そ
の
た
め
、
こ
こ

で
レ
ジ
ン
ス
タ
ー
に
よ
る
ニ
ー
チ
ェ
の
再
構
成
を
参
照
す
る
こ
と
は
、
フ
ッ
サ
ー

ル
の
思
考
の
筋
道
を
歪
曲
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
再
構
成
を
よ
り

容
易
か
つ
見
通
し
の
よ
い
も
の
に
し
て
く
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
レ
ジ
ン
ス
タ
ー
が
再
構
成
す
る
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の

克
服
を
、
細
部
を
削
ぎ
落
と
し
て
簡
略
化
し
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
見
て
み
よ

う
２
。「
道
徳
性
は
最
高
の
価
値
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
生
に
お
い
て
実
現
不
可
能

で
あ
る
」
と
い
う
主
張
を
レ
ジ
ン
ス
タ
ー
は
「
絶
望
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と

呼
ぶ
。
こ
れ
は
上
で
見
た
強
い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
論
証
の
前
提
６
に
あ
た
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
生
は
生
き
る
に
値
し
な
い
こ
と
（
強

い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
）
が
ほ
ぼ
帰
結
す
る
。
こ
れ
を
否
定
す
る
道
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
が

ま
ず
考
え
る
の
は
、
道
徳
的
価
値
の
客
観
性
を
否
定
す
る
と
い
う
道
で
あ
る
。
最

高
の
価
値
で
あ
る
と
さ
れ
た
道
徳
的
価
値
が
客
観
的
な
価
値
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
な
ら
、
そ
れ
を
実
現
で
き
な
い
と
し
て
も
絶
望
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
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陥
ら
ず
に
済
む
。
こ
の
道
を
と
る
際
、
ニ
ー
チ
ェ
は
道
徳
的
価
値
だ
け
で
な
く
ど

ん
な
価
値
も
客
観
的
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
だ
が
そ
う
す
る
と
今
度
は
、
レ
ジ

ン
ス
タ
ー
の
い
う
「
方
向
喪
失
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
に
直
面
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
は
ど
ん
な
価
値
に
も
コ
ミ
ッ
ト
で
き
な
い
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
方
向

喪
失
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
避
け
る
道
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
は
二
つ
の
選
択
肢
を

考
え
て
い
る
。
一
つ
は
規
範
的
主
観
主
義

0

0

0

0

0

0

0

を
と
る
道
、
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
価
値
の

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
相
対
性
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
道
で
あ
る
。
人
は
自
分
の

目
に
映
る
価
値
を
価
値
だ
と
信
じ
れ
ば
よ
い
。
客
観
的
価
値
は
存
在
し
な
い
が
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
方
向
を
見
失
う
こ
と
は
な
い
。
も
う
一
つ
は
規
範
的
虚
構
主
義

0

0

0

0

0

0

0

を
取
る
道
、
つ
ま
り
価
値
と
い
う
も
の
は
生
に
有
用
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
考
え

る
道
で
あ
る
。
現
実
の
価
値
と
い
う
も
の
は
な
い
が
、
生
き
る
の
に
役
立
つ
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
に
す
が
れ
ば
よ
い
。
こ
の
場
合
も
方
向
喪
失
に

は
陥
ら
な
く
て
済
む
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
道
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
再
び
絶
望

と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
価
値
が
主
観
的
な
も
の
だ

と
し
て
も
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
し
て
も
、
い
ず
れ
に
し
て
も
価
値
が
世
界
の
う

ち
に
実
現

0

0

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
人
生
を
生
き
る
中
で
ど
ん
な
価

値
も
実
現
で
き
な
い
と
し
た
ら
、
や
は
り
生
き
る
こ
と
は
虚
し
い
。
こ
の
苦
境
に

至
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
が
取
る
の
は
、
苦
悩
の
価
値
転
換

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
道
で
あ
る
。
人
生

は
一
般
に
、
そ
の
う
ち
で
道
徳
的
価
値
を
実
現
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
苦
悩
に

満
ち
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
苦
悩
は
力
を
増
大
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
善
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
価
値
転
換
に
よ
っ
て
絶
望
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
が
乗
り
越
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
最
高
の
価
値
は
も
は
や
道
徳
で
は
な
く
力

に
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
思
考
の
筋
道
に
よ
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
が
本
当
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
克
服

す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
、
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
３
。
こ
れ

と
似
た
思
考
の
筋
道
を
フ
ッ
サ
ー
ル
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
だ
け

が
こ
こ
で
は
重
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
絶
望
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
に
あ
た
る
も
の
を
回
避
し
よ
う
は
し
て
い
る
も
の
の
、
方
向
喪
失
と
し
て
の
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
の
方
は
は
っ
き
り
と
問
題
に
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
私
の
見
る
と

こ
ろ
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
検
討
し
て
い
る

ア
イ
デ
ィ
ア
の
中
に
は
、
方
向
喪
失
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
対
応
策
と

し
て
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
以
下
で
取
り
上
げ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の

ア
イ
デ
ィ
ア
は
、「
愛
の
価
値
」、「
理
性
信
仰
」、「
努
力
と
不
満
足
の
肯
定
」
の

三
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
順
番
に
、
レ
ジ
ン
ス
タ
ー
の
い
う
規
範
的
主
観
主
義
、

規
範
的
虚
構
主
義
、
苦
悩
の
価
値
転
換
に
（
内
容
的
に
も
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
／
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
の
克
服
過
程
に
お
け
る
役
割
の
上
で
も
）
対
応
す
る
。

３
︱
２　

愛
の
価
値

一
九
二
〇
年
代
の
倫
理
学
関
係
の
草
稿
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
愛
の
主
体
に

と
っ
て
愛
す
る
対
象
が
持
つ
特
別
な
価
値
に
注
目
し
、
そ
れ
が
中
立
的
観
点
か
ら

の
正
当
化
を
超
え
た
絶
対
的
当
為
の
源
泉
に
な
る
と
論
じ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

特
別
な
価
値
は
客
観
的
価
値
か
ら
区
別
さ
れ
、「
愛
の
価
値
」
と
呼
ば
れ
る
（
八

重
樫 

二
〇
一
七
、
第
六
章
参
照
）。

大
ま
か
に
言
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
生
が
持
ち
う
る
最
高
の
価

値
は
道
徳
的
価
値
だ
と
考
え
、
そ
れ
は
中
立
的
観
察
者
の
観
点
か
ら
正
当
化
可
能

な
理
性
的
生
に
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
生
だ
け
に
備
わ
る
価
値
だ
と
考
え
て
い
た

（
八
重
樫 
二
〇
一
七
、
第
五
章
）。
と
こ
ろ
が
い
ま
や
フ
ッ
サ
ー
ル
は
個
人
的
な

愛
の
価
値
を
道
徳
的
価
値
よ
り
も
上
位
に
置
く
。
あ
る
人
が
コ
ミ
ッ
ト
し
身
を
捧

げ
て
い
る
価
値
は
、
客
観
的
に
見
て
そ
れ
ほ
ど
価
値
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
そ
の
人
に
と
っ
て
は
本
物
の
価
値
で
あ
り
、
人
生
を
導
く
最
高
の
価
値
で
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あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
レ
ジ
ン
ス
タ
ー
の
い
う
規
範
的
主
観
主
義

に
大
ま
か
に
は
相
当
す
る
考
え
で
あ
る
。

規
範
的
主
観
主
義
に
は
、
価
値
の
「
実
現
」
に
つ
い
て
文
字
ど
お
り
の
意
味
で

は
語
れ
な
く
な
る
と
い
う
問
題
点
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
レ
ジ
ン
ス
タ
ー
に
よ

れ
ば
、
規
範
的
主
観
主
義
を
と
る
こ
と
で
方
向
喪
失
を
免
れ
た
と
し
て
も
、
再
び

絶
望
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
愛
の
価
値
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
意
味
で
誰
か
（
あ
る
い
は
何
か
）
を
愛
す
る
こ
と
と
は
、
一

つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
採
用
し
、
そ
れ
に
沿
っ
て
生
き
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
子
供
を
愛
す
る
こ
と
は
、
大
ま
か
に
言
え
ば
、
子
供
を
育
て
幸
せ
に
す
る
こ

と
や
自
分
が
よ
い
親
で
あ
り
続
け
る
こ
と
を
人
生
の
目
的
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

学
問
を
愛
す
る
こ
と
は
、
大
ま
か
に
言
え
ば
、
真
理
を
探
求
し
よ
い
学
者
で
あ
り

続
け
る
こ
と
を
人
生
の
目
的
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
生
の
目
的
あ
る

い
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
個
別
の
行
為
の
目
的
の
よ
う
に
、
あ
る
時
点
で
達
成
さ

れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
努
力
し
続
け
る
こ
と
で
不
断
に
実
現
さ
れ

続
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
な
ら
、
愛
の
価
値
を
実
現
す
る
こ
と

は
可
能
だ
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い（
八
重
樫 

二
〇
一
七
、二
二
〇
二
二
三
参
照
）。

し
か
し
、
誰
か
や
何
か
を
真
剣
に
愛
し
続
け
る
こ
と
が
本
物
の

0

0

0

価
値
を
実
現
す

る
こ
と
だ
と
つ
ね
に
言
え
る
か
ど
う
か
は
怪
し
い
。「
愛
に
理
由
は
必
要
か
」
と

い
う
問
題
は
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
難
問
だ
が
４
、
愛
が
一
般
に
正
当
化
を
免

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
か
な
り
確
か
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
他
人
に
何
を

言
わ
れ
よ
う
と
愛
を
貫
く
と
い
う
態
度
は
多
く
の
場
合
に
適
切
だ
が
、
他
人
へ

の
申
し
開
き
が
必
要
な
い
場
合
で
も
、
自
分
が
愛
し
て
い
る
も
の
が
本
当
に
愛

す
る
に
値
す
る
の
か
が
当
人
に
と
っ
て
問
題
に
な
る
こ
と
は
あ
る
。
愛
と
い
う

も
の
は
い
つ
で
も
そ
の
よ
う
な
可
能
性
に
開
か
れ
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
。
愛

は
こ
の
意
味
で
不
安
定
な
も
の
で
あ
り
、
揺
ら
い
だ
と
き
に
は
正
当
化
が
必
要

に
な
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
そ
う
考
え
た
よ
う
に
、
愛
は
人
生
の
統
合
性
を
形
づ

く
る
も
の
で
も
あ
る
か
ら
、
愛
の
正
当
化
は
な
お
さ
ら
重
要
で
あ
る
（
八
重
樫 

二
〇
一
九
、三
一
五
三
一
六
参
照
）。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
愛
の
価
値
を
最
高
の
価
値
と
す
る
道
は
、
ペ
シ
ミ
ズ

ム
の
決
定
的
な
克
服
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。「
私
が
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
愛
の
価

値
は
誰
が
何
と
言
お
う
と
最
高
の
価
値
な
の
だ
」
と
言
え
る
場
面
は
あ
る
だ
ろ
う

が
、
誰
で
も
つ
ね
に
そ
う
言
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
愛
の
価
値
が
本
物
の
価
値
な

の
か
ど
う
か
が
疑
わ
し
く
な
る
瞬
間
は
い
つ
で
も
訪
れ
う
る
。

３
︱
３　

理
性
信
仰

愛
の
価
値
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
の
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル

は
、
世
界
の
合
理
性
を
実
際
よ
り
も
過
大
に
見
積
も
る
あ
る
種
の
信
仰
に
よ
っ
て

人
間
の
生
は
無
価
値
か
ら
救
わ
れ
る
と
い
う
「
理
性
信
仰
」
の
思
想
を
語
っ
て
い
る
。

理
性
信
仰
。
世
界
が
人
間
の
目
的
を
〈
受
け
入
れ
て
く
れ
る
〉
リ
ア
ル

な
可
能
性
が
ご
く
わ
ず
か
し
か
な
い
と
し
た
ら
、
私
は
こ
の
蓋
然
性

（Verm
utlichkeit

）
を
あ
た
か
も
確
実
性
（G

ew
issheit

）
か
の
よ
う
に
受
け

取
り
、
そ
の
う
え
で
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
私
は
い

つ
で
も
可
能
な
か
ぎ
り
最
善
の
こ
と
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
。︹
⋮
⋮
︺

倫
理
的
な
「
か
の
よ
う
に
」。
倫
理
的
意
志
か
ら
力
を
得
る
信
仰
（X

LII, 
317

）。

こ
う
し
た
発
想
は
、
カ
ン
ト
の
「
実
践
理
性
の
要
請
」
の
フ
ッ
サ
ー
ル
な
り
の
解

釈
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（V

III, 354; X
X

V, 273-4

お
よ
び
吉
川

二
〇
一
一
、一
八
一
一
八
二
、一
九
九
二
〇
一
参
照
）。
世
界
の
不
合
理
性
は
倫
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理
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
意
志
を
挫
く
も
の
だ
が
、
逆
に
言
え
ば
、
倫
理
的
に
生

き
る
こ
と
は
世
界
が
合
理
的
だ
と
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
可
能
で
は
な
い
。

理
性
信
仰
は
人
生
が
生
き
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
信
仰

と
し
て
要
請
さ
れ
る
５
。
つ
ま
り
理
性
信
仰
へ
の
訴
え
は
、「
世
界
の
合
理
性
を

（
証
拠
に
反
し
て
）
信
じ
る
こ
と
は
生
に
と
っ
て
有
用
か
つ
必
要
な
こ
と
で
あ
る
」

と
い
う
発
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
に

レ
ジ
ン
ス
タ
ー
の
い
う
規
範
的
虚
構
主
義
に
対
応
す
る
。

し
か
し
、
ニ
ー
チ
ェ
の
規
範
的
虚
構
主
義
が
絶
望
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克

服
に
は
役
立
た
な
か
っ
た
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
理
性
信
仰
も
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の

克
服
に
は
役
立
た
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
当
然
な
が
ら
、
信
じ
た
こ
と
が
現
実

に
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
世
界
の
合
理
性
を
信
じ
て
生
き
た
と
し
て
も
、

不
合
理
性
を
突
き
つ
け
る
よ
う
な
出
来
事
に
絶
え
ず
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ

う
し
た
現
実
の
中
で
理
性
信
仰
を
抱
き
続
け
る
こ
と
は
、
現
実
に
目
を
つ
ぶ
る
こ

と
で
あ
り
、
逃
避
だ
と
さ
え
言
え
る
だ
ろ
う（
八
重
樫 

二
〇
一
七
、二
二
六
参
照
）。

３
︱
４　

努
力
と
不
満
足
の
肯
定

レ
ジ
ン
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
は
絶
望
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
克
服

す
る
た
め
に
苦
悩
を
肯
定
す
る
価
値
転
換
を
試
み
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
と
い
え

ば
、
人
間
の
生
の
本
質
を
努
力
に
よ
っ
て
規
定
し
、
絶
え
ず
努
力
し
続
け
る
こ
と

に
肯
定
的
な
価
値
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

人
間
の
生
の
本
質
に
は
、
さ
ら
に
、
そ
れ
が
つ
ね
に
努
力
と
い
う
形
式
に
お

い
て
生
じ
る
と
い
う
こ
と
が
属
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
究
極
的
に
は
、
人
間

の
生
は
い
つ
も
肯
定
的
な
努
力
と
い
う
形
式
を
と
り
、
し
た
が
っ
て
肯
定
的

な
価
値
の
達
成
に
向
け
ら
れ
て
い
る
（X

X
V

II, 25

）。

あ
ら
ゆ
る
生
が
絶
え
ざ
る
努
力
で
あ
る
こ
と
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
最
高
の
価

値
を
持
つ
倫
理
的
生
も
絶
え
ざ
る
努
力
で
し
か
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
フ
ッ

サ
ー
ル
は
倫
理
的
生
を
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
い
て
理
性
的
に
自
己
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
よ
う
と
努
め
る
生
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
。

真
の
人
間
の
生
、
決
し
て
終
わ
る
こ
と
の
な
い
自
己
教
育
に
お
け
る
生
は
、

い
わ
ば
「
方
法
」
の
生
、
理
想
の
人
間
性
に
向
け
た
方
法
の
生
で
あ
る
。

︹
⋮
⋮
︺
倫
理
的
な
生
は
つ
ね
に
自
己
規
律
な
い
し
自
己
陶
冶
の
生
、
た
え

ざ
る
自
己
監
督
の
も
と
で
の
自
己
統
御
の
生
な
の
で
あ
る
（X

X
V

II, 38-9

）。

し
か
し
、
絶
え
ざ
る
努
力
に
よ
る
終
わ
り
の
な
い
上
昇
と
し
て
生
を
特
徴
づ
け
る

こ
と
は
、
生
が
生
き
る
に
値
す
る
と
考
え
る
根
拠
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
「
一
切
の
生
は
苦
悩
で
あ
る
」（『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世

界
』
正
篇
五
六
）
と
言
う
が
、
そ
の
理
由
は
ま
さ
に
生
が
絶
え
ざ
る
努
力
だ
か
ら

で
あ
る
。「
努
力
と
い
う
も
の
は
す
べ
て
不
足
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
り
、
自
分
の

置
か
れ
て
い
る
状
態
に
対
す
る
不
満
足
か
ら
生
じ
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
し
た

が
っ
て
努
力
が
満
足
さ
れ
な
い
限
り
、
す
べ
て
の
努
力
は
苦
悩
で
あ
る
」（
同
上
、

五
六
）。

世
界
が
意
志
で
あ
る
以
上
、
生
は
必
然
的
に
否
定
的
な
価
値
し
か
持
ち
え
な
い

と
す
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
、
ニ
ー
チ
ェ
は
苦
悩
の
価
値
転

換
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
。
人
間
に
と
っ
て
善
い
も
の
と
は
、「
人
間

の
う
ち
に
力
の
感
情
、
力
へ
の
意
志
、
力
そ
の
も
の
を
高
め
る
も
の
す
べ
て
」
で

あ
る
（『
ア
ン
チ
ク
リ
ス
ト
』
二
）。

私
た
ち
の
諸
衝
動
（
た
と
え
ば
、
飢
え
、
性
衝
動
、
運
動
衝
動
）
が
充
足
さ
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れ
な
い
よ
う
な
場
合
、
普
通
、
そ
こ
に
は
抑
鬱
的
な
も
の
は
ま
っ
た
く
含
ま

れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
生
の
感
情
に
対
す
る
刺
激
と
し
て
働
く

︹
⋮
⋮
︺（
ペ
シ
ミ
ス
ト
た
ち
が
何
と
言
う
に
せ
よ
）。
欲
求
が
充
足
さ
れ
な

い
と
い
う
こ
う
し
た
事
態
は
、
人
を
生
に
倦
ま
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
生
に

対
す
る
大
い
な
る
刺
激
な
の
で
あ
る
（『
力
へ
の
意
志
』
六
九
七
）。

「
生
は
苦
悩
で
あ
る
」
と
い
う
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
同
じ
前
提
か
ら
、
ニ
ー

チ
ェ
が
ま
っ
た
く
逆
の
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
力
中

心
の
価
値
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
の
よ
う
な
価
値
論
を
採
用
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
に
と
っ
て
最
高
の
価
値
は
あ
く
ま
で
倫
理
で
あ
り
理

性
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
絶
え
ざ
る
不
満
足
の
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
は
不
合

理
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
生
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
こ
そ
価
値
の
あ
る
選
択
で
あ

る
、
と
い
う
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
的
な
結
論
に
行
き
つ
い
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ

る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
絶
え
ざ
る
努
力
と
し
て
の
生
を
肯
定
的
に
捉
え
よ
う
と
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
価
値
論
を
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
彼
は
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
克
服
に
成
功
し
て
い
な
い
。

４　

革
新
と
使
命

愛
の
価
値
、
理
性
信
仰
、
努
力
と
不
満
足
の
肯
定
と
い
う
（
ニ
ー
チ
ェ
の
中
に

対
応
物
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
）
三
つ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
い
ず
れ
も
フ
ッ

サ
ー
ル
が
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
克
服
す
る
た
め
に
十
分
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
克
服
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
道
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
著
作
の
中

に
も
う
一
つ
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
革
新
（Erneuerung

）
の
道
で
あ
る
。

冒
頭
に
引
用
し
た
『
改
造
』
第
一
論
文
の
一
節
で
は
こ
う
言
わ
れ
て
い
た
。

厳
密
な
学
問
だ
け
が
こ
こ
で
確
実
な
方
法
と
確
固
た
る
成
果
を
打
ち
立
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
学
問
だ
け
が
、
理
性
的
な
文

0

0

0

0

0

化
改
革

0

0

0

が
頼
り
に
す
る
理
論
的
な
予
備
作
業
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る

（X
X

V
II, 5-6

）（
強
調
八
重
樫
）

超
越
論
的
現
象
学
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
哲
学
と
諸
科
学
は
、
共
同
体
の
生

を
よ
り
理
性
的
な
も
の
へ
と
高
め
て
い
く
。
人
間
は
裸
の
自
然
の
中
で
生
き
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
自
ら
作
り
出
し
た
文
化
の
中
で
生
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
文

化
も
ま
た
生
の
条
件
を
な
し
て
お
り
、
よ
り
理
性
的
な
文
化
を
作
り
上
げ
る
こ
と

は
、
生
の
条
件
を
よ
り
合
理
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
強
い
ペ
シ
ミ
ズ

ム
の
論
証
を
再
構
成
し
た
際
に
見
た
よ
う
に
、
人
類
の
生
が
一
般
に
生
き
る
に
値

し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
理
由
の
一
つ
は
、
生
の
条
件
を
な
し
て
い
る
世
界
が
不
合

理
な
も
の
だ
か
ら
だ
っ
た
。
し
か
し
、
人
間
の
力
で
文
化
を
理
性
的
な
も
の
へ
と

変
え
て
い
け
る
と
す
れ
ば
、
世
界
の
不
合
理
性
を
部
分
的
に
は
解
消
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
希
望
が
持
て
る
。

人
が
病
気
に
な
っ
た
り
死
ん
だ
り
す
る
こ
と
や
、
地
球
が
い
つ
か
人
間
の
住
め

な
い
場
所
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
は
、
理
性
的
な
文
化
を
築
く
こ

と
に
よ
っ
て
は
払
拭
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
革
新
の
道

は
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
完
全
な
克
服
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
し
か
し
、
強
い
懐
疑
的
ペ

シ
ミ
ズ
ム
を
抱
き
な
が
ら
も
、
人
類
の
努
力
に
よ
っ
て
生
の
条
件
を
よ
り
合
理
的

な
も
の
に
で
き
る
と
信
じ
る
一
種
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
、
い
わ
ば
「
進
歩
的
オ
プ

テ
ィ
ミ
ズ
ム
」
を
信
じ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
立
場
を
フ
ッ
サ
ー

ル
に
帰
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
６
。

人
間
の
生
は
一
般
に
生
き
る
に
値
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
疑
い
を
抱
き

な
が
ら
、
生
の
条
件
を
よ
り
ま
し
な
も
の
に
変
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
人
間
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に
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
そ
の
た
め
に
努
力
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
た
し

か
に
矛
盾
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
困
難
な
要
求
で
も
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル

的
な
革
新
へ
の
努
力
は
「
学
問
が
世
界
を
合
理
的
に
す
る
」
と
い
う
希
望
を
持
ち

続
け
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
の
よ
う
な
希
望
は
ど
こ
か
ら
得
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ク
ラ
ウ
ス
・
ヘ
ル
ト
は
「
希
望
の
現
象
学
の
試
み
」
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ガ
ブ

リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
哲
学
者
を
超
え
て
、
生
の
条

件
の
克
服
へ
と
人
を
動
機
づ
け
る
希
望
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
な
の
か
を
考
察

し
て
い
る
。
ヘ
ル
ト
の
結
論
は
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る
。
不
条
理
な
災
禍
に
抵
抗

す
る
力
は
、
人
間
自
身
の
う
ち
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、「
現
在
の
生
の

状
況
全
体
が
全
く
期
待
し
得
ぬ
仕
方
で
よ
り
よ
い
も
の
に
な
る
可
能
性
に
肯
定
的

な
気
分
の
う
ち
で
開
か
れ
て
い
る
こ
と
（positive stim

m
unghafte O

ffenheit

）」

に
の
み
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
気
分
と
し
て
の
開
け
が
将
来
の
た

め
の
努
力
と
両
立
す
る
た
め
の
第
一
の
条
件
は
、「
気
分
が
降
り
か
か
っ
て
く
る

こ
と
に
お
い
て
、
或
る
別
の
力
が
私
の
力
と
し
て
己
を
告
げ
て
く
る
︹
と
い
う
こ

と
で
あ
る
︺。
こ
の
力
は
私
を
確
実
に
絶
望
か
ら
護
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
、
こ
の
力
が
私
の
人
間
と
し
て
の
力
を
凌
駕
し
て
お
り
、
こ
う
し

た
意
味
に
お
い
て
「
超
人
間
的
な
」
助
け
を
提
示
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

（H
eld 2006, 139

）。
本
稿
の
文
脈
に
合
わ
せ
て
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
な
ら
、
超

人
間
的
な
力
が
人
間
自
身
の
力
と
し
て
自
ら
を
告
げ
て
く
る
啓
示
的
体
験
が
、
生

の
革
新
に
向
け
た
努
力
を
動
機
づ
け
る
希
望
の
源
泉
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ヘ
ル
ト
は
こ
う
し
た
考
え
を
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
引
き
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
一
種
の
啓
示
に
開
か
れ
、
自
ら
を
超
え
た
も
の
に
よ
っ
て
希
望
を
得
て
動

か
さ
れ
る
よ
う
な
生
の
あ
り
方
は
、
使
命
（B

eruf

）
の
概
念
の
解
釈
に
よ
っ
て

フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。B

eruf

は
「
職
業
」

や
「
使
命
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
が
、berufen

（
召
喚
す
る
、
召
命
す
る
）

に
由
来
し
、
宗
教
的
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
。
私
自
身
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の

「
使
命
に
し
た
が
う
生
（B

erufsleben

）」
を
、
単
に
特
定
の
タ
イ
プ
の
価
値
に
コ

ミ
ッ
ト
す
る
生
と
し
て
理
解
し
て
い
る
が
（
八
重
樫 

二
〇
一
七
、
第
五
章
参
照
）、

自
分
自
身
を
超
え
た
も
の
に
よ
っ
て
呼
び
か
け
ら
れ
る
と
い
う
側
面
を
強
調
す
る

な
ら
、
ま
た
違
っ
た
解
釈
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
学
問
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
が
人
間
の
内
側
か
ら
発
す
る
と
考
え
る
な
ら
、
上
で
愛
の
価
値
に
つ
い
て
論
じ

た
よ
う
に
、
学
問
の
価
値
が
真
正
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
い
つ
で
も
疑
う
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
使
命
に
し
た
が
う
こ
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
、

学
問
に
よ
っ
て
生
の
条
件
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
基
盤
と
な
る
希
望
を
与

え
て
は
く
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が

啓
示
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
し
た
ら
、
話
は
変
わ
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
超
人
間
的
な
力
が
自
ら
を
告
げ
る
啓
示
的
体
験
は
、
誰
に
で
も
訪
れ

る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
得
よ
う
と
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
だ
ろ

う
。
ま
た
、
何
ら
か
の
啓
示
の
よ
う
な
も
の
が
訪
れ
た
と
し
て
も
、「
生
の
状
況

が
よ
り
よ
い
も
の
に
な
る
可
能
性
に
肯
定
的
な
気
分
の
う
ち
で
開
か
れ
」
る
と
は

か
ぎ
ら
な
い
。
先
ほ
ど
引
用
し
た
書
簡
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
発
言
を
額
面
通
り
に

受
け
取
る
な
ら
、
彼
の
「
ダ
イ
モ
ー
ン
」
は
む
し
ろ
、
学
問
に
よ
っ
て
人
類
を
導

く
こ
と
を
彼
の
使
命
で
は
な
い

0

0

と
告
げ
た
の
で
あ
る
。
希
望
の
源
泉
を
超
人
間
的

な
力
の
自
己
告
示
に
求
め
る
こ
と
は
、
生
の
不
条
理
を
克
服
す
る
た
め
の
努
力
を

可
能
に
し
て
く
れ
る
も
の
を
、
そ
れ
自
体
不
条
理
な
出
来
事
に
求
め
る
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
道
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
理
性
の
哲

学
者
で
あ
る
か
ぎ
り
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
道
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
哲
学
の
中
に
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
決
定
的
な
克
服
を

可
能
に
す
る
ア
イ
デ
ィ
ア
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
そ
う
で
あ
る
。
理
性
だ
け
が
生

を
生
き
る
に
値
す
る
も
の
に
す
る
と
考
え
、
し
か
も
生
の
条
件
を
な
す
世
界
の
不
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合
理
性
を
認
め
る
こ
と
は
（
そ
れ
を
認
め
な
い
こ
と
は
理
性
的
人
間
に
は
困
難
で

あ
る
）、
必
ず
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
帰
結
す
る
。
理
性
主
義
者
で
あ
り
続
け
な
が
ら
こ

の
苦
境
を
脱
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
思
え
る
ほ
ど
に
困
難
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
克
服
で
き
て
い
な
い
と
い
う
結
論

自
体
は
そ
れ
ほ
ど
興
味
深
い
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
フ
ッ

サ
ー
ル
に
利
用
可
能
な
複
数
の
抜
け
道
を
検
討
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
道
に
な
ぜ

見
込
み
が
な
い
の
か
を
示
せ
た
こ
と
に
は
一
応
の
意
義
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

注１　

紙
幅
の
都
合
上
、
議
論
は
省
か
ざ
る
を
え
な
い
。
八
重
樫 

二
〇
一
七
、
第
五

章
お
よ
び
第
六
章
を
参
照
。

２　

R
egister 2006

の
ほ
か
、
中
山 

二
〇
二
〇
も
参
考
に
し
た
。

３　

レ
ジ
ン
ス
タ
ー
は
、
ニ
ー
チ
ェ
は
苦
悩
の
価
値
転
換
に
よ
っ
て
絶
望
と
し
て

の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
克
服
し
て
い
る
が
、
善
き
生
の
探
求
が
最
終
的
に
は
自
己
破

壊
に
行
き
着
く
と
い
う
悲
劇
的
な
運
命
を
明
ら
か
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と

い
う
結
論
に
至
っ
て
い
る
（R

eginster 2006, 242-250

）。

４　

伊
集
院 

二
〇
一
八
の
第
五
章
は
、
愛
の
理
由
を
め
ぐ
る
既
存
の
学
説
を
か
な

り
網
羅
的
に
検
討
し
て
い
る
。

５　

こ
の
解
釈
の
も
と
で
は
、
理
性
信
仰
に
訴
え
る
道
は
愛
の
価
値
に
訴
え
る
道

と
は
両
立
し
な
い
。
前
者
は
倫
理
的
生
が
最
高
の
価
値
を
持
つ
生
で
あ
る
こ
と

を
前
提
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
克
服
す
る
複
数
の
道
を

こ
の
時
期
の
フ
ッ
サ
ー
ル
が
模
索
し
て
い
た
と
考
え
る
な
ら
、
同
時
期
に
理
性

信
仰
と
愛
の
価
値
と
い
う
二
つ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
（
同
じ
テ
キ
ス
ト
に
さ
え
）

現
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
奇
妙
な
こ
と
で
は
な
い
と
も
言
え
る
。

６　

こ
れ
は
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
バ
イ
ザ
ー
が
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ト

マ
ン
に
帰
し
て
い
る
立
場
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る
。B

eiser 2016, 156-161

を
参
照
。

文
献

※　

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
か
ら
の
引
用
は
著
作
名
に
続
け
て
節
番
号
を
漢
数
字

で
示
す
。
ニ
ー
チ
ェ
か
ら
の
引
用
は
著
作
名
に
続
け
て
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
（
節
）

番
号
を
漢
数
字
で
示
す
。

B
eiser, F. (2016) W

eltschm
erz. O

xford U
niversity Press.

H
eld, K

. (2006) D
ie Idee der Phänom

enologie der H
offnung. In D

. Lohm
ar 

and D
. Fonfara (ed.), Interdisziplinäre Perspektiven der Phänom

enologie, 

126-141. Springer.

R
eginster, B

. (2006) Affi
rm

ation of Life. H
arvard U

niversity Press. 

伊
集
院
利
明
『
愛
の
哲
学
的
構
成
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
八
年
。

中
山
弘
太
郎
（
二
〇
二
〇
）「
バ
ー
ナ
ー
ド
・
レ
ジ
ン
ス
タ
ー
『
生
の
肯
定
』（
書

評
）」、『
フ
ィ
ル
カ
ル
』
第
五
巻
第
二
号
、
三
六
二
三
八
四
頁
。

八
重
樫
徹
（
二
〇
一
七
）『
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
価
値
と
実
践
』
水
声
社
。

︱
︱
（
二
〇
一
九
）「
反
省
と
愛
の
倫
理
学
」、『
フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
』
第
一
六
号
、

三
〇
八
三
二
八
頁
。

吉
川
孝
（
二
〇
一
一
）『
フ
ッ
サ
ー
ル
の
倫
理
学
』
知
泉
書
館
。

（
八
重
樫　

徹
・
や
え
が
し　

と
お
る
・
広
島
工
業
大
学
）
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１
．
厚
み
の
あ
る
意
味
、
あ
る
い
は
《
な
ぜ
私
は
本
稿
で
神
義
論
を
取
り
上

げ
る
の
か
》
の
説
明

は
じ
め
に
今
回
の
発
表
と
論
考
執
筆
の
経
緯
を
述
べ
る
の
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

今
年
（
二
〇
二
一
年
）
の
四
月
の
半
ば
ご
ろ
、
日
本
現
象
学
会
の
事
務
局
か

ら
「
生
の
意
味
」
な
ど
を
テ
ー
マ
に
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
登
壇
す
る
こ
と
は

可
能
か
と
い
う
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
私
か
と
言
え
ば
、
ひ
と
つ
に
は
、

二
〇
一
九
年
に
『
幸
福
と
人
生
の
意
味
の
哲
学
』（
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
）
を
公
刊

し
た
か
ら
で
あ
る
。
人
生
の
意
味
や
幸
福
を
め
ぐ
る
私
の
考
え
方
は
基
本
的
に
こ

の
本
の
そ
れ
と
変
わ
っ
て
い
な
い
︱
︱
と
言
い
た
い
。
と
い
う
の
も
私
は
拙
著
の

主
張
の
責
任
を
引
き
受
け
続
け
た
い
か
ら
だ
。
と
は
い
え
二
年
半
の
歳
月
は
私
の

多
く
の
部
分
を
否
応
な
し
に
変
え
る
。
例
え
ば
本
稿
の
語
り
方
は
拙
著
の
そ
れ
と

多
か
れ
少
な
か
れ
異
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
私
は
か
つ
て
の
見
解
か
ら
敢
え
て
離

れ
る
つ
も
り
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
も
、
拙
著
の

議
論
を
私
の
現
在
の
見
方
と
し
て
取
り
上
げ
て
く
だ
さ
っ
て
構
わ
な
い
し
、
む
し

ろ
そ
れ
は
歓
迎
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
て
光
栄
で
さ
え
あ
る
。

さ
て
︱
︱
今
回
の
論
考
執
筆
の
き
っ
か
け
は
拙
著
で
あ
っ
た
が
︱
︱
本
稿
の
内

部
で
『
幸
福
と
人
生
の
意
味
の
哲
学
』
の
内
容
を
詳
し
く
振
り
返
る
こ
と
は
し
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
幾
人
か
の
ひ
と
は
す
で
に
こ
れ
を
十
分
に
読
み
込
ん
で
お
り
、

議
論
の
反
復
は
そ
う
し
た
ひ
と
に
と
っ
て
退
屈
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
か
ら
だ
。

そ
れ
ゆ
え
以
下
で
は
私
の
変
わ
ら
ぬ
考
え
方
を
別
の
革
袋
に
入
れ
て
提
示
し
た

い
。
そ
の
革
袋
と
は
い
わ
ゆ
る
「
神
義
論
（theodicy

）」
で
あ
り
、
と
り
わ
け
現

代
の
英
語
圏
の
哲
学
に
お
け
る
「
神
義
論
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
り
上
げ
る
。

な
ぜ
神
義
論
か
︱
︱
こ
の
点
は
あ
ら
か
じ
め
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
造
語
し
た
「
神
義
論
」
は
、
一
般
に
、︽
神
の
義
し
さ
と

悪
の
存
在
と
は
い
か
に
調
停
さ
れ
る
か
︾
と
い
う
問
い
を
め
ぐ
っ
て
神
の
正
義
を

証
明
す
る
企
て
を
指
す
。
こ
れ
は
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
（
例
え
ば
人

生
の
意
味
と
い
う
話
題
）
と
ど
う
関
係
す
る
か
。
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
た
い
。

ひ
と
は
と
き
に
「
な
ぜ
？
」
と
問
わ
ざ
る
を
え
な
い
苦
難
に
見
舞
わ
れ
る
。
例

え
ば
大
切
な
何
か
を
失
っ
た
ひ
と
は
「
こ
の
出
来
事
に
、
こ
の
苦
し
み
に
、
何
の

意
味
が
あ
る
の
か
」
と
問
う
。
苦
し
み
は
そ
れ
自
体
で
苦
し
い
も
の
だ
が
、
意
味

の
見
出
せ
な
い
苦
し
み
は
な
お
さ
ら
苦
し
い
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
ひ
と
は
、
自
分

の
心
の
う
ち
で
そ
の
苦
し
み
を
受
け
入
れ
、
そ
こ
に
自
分
な
り
の
意
味
合
い
を
付

与
す
る
し
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
苦
難
の
意
味
は
ひ
と
が
自
分
な

神
義
論
に
お
け
る
︿
苦
難
の
意
味
づ
け
﹀
の
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
試
み
の
失
敗

︱
︱
﹁
反
神
義
論
的
な
神
義
論
﹂
の
可
能
性
へ
向
け
て

山　

口　
　
　

尚
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り
に
与
え
る
も
の
に
尽
き
る
の
か
。
い
わ
ば
主
観
的
な
価
値
づ
け
を
超
え
た
、
何

か
し
ら
「
厚
み
の
あ
る
」
意
味
は
あ
り
え
な
い
の
か
。
私
を
超
え
た
何
か
が
私
の

苦
難
に
何
か
し
ら
の
意
味
を
与
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
か
。

以
上
の
よ
う
に
「
苦
難
の
意
味
」
を
め
ぐ
る
問
い
を
設
定
す
る
と
き
、
意
味
の

問
題
と
神
義
論
の
企
て
は
交
錯
す
る
。
な
ぜ
な
ら
或
る
意
味
で
神
義
論
は
、「
な

ぜ
？
」
の
問
い
に
向
き
合
い
、
神
の
計
ら
い
や
行
な
い
（
場
合
に
よ
っ
て
は
神
の

無
力
）
へ
言
及
す
る
こ
と
で
苦
難
の
究
極
的
な
意
味
を
解
明
す
る
試
み
で
あ
る
か

ら
だ
。
例
え
ば
或
る
ひ
と
が
自
分
の
苦
難
に
自
分
な
り
の
意
味
合
い
を
付
与
す
る

こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
だ
が
、
神
義
論
は
こ
れ
に
加
え
て
（
す
な
わ
ち
主
観
的
意

味
づ
け
と
は
別
の
次
元
で
）
苦
難
に
〈
魂
の
形
成
の
た
め
の
糧
〉
や
〈
神
と
共
に

あ
る
経
験
〉
な
ど
の
「
よ
り
分
厚
い
」
意
味
を
与
え
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
要
す

る
に
、
神
義
論
と
い
う
宗
教
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
︽
厚
み
の
あ
る
意
味
は
あ
り
え

な
い
の
か
︾
と
い
う
先
の
問
い
へ
含
意
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
だ
。

以
上
で
︽
な
ぜ
人
生
の
意
味
な
ど
を
テ
ー
マ
と
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
神
義
論

が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
か
︾
の
半
分
が
説
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
も
う
半
分

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
い
っ
た
い
な
ぜ
私
が
こ
の
話
題
を
取
り
上

げ
る
の
か
。
他
の
ひ
と
で
な
く
私
が
そ
れ
を
行
な
う
理
由
は
あ
る
の
か
。
私
は
拙

著
で
︽
人
生
の
意
味
を
め
ぐ
る
哲
学
の
議
論
は
「
宗
教
性
」
を
大
事
に
す
べ
き

だ
︾
と
述
べ
た
の
だ
が
（
山
口 2019: 5

︲6

）、
こ
う
な
る
と
︽
そ
れ
は
ど
の
よ

う
な
宗
教
性
か
︾
が
問
わ
れ
う
る
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
は
︱
︱
結
論
を
先
取
り

す
る
と
︱
︱
い
わ
ば
「
否
定
神
学
的
に
」
答
え
る
し
か
な
い
の
だ
が
、
私
は
以
下

で
︽
神
義
論
は
或
る
点
で
不
可
避
的
に
、
必
要
な
宗
教
性
を
欠
く
︾
と
主
張
す
る

だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
私
の
言
っ
て
い
る
「
宗
教
性
」
と
は
神
義
論
が
形
式
的
に

「
宗
教
的
」
と
形
容
さ
れ
る
意
味
の
そ
れ
と
は
異
な
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
要
す

る
に
私
は
、
伝
統
的
に
「
宗
教
的
」
と
さ
れ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
れ
ば
必
ず
人
生

の
意
味
へ
的
確
に
迫
り
う
る
、
と
は
考
え
て
い
な
い
。
こ
の
点
を
明
確
に
す
る
た

め
に
本
稿
は
神
義
論
を
考
察
す
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

か
く
し
て
本
稿
の
メ
イ
ン
パ
ー
ト
は
︽
神
義
論
が
ど
の
点
で
不
十
分
で
あ
る
の

か
︾
を
指
摘
す
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
神
義
論
は
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、

多
く
を
語
り
過
ぎ
る
。
そ
れ
は
、
苦
難
の
意
味
を
あ
た
か
も
「
眼
前
に
現
象
す

る
」
か
の
よ
う
に
語
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
却
っ
て
〈
語
り
え
ぬ
も
の
〉
へ
の
敬
意

を
失
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
指
摘
は
拙
著
の
第
９
節
︱
︱
メ
ッ
ツ
や
伊
勢
田
や
戸

田
山
を
批
判
し
た
箇
所
︱
︱
と
連
続
性
を
も
つ
が
、
今
回
は
神
義
論
を
め
ぐ
る
議

論
と
い
う
新
し
い
革
袋
の
も
と
で
私
の
考
え
を
提
示
す
る
。
さ
し
あ
た
り
本
稿
は

「
反
神
義
論
的
な
」
見
解
を
後
押
し
す
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
私
は
そ
の
見
解
が
結

果
と
し
て
神
義
論
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
可
能
性
を
示
す
と
も
考
え
て
い
る
。
最
終
的

に
本
稿
は
「
反
神
義
論
的
な
神
義
論
」
の
奨
め
に
な
る
は
ず
だ
。

本
稿
の
構
成
は
以
下
で
あ
る
。
第
２
節
か
ら
第
６
節
に
か
け
て
分
析
哲
学
に
お

け
る
神
義
論
の
諸
説
を
取
り
上
げ
て
た
っ
た
い
ま
予
示
し
た
議
論
を
展
開
す
る
。

そ
し
て
最
終
節
︱
︱
第
７
節
︱
︱
は
補
足
と
し
て
本
学
会
の
関
心
に
、
す
な
わ
ち

現
象
学
的
な
関
心
に
沿
う
か
も
し
れ
な
い
問
題
を
提
起
す
る
。

２
．
悪
は
人
間
の
自
由
意
志
に
由
来
す
る
の
か
︱
︱
マ
ッ
キ
ー
と
プ
ラ
ン

テ
ィ
ン
ガ

現
代
の
英
語
圏
の
哲
学
に
お
け
る
神
義
論
を
考
察
す
る
さ
い
に
は
先
駆
者
と
し

て
の
Ｊ
・
Ｌ
・
マ
ッ
キ
ー
と
ア
ル
ヴ
ィ
ン
・
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
の
そ
れ
ぞ
れ
へ
の

態
度
決
定
を
せ
ぬ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
論
争
史
の
観
点
か
ら
ふ
た
り
の
関
係
を

要
約
す
れ
ば
︽
悪
と
自
由
意
志
を
め
ぐ
る
マ
ッ
キ
ー
の
問
い
か
け
へ
プ
ラ
ン
テ
ィ

ン
ガ
が
ひ
と
つ
の
解
答
を
提
示
し
た
︾
と
言
え
る
。
本
節
で
は
各
人
の
議
論
を
簡
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単
に
紹
介
し
よ
う
。
そ
し
て
次
節
（
第
３
節
）
で
私
が
そ
れ
に
つ
い
て
ど
う
考
え

る
か
を
述
べ
る
。

マ
ッ
キ
ー
の
有
名
な
論
考
（M

ackie 1955

）
は
︱
︱
彼
自
身
の
意
図
で
は
︱

︱
悪
の
問
題
に
も
と
づ
い
て
「
大
半
の
神
学
的
立
場
」
の
論
理
的
矛
盾
を
証
明
す

る
こ
と
を
目
指
す
。
こ
こ
で
の
「
大
半
の
神
学
的
立
場
」
は
︽
全
能
で
あ
り
最
善

で
あ
る
神
が
存
在
す
る
︾
と
い
う
命
題
を
受
け
入
れ
る
立
場
だ
が
、
マ
ッ
キ
ー
は

こ
の
立
場
は
︽
こ
の
世
に
悪
が
存
在
す
る
︾
と
い
う
命
題
と
整
合
し
え
な
い
と
言

う
。
曰
く
、

神
は
全
能
で
あ
る
。
神
は
完
全
に
善
で
あ
る
。
悪
が
存
在
す
る
。
こ
こ
で
次

の
よ
う
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
三
つ
の
命
題
の
間
に
は
矛
盾
が
存

在
し
て
お
り
、
ど
れ
か
ふ
た
つ
が
真
で
あ
る
な
ら
ば
、
第
三
の
も
の
は
偽
で

あ
る
、
と
。
だ
が
同
時
に
、
こ
れ
ら
三
つ
は
す
べ
て
、
大
半
の
神
学
的
立
場

の
本
質
的
部
分
を
為
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
︱
︱
事
態
は
こ
の
よ
う
に
見
え

る
の
だ
が
︱
︱
神
学
者
は
三
つ
す
べ
て
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ

れ
を
整
合
的
に
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
。（M

ackie 1955: 25
）

じ
っ
さ
い
、
全
能
か
つ
最
善
の
神
が
い
れ
ば
、
こ
の
神
は
い
か
な
る
悪
の
存
在
も

許
容
し
な
い
で
あ
ろ
う
︱
︱
か
く
し
て
神
の
全
能
・
神
の
最
善
・
悪
の
存
在
の
三

つ
を
す
べ
て
認
め
ぬ
わ
け
に
は
い
か
な
い
大
半
の
神
学
的
立
場
は
論
理
的
に
矛
盾

す
る
。
マ
ッ
キ
ー
は
、
こ
う
し
た
「
論
理
的
な
」
考
察
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
立
場

を
棄
却
し
よ
う
と
す
る
。

も
ち
ろ
ん
マ
ッ
キ
ー
の
議
論
は
以
上
で
終
わ
り
で
は
な
い
。
彼
は
可
能
な
応
答

の
う
ち
の
重
要
な
も
の
を
検
討
す
る
が
、
そ
れ
は
〈
自
由
意
志
〉
の
概
念
に
訴
え

る
も
の
だ
。
こ
の
応
答
曰
く
、
全
能
か
つ
最
善
の
神
は
（
自
動
機
械
し
か
い
な
い

世
界
よ
り
も
自
由
な
存
在
者
が
い
る
世
界
の
ほ
う
が
よ
り
よ
い
の
で
）
最
善
の
世

界
を
実
現
す
る
た
め
に
自
由
意
志
を
も
つ
人
間
を
創
造
し
た
。
こ
の
考
え
に
よ
れ

ば
、
悪
は
人
間
の
自
由
意
志
の
行
使
に
由
来
す
る
の
で
あ
っ
て
、
悪
の
存
在
と
神

の
全
能
お
よ
び
最
善
は
整
合
す
る
。
ち
な
み
に
︱
︱
重
要
な
注
意
だ
が
︱
︱
議

論
の
単
純
さ
の
た
め
、
本
節
と
次
節
の
「
悪
」
と
い
う
語
は
人
間
の
行
為
が
引
き

起
こ
す
「
道
徳
的
悪
（m

al m
oral

）」
を
指
す
と
す
る
（
な
ぜ
な
ら
災
害
な
ど
の

「
自
然
的
悪
（m

al naturel

）」
に
か
ん
し
て
は
別
の
議
論
が
必
要
だ
か
ら
）。
は

た
し
て
以
上
の
応
答
は
成
功
し
て
い
る
か
。

マ
ッ
キ
ー
は
こ
れ
が
失
敗
し
て
い
る
と
考
え
る
。
曰
く
「
も
し
神
が
、
ひ
と
は

自
由
な
選
択
に
お
い
て
と
き
に
善
を
選
び
と
き
に
悪
を
選
ぶ
、
と
い
う
仕
方
で
人

間
を
つ
く
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
神
は
、
ひ
と
は
自
由
な
選
択
に

お
い
て
つ
ね
に
善
を
選
ぶ
、
と
い
う
仕
方
で
人
間
を
つ
く
り
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う

か
」（M

ackie 1955: 33

）。
マ
ッ
キ
ー
の
考
え
で
は
︽
自
由
意
志
は
存
在
す
る
の

だ
が
そ
れ
が
悪
を
生
ま
な
い
︾
と
い
う
の
は
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
全
能
か
つ

最
善
の
神
は
、
自
由
意
志
を
も
つ
存
在
を
創
造
す
る
さ
い
に
も
、
道
徳
的
悪
を
す

べ
て
防
ぐ
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
〈
自
由
意
志
〉
へ
訴
え
て
も
悪
の
問
題
は
解
決
さ

れ
な
い
。

こ
れ
に
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
は
反
対
す
る
。
彼
は
︱
︱
そ
の
議
論
の
詳
細
を
す
べ

て
省
略
す
る
が
︱
︱
、
マ
ッ
キ
ー
に
抗
し
て
、〈
自
由
意
志
〉
へ
訴
え
る
悪
の
問

題
の
解
決
は
う
ま
く
い
く
と
考
え
る
。
そ
の
さ
い
に
持
ち
出
す
の
が
「
貫
世
界
的

堕
落
（transw

orld depravity

）」
の
概
念
で
あ
る
（
訳
語
は
星
川
啓
慈
氏
の
も
の

を
借
り
た
）。
以
下
、
説
明
し
よ
う
。

ま
ず
「
堕
落
」
と
は
︱
︱
字
面
が
示
唆
す
る
よ
う
に
︱
︱
︽
本
来
的
に
善
で

あ
る
と
こ
ろ
の
存
在
が
悪
に
傾
く
こ
と
︾
の
謂
い
で
あ
る
。
そ
し
て
、
或
る
本

質
が
「
貫
世
界
的
に
堕
落
」
し
て
い
る
と
は
、
す
な
わ
ち
、
一
方
で
そ
の
本
質
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は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
善
な
の
だ
が
、
他
方
で
何
ら
か
の
外
的
な
原
因
の
た
め

に
そ
の
本
質
の
特
例
は
必
ず
や
何
か
し
ら
の
悪
を
行
な
う
、
と
い
う
事
態
で
あ

る
（Plantinga 1974: 188

）。
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
に
よ
れ
ば
︽
自
由
な
存
在
の
本

質
が
貫
世
界
的
に
堕
落
し
て
い
る
︾
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
。
そ
し
て
そ
の
場

合
、
自
由
な
存
在
の
創
造
は
、
悪
を
含
む
世
界
の
創
造
に
つ
な
が
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
か
く
し
て
先
の
理
路
が
復
活
す
る
。
す
な
わ
ち
、
神
は
最
善
の
世
界
を
実
現

す
る
た
め
に
自
由
意
志
を
も
つ
人
間
を
創
造
し
た
が
、
こ
の
人
間
が
避
け
が
た
く

悪
を
選
ぶ
の
だ
、
と
。

プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
は
何
を
し
て
い
る
の
か
。
仮
に
彼
の
議
論
が
マ
ッ
キ
ー
の
そ

れ
か
ら
一
歩
進
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
︽
人
間
の
本
質
が
ど
の
よ
う
な
あ

り
方
を
し
て
い
る
の
か
︾
の
再
考
を
含
む
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。
人
間
の
自
由
は
、

本
来
的
に
は
善
へ
向
か
う
も
の
だ
が
、
何
ら
か
の
原
因
に
よ
っ
て
悪
へ
の
不
可
避

的
傾
向
を
も
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
は
人
間
本

性
を
省
察
し
た
う
で
、
マ
ッ
キ
ー
の
議
論
へ
「
ひ
ね
り
」
を
加
え
る
。
こ
の
点
を
踏

ま
え
る
と
「
貫
世
界
的
堕
落
」
の
概
念
は
必
ず
し
も
馬
鹿
ば
か
し
い
も
の
で
は
な
い
。

３
．
神
義
論
の
「
語
り
過
ぎ
」

︽
マ
ッ
キ
ー
と
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
︾
に
か
ん
し
て
私

は
ほ
と
ん
ど
興
味
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
「
自
由
意
志
の
神
義
論
」

の
論
理
的
整
合
性
と
い
う
根
本
問
題
も
本
稿
の
関
心
に
は
属
さ
な
い
。
む
し
ろ
私

は
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
考
え
︱
︱
す
な
わ
ち
自
由
意
志
に
よ
る
悪
の
存
在
の

説
明
︱
︱
が
正
し
か
っ
た
と
し
た
ら
ど
う
な
る
の
か
が
気
に
な
る
。
じ
っ
さ
い
、

人
生
の
意
味
が
テ
ー
マ
と
な
る
文
脈
で
マ
ッ
キ
ー
や
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
を
読
む
と

き
、︽
悪
の
問
題
が
自
由
意
志
へ
の
訴
え
を
通
じ
て
解
決
さ
れ
た
場
合
に
私
た
ち

の
苦
難
へ
ど
の
よ
う
な
意
味
が
与
え
ら
れ
る
の
か
︾
を
確
認
す
る
こ
と
こ
そ
が
有

意
義
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
（
こ
れ
か
ら
見
る
よ
う
に
）
神
義
論
一
般
の
限
界

を
示
唆
す
る
。

自
由
意
志
の
神
義
論
が
正
し
か
っ
た
と
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
神
は
可
能
な
限

り
最
善
の
世
界
を
創
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
最
善
の
世
界
は
（
自
由
意
志
の
価
値
ゆ

え
に
）
自
由
意
志
を
も
つ
存
在
を
含
ん
で
お
り
、
こ
の
存
在
が
自
ら
の
選
択
で
道

徳
的
悪
を
生
み
出
す
の
だ
、
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
残
虐
行

為
は
、
す
な
わ
ち
例
え
ば
〈
母
親
の
眼
前
で
子
を
犬
に
咬
み
殺
さ
せ
る
〉
と
い
う

イ
ワ
ン
・
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
が
糾
弾
す
る
行
為
は
、
神
が
思
慮
深
く
選
ん
だ
最
善
の

世
界
の
一
部
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。︽
な
ぜ
こ
の
子
は
犬
に
咬
み
殺
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
か
︾
と
い
う
問
い
へ
は
、
第
一
に
「
某
人
物
が
そ
れ
を
選
ん
だ
」

と
い
う
答
え
が
、
加
え
て
第
二
に
「
そ
れ
も
最
善
の
世
界
の
一
部
な
の
だ
」
と
い

う
答
え
が
与
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
母
親
の
前
で
子
が
犬
に
咬
み
殺
さ
れ
る
と
い

う
悲
劇
は
〈
最
善
の
世
界
を
創
造
す
る
神
の
行
為
の
間
接
的
な
副
産
物
〉
な
ど
の

意
味
づ
け
を
得
る
。

︽
こ
の
意
味
づ
け
が
他
の
意
味
づ
け
よ
り
も
残
酷
で
あ
る
か
否
か
︾
は
こ
こ
で

は
措
い
て
お
き
、
私
は
む
し
ろ
こ
う
し
た
意
味
づ
け
の
問
題
点
の
核
心
（
と
私
が

考
え
る
と
こ
ろ
も
の
）
を
端
的
に
指
摘
し
た
い
。
じ
つ
に
、
或
る
苦
難
へ
個
別
的

な
意
味
づ
け
︱
︱
こ
こ
で
は
〈
最
善
の
世
界
を
創
造
す
る
こ
と
の
副
産
物
〉
と
い

う
意
味
づ
け
︱
︱
が
行
な
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
苦
難
は
そ
う
し
た
意
味
を
も
つ
も

の
と
さ
れ
、
そ
れ
に
尽
き
る
も
の
に
な
り
う
る
。
だ
が
苦
難
と
は
そ
う
し
た
も
の

だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
病
苦
や
死
別
な
ど
の
苦
難
は
「
こ
れ
は
⋮
⋮
と
い
う
意
味

が
あ
る
」
と
い
う
確
定
的
な
文
言
が
当
て
は
ま
る
何
か
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な

い
、
と
私
は
言
い
た
い
。
苦
難
と
は
（
こ
の
よ
う
に
言
う
だ
け
で
も
言
い
過
ぎ
な

の
だ
が
）
そ
こ
に
意
味
を
求
め
た
と
し
て
も
絶
え
ず
「
な
ぜ
？
」
の
問
い
を
喚
起
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す
る
神
秘
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
子
を
咬
み
殺
さ
れ
た
親
に
と
っ
て
は
何
が
言
わ
れ

て
も
最
終
的
な
説
明
に
は
な
ら
な
い
。
苦
難
と
は
こ
う
し
た
も
の
で
あ
り
、
私
は

︽
私
た
ち
は
苦
難
の
こ
の
側
面
を
無
視
す
べ
き
で
な
い
︾
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

神
義
論
は
︱
︱
今
か
ら
さ
ら
に
見
る
よ
う
に
︱
︱
成
功
す
れ
ば
苦
難
へ
一
定
の

意
味
を
与
え
る
よ
う
な
企
て
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
お
い
て
私
は
こ
の
企
図
の

「
語
り
過
ぎ
」
を
批
判
し
た
い
。
だ
が
そ
れ
で
は
神
義
論
は
何
ら
積
極
的
な
側
面

を
有
さ
な
い
の
か
。
こ
の
問
い
へ
は
論
考
の
終
盤
で
答
え
る
こ
と
に
す
る
。

４
． 

苦
難
へ
の
ふ
た
つ
の
意
味
づ
け
︱
︱
ヒ
ッ
ク
と
ア
ダ
ム
ズ

こ
こ
か
ら
見
る
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
お
よ
び
マ
リ
リ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
の
神
義
論
は

そ
れ
ぞ
れ
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
の
そ
れ
と
は
異
な
る
着
想
の
議
論
だ
が
、
そ
れ
で
も

「
語
り
過
ぎ
」
の
批
判
を
免
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
本
節
で
は
各
人
の
理
路
を

確
認
し
、
次
節
（
第
５
節
）
で
私
の
考
え
を
提
示
す
る
。

悪
の
問
題
を
解
決
す
る
さ
い
に
ヒ
ッ
ク
が
提
示
す
る
の
は
「
魂
の
形
成
の
神
義

論
（soul-m

aking theodicy

）」
で
あ
る
（
訳
語
は
間
瀬
啓
允
氏
と
稲
垣
久
和
氏

の
そ
れ
を
参
考
に
し
た
）。
こ
の
哲
学
者
は
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
な
ど
が
採
用
す
る

〈
悪
の
問
題
を
自
由
意
志
へ
の
訴
え
で
解
決
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
〉
が
失
敗
し
て
い

る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
曰
く
「
人
間
は
も
と
も
と
精
神
的
か
つ
道
徳
的
に
善
な

る
も
の
で
あ
り
、
彼
の
創
り
主
へ
の
愛
に
導
か
れ
て
い
て
、
逆
方
向
の
誘
惑
に
妨

げ
ら
れ
る
こ
と
な
ど
ま
っ
た
く
な
し
に
、
欠
点
の
無
い
本
性
を
表
現
す
る
自
由
を

具
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
人
間
は
邪
悪
で
あ
り
惨
め
で
あ
る
こ
と
を
選
り
好
ん

だ
」
と
い
う
考
え
は
「
自
己
矛
盾
お
よ
び
不
条
理
の
誹
り
を
免
れ
る
も
の
で
は
な

い
」
か
ら
で
あ
る
（H

ick 1966: 69

）。
か
く
し
て
ヒ
ッ
ク
に
と
っ
て
「
貫
世
界

的
堕
落
」
な
ど
の
概
念
は
不
整
合
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
悪
の
問

題
を
解
決
す
る
に
は
別
の
や
り
方
を
採
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
般
に
自
由
意
志
の
神
義
論
が
悪
を
〈
副
産
物
〉
と
見
る
の
に
対
し
て
ヒ
ッ

ク
の
魂
の
形
成
の
神
義
論
は
悪
を
〈
糧
〉
と
捉
え
る
。
だ
が
何
の
た
め
の
糧
か
。

ヒ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
神
は
︽
人
間
が
子
と
し
て
神
自
身
と
の
人
格
的
関
係
を
結
ぶ
こ

と
︾
を
目
指
す
の
だ
が
、
こ
の
関
係
が
真
正
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は

決
し
て
天
下
り
式
に
設
え
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
神
と
人
間
と
の
人

格
的
関
係
が
真
正
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
関
係
は
人
間
の
成
長
と
陶
冶

の
結
果
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
苦
難
の
中

に
産
み
落
と
さ
れ
、「
ア
タ
カ
モ
神
ガ
存
在
シ
ナ
イ
カ
ノ
ヨ
ウ
ニ
（etsi deus non 

daretur

）」
暗
い
境
界
で
も
が
き
苦
し
み
、
と
き
に
過
ち
に
迷
い
込
み
な
が
ら
も
、

自
分
を
見
つ
め
、
自
分
を
変
え
、
そ
の
よ
う
に
し
て
「
隠
れ
た
神
性
（hidden 

deity

）」
と
し
て
の
神
を
見
出
し
（cf. H

ick 1966: 281

）、
そ
の
う
え
で
彼
を
信

頼
す
る
と
き
に
こ
そ
、
神
と
人
間
と
の
真
正
な
人
格
的
関
係
が
成
立
す
る
。
こ
の

意
味
で
︱
︱
ヒ
ッ
ク
の
考
え
で
は
︱
︱
苦
難
は
私
た
ち
の
人
格
的
成
長
の
糧
な
の

で
あ
る
。

か
く
し
て
ヒ
ッ
ク
は
、
神
は
い
わ
ば
子
が
苦
難
を
乗
り
越
え
て
成
長
す
る
こ
と

を
望
む
「
愛
を
も
っ
た
賢
い
親
（loving and w

ise parents

）」
に
似
た
位
置
に
あ

る
、
と
考
え
る
が
（H

ick 1966: 259

）、
こ
の
点
を
論
じ
る
文
脈
で
キ
ー
コ
ン
セ

プ
ト
た
る
「
魂
の
形
成
」
は
登
場
す
る
。
曰
く
、

［
⋮
］
も
し
神
が
そ
の
被
造
物
た
る
人
間
に
関
し
て
も
つ
目
的
と
、
愛
を

も
っ
た
賢
い
親
が
そ
の
子
に
関
し
て
も
つ
目
的
と
の
間
に
何
ら
か
の
真
の
ア

ナ
ロ
ジ
ー
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
次
の
点
を
認
め
ね
ば
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
快
楽
が
あ
っ
て
苦
痛
が
無
い
こ
と
は
決
し
て
こ
の
世
界
の

存
在
の
究
極
至
高
の
目
的
で
は
な
い
、
と
。
む
し
ろ
こ
の
世
界
は
魂
の
形
成
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の
場
で
あ
ら
ぬ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
し
て
、
世
界
の
存
在
の
価
値
を
何

に
よ
っ
て
測
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
特
定
の
時
点
に
お
い
て
世
界
に
出
来

し
て
い
る
快
楽
と
苦
痛
の
量
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
む
し
ろ
世
界
の
存
在
の

第
一
義
的
な
目
的
、
す
な
わ
ち
魂
の
形
成
と
い
う
目
的
、
に
適
っ
て
い
る
か

否
か
に
よ
っ
て
で
あ
る
。（H

ick 1966: 259

）

こ
の
よ
う
に
ヒ
ッ
ク
は
こ
の
世
を
〈
ひ
と
が
神
と
の
人
格
的
関
係
に
入
る
た
め
の

陶
冶
の
場
〉
と
見
な
し
、
そ
れ
を
︱
︱
ジ
ョ
ン
・
キ
ー
ツ
の
用
い
た
句
を
借
用
し

︱
︱
「
魂
の
形
成
の
谷
間
（the vale of soul-m

aking

）」
と
呼
ん
で
い
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
世
界
は
よ
り
高
い
目
標
へ
繋
が
っ
て
い
く
過
渡
的
な
場
だ
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ヒ
ッ
ク
の
神
義
論
に
お
い
て
苦
難
は
〈
魂
の
形
成
の

糧
〉
と
い
う
意
味
を
得
る
。

続
け
て
ア
ダ
ム
ズ
の
有
名
な
論
考
（A

dam
s 1989

）
で
展
開
さ
れ
る
神
義
論

を
見
る
が
、
そ
こ
で
は
苦
難
は
ひ
と
つ
に
〈
神
の
共
に
あ
る
経
験
〉
の
意
味
を
得

る
。
ち
な
み
に
こ
の
論
考
は
、
個
人
を
し
て
自
分
の
人
生
の
意
味
を
疑
わ
せ
る
タ

イ
プ
の
悪
（
具
体
的
に
は
イ
ワ
ン
・
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
が
言
及
す
る
よ
う
な
苦
難
）

を
「
恐
ろ
し
い
悪
（horrendous evil

）」
と
術
語
化
し
、︽
悪
の
問
題
は
人
生
の

意
味
の
問
題
で
も
あ
る
︾
と
指
摘
す
る
︱
︱
そ
し
て
こ
の
指
摘
ゆ
え
に
同
論
考
は

有
名
な
の
だ
が
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
上
こ
の
議
論
を
詳
解
で
き
な
い
。
他
方

で
︽
ア
ダ
ム
ズ
の
神
義
論
が
苦
難
へ
ど
の
よ
う
な
意
味
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の

か
︾
は
正
確
に
説
明
し
た
い
。

さ
て
ア
ダ
ム
ズ
は
、
神
義
論
に
取
り
組
む
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
な
ぜ
神
は
悪

が
生
じ
る
こ
と
を
許
す
の
か
」
に
答
え
る
こ
と
を
放
棄
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

「
な
ぜ
？
」
を
知
る
こ
と
は
け
っ
き
ょ
く
人
間
に
と
っ
て
可
能
で
な
い
か
ら
で
あ

る
が
（A

dam
s 1989: 215-216

）、
こ
れ
に
加
え
て
「
な
ぜ
？
」
へ
答
え
な
く
て

も
悪
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
ア
ダ
ム
ズ
は

次
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
説
得
し
よ
う
と
す
る
。

二
歳
の
心
臓
病
の
子
ど
も
が
母
親
の
愛
を
確
信
す
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う

が
、
そ
れ
は
「
な
ぜ
」
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
い
︱
︱
と
い
う
の
も

そ
れ
は
認
知
的
に
ア
ク
セ
ス
不
可
能
だ
ろ
う
か
ら
。
そ
う
で
は
な
し
に
、
母

親
の
親
密
な
ケ
ア
、
苦
し
み
の
体
験
の
間
も
ず
っ
と
そ
ば
に
い
て
く
れ
る
こ

と
か
ら
、
愛
を
確
信
す
る
の
で
あ
る
。（A

dam
s 1989: 217

）

具
体
例
が
時
代
遅
れ
で
あ
る
点
は
措
く
と
し
て
こ
こ
で
は
、
病
苦
は
子
に
と
っ
て

〈
母
と
共
に
あ
る
〉
と
い
う
経
験
を
形
づ
く
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
苦
難
こ

そ
が
形
づ
く
る
経
験
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
ア
ダ
ム
ズ
は
、「
な
ぜ

神
は
こ
の
苦
難
を
許
す
の
か
」
へ
答
え
る
こ
と
で
は
な
く
、「
い
か
な
る
こ
と
が

こ
の
苦
難
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
の
か
」
を
記
述
す
る
こ
と
で
神
を
弁
護
し
よ
う

と
す
る
。
そ
の
さ
い
ア
ダ
ム
ズ
が
分
析
哲
学
の
文
脈
に
お
い
て
モ
ル
ト
マ
ン
や
北

森
嘉
蔵
な
ど
の
「
苦
し
む
神
（der leidende G

ott

）」
や
「
神
の
痛
み
」
の
概
念

へ
近
づ
い
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。

で
は
苦
難
に
お
い
て
何
が
生
じ
て
い
る
か
。
ア
ダ
ム
ズ
曰
く
、「
キ
リ
ス
ト
に

お
い
て
神
は
、
そ
の
受
難
と
死
を
通
じ
て
恐
ろ
し
い
悪
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
で

あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
人
間
の
恐
ろ
し
い
悪
の
経
験
は
キ
リ
ス
ト
と
の
同

一
化
の
手
段
た
り
う
る
」（A

dam
s 1989: 219

）。
こ
こ
で
は
、
苦
難
の
痛
み
は

た
ん
な
る
痛
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
神
が
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
受
け
た
そ
れ
と
同
じ

だ
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
な
る
と
苦
難
は
〈
神
と
共
に
あ
る
〉
と
い
う
経

験
を
形
づ
く
る
こ
と
に
な
る
。

ア
ダ
ム
ズ
は
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
苦
難
が
「
神
の
内
的
生
へ
の
直
観
（vision 
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into the inner life of G
od

）」
で
も
あ
る
と
指
摘
す
る
。
た
し
か
に
い
わ
ゆ
る

「
父
と
し
て
の
神
」
が
そ
の
生
に
お
い
て
苦
痛
に
見
舞
わ
れ
る
と
は
言
え
な
い
が
、

神
は
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
十
字
架
と
い
う
最
大
の
苦
し
み
を
生
き
た
の
で
あ
り
、

そ
う
で
あ
れ
ば
私
た
ち
の
経
験
す
る
苦
し
み
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
私
た
ち
は
神

の
生
の
「
内
側
を
見
る
」
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
ア
ダ
ム
ズ
は
「
私
た

ち
の
苦
し
み
が
深
い
場
合
［
⋮
］
そ
の
経
験
は
神
の
内
的
生
へ
の
無
媒
介
的
な
直

観
で
あ
り
う
る
」
と
言
う
（A

dam
s 1989: 219

）。
こ
の
よ
う
に
ア
ダ
ム
ズ
の
神

義
論
に
お
い
て
は
、
一
方
で
「
な
ぜ
こ
の
苦
難
が
生
じ
た
の
か
」
へ
の
答
え
は
与

え
ら
れ
な
い
が
、
他
方
で
苦
難
は
〈
神
と
共
に
あ
る
経
験
〉
の
意
味
を
得
、
無
意

味
な
痛
み
の
苦
し
み
は
昇
華
す
る
。

５
．「
宗
教
的
」
ア
プ
ロ
ー
チ
は
他
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
比
し
て
苦
難
の
意
味

づ
け
に
か
ん
し
て
有
利
か
？

ヒ
ッ
ク
や
ア
ダ
ム
ズ
に
か
ん
し
て
私
が
言
い
た
い
こ
と
は
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
に

か
ん
す
る
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
ヒ
ッ
ク
の
神
義
論
は
苦
難
に
〈
魂
の
形
成
の

糧
〉
の
意
味
を
、
そ
し
て
ア
ダ
ム
ズ
の
そ
れ
は
苦
難
に
〈
神
と
共
に
あ
る
経
験
〉

の
意
味
を
認
め
る
が
、
か
か
る
意
味
づ
け
が
行
な
わ
れ
る
と
き
、
苦
難
は
そ
れ
に

尽
き
る
も
の
に
な
り
う
る
。
だ
が
苦
難
は
「
そ
れ
は
魂
の
形
成
の
糧
だ
」
と
い
う

説
明
で
究
極
的
な
意
味
づ
け
を
得
る
の
か
。
ま
た
「
苦
難
は
神
と
共
に
あ
る
経
験

だ
」
と
言
っ
て
そ
れ
で
済
む
の
か
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
苦
難
は

決
し
て
特
定
の
意
味
づ
け
の
も
と
で
私
た
ち
の
心
を
安
ら
わ
せ
た
り
は
し
な
い
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
苦
難
と
は
本
質
的
に
、
魂
を
動
揺
さ
せ
「
ど
う
し
て
？
」

と
問
わ
せ
続
け
る
も
の
だ
と
思
う
。

で
は
神
義
論
は
不
可
避
的
に
瑕
疵
を
含
む
の
か
。
神
義
論
は
︱
︱
本
稿
の
主
張

の
半
面
だ
が
︱
︱
そ
れ
自
体
で
は
、
苦
難
へ
特
定
の
意
味
を
貼
り
つ
け
、
そ
う
す

る
こ
と
で
苦
難
の
特
質
（
す
な
わ
ち
「
な
ぜ
？
」
や
「
こ
れ
は
何
な
の
か
？
」
と

い
う
問
い
を
喚
起
し
続
け
る
特
質
）
か
ら
目
を
背
け
る
側
面
を
も
つ
。
し
か
し
な

が
ら
私
は
神
義
論
が
ま
っ
た
く
無
意
味
だ
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
思
う

に
、
も
し
神
義
論
の
探
求
者
が
〈
自
分
は
ま
だ
語
り
尽
く
し
て
い
な
い
〉
と
自
覚

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
苦
難
へ
し
か
と
向
き
合
う
こ
と
に
資
す
る
だ
ろ
う
。

例
え
ば
ヒ
ッ
ク
が
苦
難
へ
〈
魂
の
形
成
の
糧
〉
の
意
味
を
付
す
と
き
に
も
、
も
し

そ
れ
が
「
苦
難
は
魂
の
形
成
の
糧
の
意
味
を
も
つ
」
と
述
べ
て
そ
れ
で
済
ま
す
も

の
で
な
い
な
ら
ば
、
彼
の
言
う
こ
と
は
意
義
の
あ
る
何
か
へ
繋
が
っ
て
い
く
か
も

し
れ
な
い
。
要
す
る
に
神
義
論
は
、
苦
難
の
意
味
を
語
り
尽
く
そ
う
と
し
な
い
場

合
に
こ
そ
、
語
り
の
外
部
に
何
か
を
示
し
う
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
︱
︱
こ
こ
ま
で
の
議
論
が
正
し
け
れ
ば
︱
︱
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
の

「
苦
難
は
最
善
の
世
界
の
創
造
の
副
産
物
だ
」
と
い
う
指
摘
、
ヒ
ッ
ク
の
「
苦
難

は
魂
の
形
成
の
糧
だ
」
と
い
う
言
明
、
ア
ダ
ム
ズ
の
「
苦
難
は
神
と
共
に
あ
る
経

験
を
形
づ
く
る
」
と
い
う
見
解
の
そ
れ
ぞ
れ
が
意
義
を
も
つ
の
は
、
そ
れ
が
〈
ま

だ
語
り
尽
く
し
て
い
な
い
〉
と
い
う
姿
勢
を
具
え
る
場
合
に
限
る
。
感
覚
的
な
言

い
回
し
を
す
れ
ば
、
言
葉
が
つ
ね
に
た
め
ら
い
と
と
も
に
用
い
ら
れ
、
つ
ね
に

「
だ
が
し
か
し
⋮
⋮
」
や
「
そ
れ
で
も
⋮
⋮
」
が
後
続
す
る
準
備
が
あ
る
と
き
、

神
議
論
の
語
り
は
却
っ
て
意
義
を
得
る
。
敢
え
て
語
り
過
ぎ
る
こ
と
で
私
の
言
わ

ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
示
せ
ば
以
下
。
す
な
わ
ち
、
も
し
神
義
論
が
〈
苦
難
の
究
極

的
な
意
味
づ
け
を
先
送
り
し
な
が
ら
そ
れ
で
も
意
味
を
追
い
求
め
る
企
て
〉
で
あ

る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ
る
言
葉
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
外
部
を
示
し
な
が
ら

輝
き
を
放
つ
だ
ろ
う
、
と
。
︱
︱
こ
の
指
摘
が
適
切
に
理
解
さ
れ
た
と
き
、
こ
の

文
言
も
ま
た
語
り
過
ぎ
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
だ
か
ら
そ
の
文
言
の
語
る
と

こ
ろ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
示
す
と
こ
ろ
を
掴
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
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以
上
の
指
摘
は
拙
著
で
展
開
し
た
「
超
越
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
関
係
す
る
。
本

稿
の
文
脈
で
ふ
た
た
び
「
超
越
」
と
い
う
語
を
用
い
る
な
ら
ば
「
苦
難
の
意
味
も

超
越
の
次
元
に
あ
る
」
と
言
い
た
く
な
る
︱
︱
と
は
い
え
こ
う
し
た
点
は
詳
し

く
語
れ
ば
語
る
ほ
ど
〈
語
り
え
ぬ
も
の
を
語
る
〉
と
い
う
越
権
を
犯
す
こ
と
に
な

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
宗
教
と
超
越
の
関
係
に
つ
い
て
は
ひ
と
こ
と
述
べ
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
拙
著
は
〈
超
越
を
尊
重
す
る
〉
と
い
う
宗
教
的
姿
勢
を
大
切
な
も

の
と
見
な
し
た
。
と
は
い
え
、「
宗
教
的
」
語
彙
を
用
い
れ
ば
た
だ
ち
に
超
越
が

語
ら
れ
る
、
な
ど
は
あ
り
え
な
い
。
じ
っ
さ
い
、「
宗
教
的
」
文
脈
で
語
る
場
合

に
も
、
超
越
は
（
語
ら
れ
え
ず
）
た
だ
示
さ
れ
る
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
神
義

論
も
苦
難
の
意
味
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、「
宗
教
的
」
と

一
般
に
見
な
さ
れ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
他
の
も
の
に
比
し
て
苦
難
の
意
味
（
や
人
生

の
意
味
）
を
語
る
点
で
有
利
だ
、
な
ど
の
事
態
は
成
立
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

６
．
反
神
義
論
的
な
神
義
論
の
「
運
動
」

け
っ
き
ょ
く
本
稿
で
は
何
が
言
わ
れ
た
の
か
。
私
は
根
本
的
に
は
語
り
え
ぬ
こ

と
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
私
が
私
の
言
い
た
い
こ
と
を
そ
の
ま
ま
言
え
ば

そ
の
語
り
は
自
己
矛
盾
的
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
そ
う
し
た
自
家

撞
着
に
敢
え
て
陥
り
つ
つ
、
本
稿
の
主
張
を
ま
と
め
た
い
。

前
節
ま
で
の
議
論
を
要
約
し
よ
う
。
拙
著
は
例
え
ば
︽
幸
福
の
条
件
は
言
葉
の

う
ち
へ
落
ち
て
こ
な
い
︾
と
指
摘
し
た
が
、
苦
難
の
意
味
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ

と
が
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、「
苦
難
の
意
味
は
⋮
⋮
で
あ
る
」
と
確
言
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
か
く
し
て
、
神
義
論
が
苦
難
へ
の
明
示
的
意
味

づ
け
を
含
意
す
る
限
り
、
こ
の
企
て
は
不
可
避
的
な
瑕
疵
を
含
む
。
た
と
え
神

義
論
に
何
か
し
ら
意
義
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
語
り
の
外
部
に
あ
る
。

じ
っ
さ
い
、
苦
難
へ
い
っ
た
ん
意
味
づ
け
を
し
た
う
え
で
「
そ
れ
で
も
⋮
⋮
」
と

い
う
留
保
に
よ
っ
て
超
越
へ
開
か
れ
る
と
き
、
神
義
論
の
語
り
は
有
意
義
な
何
か

へ
繋
が
っ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
な
る
と
神
義
論
の
い
わ
ば
失
敗
の
歩
み
の
中
に
も
積
極
的
な
何
か
を
見
出

さ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
で
私
は
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
、
ヒ
ッ
ク
、
ア
ダ
ム

ズ
、
そ
し
て
そ
の
他
の
論
者
の
展
開
す
る
神
義
論
が
こ
と
ご
と
く
失
敗
し
て
い
る

と
考
え
る
。
他
方
で
、
苦
難
が
魂
を
揺
さ
ぶ
っ
て
「
な
ぜ
？
」
と
問
わ
せ
続
け
る

以
上
、
そ
れ
に
応
え
よ
う
と
す
る
神
義
論
の
努
力
は
単
純
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
は
な
い
。
そ
し
て
︱
︱
こ
こ
が
本
稿
の
結
論
的
な
指
摘
だ
が
︱
︱
神
義
論
の

失
敗
の
一
歩
一
歩
は
そ
の
つ
ど
〈
語
り
え
ぬ
外
部
〉
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
う
な

る
と
（
ふ
た
た
び
敢
え
て
語
り
過
ぎ
れ
ば
）「
神
義
論
の
企
て
は
そ
の
つ
ど
失
敗

す
る
こ
と
に
お
い
て
意
義
を
も
つ
」
と
さ
え
言
え
る
。
失
敗
し
続
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
繰
り
返
し
〈
語
り
の
外
部
の
超
越
〉
を
示
す
、
と
い
う
こ
と
だ
。

お
そ
ら
く
私
が
言
い
た
い
こ
と
は
次
で
あ
る
（「
お
そ
ら
く
」
と
言
う
の
は
私

自
身
に
と
っ
て
も
私
が
い
ま
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
捉
え
が
た
い
か
ら
だ
）。

す
な
わ
ち
、
苦
難
に
意
味
を
見
出
す
努
力
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、「
苦
難
は
⋮

⋮
の
意
味
を
も
つ
」
と
明
示
的
に
語
る
こ
と
で
は
な
く
、
語
り
え
ぬ
も
の
を
語
ろ

う
と
す
る
運
動
の
ほ
う
だ
、
と
。
じ
つ
に
個
々
人
を
襲
う
具
体
的
な
苦
難
に
つ
い

て
は
何
を
述
べ
て
も
最
終
的
な
説
明
に
な
ら
な
い
︱
︱
そ
れ
ゆ
え
意
味
を
問
い
求

め
続
け
る
以
外
に
苦
難
と
向
き
合
っ
て
生
き
る
道
は
な
い
。
た
し
か
に
、
例
え
ば

ア
ダ
ム
ズ
の
「
苦
難
は
神
と
共
に
あ
る
経
験
を
形
成
す
る
」
と
い
う
言
葉
を
初
め

て
聞
く
と
き
、
ひ
と
の
魂
が
苦
難
へ
新
た
な
向
き
合
い
方
を
し
始
め
る
こ
と
は
あ

り
う
る
。
と
は
い
え
苦
難
と
の
関
わ
り
が
そ
れ
で
終
了
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、

苦
難
が
「
だ
が
な
ぜ
？
」
と
い
う
問
い
を
喚
起
し
続
け
る
こ
と
は
変
わ
り
が
な
い

（
た
し
か
に
痛
み
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
変
化
し
う
る
が
）。
こ
の
意
味
で
、
苦
難
の
意
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味
づ
け
と
い
う
企
て
は
失
敗
す
る
こ
と
を
さ
だ
め
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
表
題
は
「
神
義
論
に
お
け
る
〈
苦
難
の
意
味
づ
け
〉
の

あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
試
み
の
失
敗
」
だ
が
、
神
義
論
は
さ
だ
め
に
応
じ
て
失
敗
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
話
が
こ
こ
ま
で
進
め
ば
、
神
義
論
の
「
失
敗
」
は
決
し
て
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
に
尽
き
な
い
と
分
か
る
。
も
ち
ろ
ん
神
義
論
が
い
わ
ば
〈
失
敗

せ
ん
と
し
て
失
敗
す
る
企
て
〉
で
あ
る
こ
と
は
な
い
し
、
そ
う
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
（
そ
の
場
合
、
そ
の
語
り
は
神
義
論
未
満
に
な
る
だ
ろ
う
）。
神
義
論
は
本
気

で
苦
難
の
意
味
を
語
ろ
う
と
し
、
そ
の
う
え
で
挫
折
す
る
︱
︱
こ
う
し
た
渾
身
の

努
力
の
失
敗
は
結
果
と
し
て
〈
語
り
う
る
こ
と
〉
の
外
部
を
閃
か
せ
る
。
こ
の
最

後
の
文
は
決
し
て
、
神
義
論
の
探
求
者
は
意
図
的
に
失
敗
す
る
こ
と
で
超
越
を
垣

間
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
な
ど
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
神
義
論
の
「
成
功
」
は

探
求
者
の
意
図
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
実
現
さ
れ
る
と
言
え
る
。

７
．
補
遺
︱
︱
超
越
の
存
在
と
そ
の
含
意
を
め
ぐ
る
問
題

本
稿
の
メ
イ
ン
パ
ー
ト
は
以
上
で
全
部
で
あ
り
、
以
下
は
︱
︱
補
足
と
し
て
︱

︱
現
象
学
的
な
関
心
に
合
致
す
る
（
か
も
し
れ
な
い
）
問
題
を
提
起
す
る
。
そ
れ

は
「
超
越
」
を
め
ぐ
る
問
題
だ
が
、
こ
れ
を
定
式
化
す
る
に
あ
た
っ
て
は
じ
め
に

私
が
「
超
越
」
と
い
う
語
を
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
て
い
る
か
を
説
明
し
た
い
。

例
え
ば
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
感
性
論
を
読
む
と
︽
世
界
は
決
し
て
世
界
内
部

的
に
（innerw

eltlich

）
出
会
わ
れ
る
も
の
だ
け
か
ら
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
︾
と
い
う
点
が
確
認
で
き
る
。
じ
っ
さ
い
、
眼
前
の
現
象
か
ら
私
た
ち
が
世

界
内
部
的
に
出
会
う
性
質
を
抜
き
去
っ
て
い
く
と
最
後
に
「
空
間
」
が
残
る
と
言

え
る
が
、
空
間
そ
れ
自
体
は
世
界
内
部
的
に
出
会
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
出
会
う
こ
と
（
す
な
わ
ち
見
た
り
触
れ
た
り
す
る
こ
と
）
は
空
間
と
い
う

場
の
う
ち
で
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
空
間
そ
の
も
の
は
決
し
て
出

会
わ
れ
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
に
空
間
は
世
界
内
部
的
に
出
会
わ
れ
る
も
の
の

圏
域
の
「
外
部
」
に
あ
る
。
こ
う
し
た
〈
世
界
内
部
的
に
出
会
わ
れ
る
も
の
の
外

部
〉
を
私
は
総
称
的
に
「
超
越
」
と
呼
ぶ
（cf. 

山
口2019: 200-204

）。

「
超
越
」
と
い
う
語
の
こ
う
し
た
使
用
は
無
視
で
き
な
い
粗
っ
ぽ
さ
を
含
む
が
、

そ
の
理
由
は
こ
の
語
の
使
用
条
件
が
「
世
界
内
部
的
に
は
出
会
わ
れ
な
い
」
と
い

う
否
定
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
私
は
〈
世
界
内
部
的
に
出
会
わ
れ

る
も
の
の
外
部
〉
に
心
惹
か
れ
る
性
質
で
あ
る
の
で
、
私
に
と
っ
て
は
（
た
と
え

粗
っ
ぽ
い
と
し
て
も
）
こ
の
用
法
で
十
分
に
役
に
立
つ
。
ち
な
み
に
、〈
出
会
わ

れ
う
る
も
の
〉
を
〈
語
り
う
る
も
の
〉
と
等
置
す
る
な
ら
ば
、
超
越
は
〈
語
り
え

ぬ
も
の
〉
の
領
域
と
一
致
す
る
。
あ
る
い
は
、〈
世
界
内
部
的
な
も
の
と
の
出
会

い
〉
を
「
経
験
」
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
超
越
は
経
験
の
領
域
を
超
え
て
い
る
と
言

え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
超
越
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
定
式
化
さ
れ
る
以
下
の

問
題
は
〈
世
界
内
部
的
に
は
出
会
わ
れ
な
い
も
の
〉
を
主
題
に
す
る
。

こ
の
意
味
の
超
越
が
じ
っ
さ
い
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
た
し
か
に
疑
わ
れ
う

る
が
、
空
間
お
よ
び
時
間
は
そ
れ
ぞ
れ
少
な
く
と
も
超
越
の
一
種
と
見
な
す
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
仮
に
何
か
し
ら
の
超
越
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と

き
、
次
の
問
い
が
生
じ
る
。
そ
れ
以
外
に
（
す
な
わ
ち
空
間
や
時
間
以
外
に
）
ど

の
よ
う
な
も
の
が
超
越
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
う
る
の
か
。

こ
う
し
た
問
い
が
重
要
で
あ
る
の
は
、
ひ
と
つ
に
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
自
然

主
義
」
あ
る
い
は
よ
り
広
く
「
還
元
主
義
」
の
話
題
に
関
わ
る
か
ら
だ
。「
自
然

主
義
」
に
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
語
で
︱
︱
正
当
化

可
能
な
用
法
だ
と
思
う
が
︱
︱
志
向
性
や
自
由
意
志
な
ど
の
哲
学
的
に
問
題
的
な

ア
イ
テ
ム
を
世
界
内
部
的
に
出
会
わ
れ
る
存
在
へ
還
元
す
る
立
場
を
指
す
と
し
よ

う
。
こ
の
意
味
の
自
然
主
義
は
世
界
を
理
解
す
る
さ
い
に
敢
え
て
超
越
へ
目
を
向
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け
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
超
越
へ
目
を
向
け
る
こ
と
な
し
に
、
哲
学
的

に
問
題
的
な
ア
イ
テ
ム
は
す
べ
て
「
説
明
」
さ
れ
る
の
か
。

「
道
徳
的
善
さ
」
の
概
念
を
例
に
と
ろ
う
。
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
「
道
徳
的
善

さ
」
を
経
験
可
能
な
快
適
さ
（
例
え
ば
「
快
」
の
経
験
）
の
水
準
で
説
明
し
よ
う

と
す
る
立
場
が
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
成
功
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で

こ
の
問
い
を
十
分
に
考
察
す
る
紙
幅
は
な
い
が
、
ひ
と
つ
の
可
能
性
は
示
唆
し
て

お
き
た
い
。
じ
つ
に
も
し
か
す
る
と
道
徳
的
善
さ
の
条
件
も
ま
た
〈
世
界
内
部
的

に
出
会
わ
れ
る
も
の
の
外
部
〉
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
条
件

は
経
験
の
内
部
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
的
経
験
を
可
能
に

す
る
「
形
式
」
の
側
に
属
す
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
合
、
道
徳
的
善
さ
の
自
然

主
義
的
説
明
の
企
て
は
重
要
な
点
に
お
い
て
的
外
れ
に
な
る
だ
ろ
う
。
私
は
同
様

の
議
論
が
例
え
ば
「
論
理
」
に
関
し
て
も
成
り
立
つ
と
考
え
て
い
る
。

神
義
論
を
め
ぐ
る
本
稿
の
議
論
の
妥
当
性
は
そ
の
核
心
に
か
ん
し
て
〈
世
界
内

部
的
に
出
会
わ
れ
る
も
の
の
外
部
〉
の
存
在
に
か
か
っ
て
い
る
。
は
た
し
て
そ
う

し
た
も
の
は
あ
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
も
し
そ
う
し
た
も
の
が
存
在
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
が
哲
学
的
な
議
論
に
対
し
て
有
す
る
含
意
は
何
か
。
超
越
を
「
肯
定
す

る
」
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
「
正
当
化
」
さ
れ
る
か
。

以
上
の
問
い
を
踏
ま
え
れ
ば
、
本
稿
が
何
を
や
ろ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
一
歩

踏
み
込
ん
で
理
解
で
き
る
。
じ
つ
に
本
稿
は
、
全
体
と
し
て
、
超
越
の
次
元
へ
目

を
向
け
る
こ
と
の
重
要
性
を
示
さ
ん
と
す
る
企
て
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
本
論
で

見
た
よ
う
に
、
苦
難
の
意
味
を
「
現
前
す
る
」
世
界
内
部
的
な
ア
イ
テ
ム
で
説
明

し
尽
く
そ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
語
り
は
貧
し
さ
を
避
け
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
超
越

的
な
〈
語
り
え
ぬ
も
の
〉
が
重
要
な
の
だ
。
︱
︱
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
、
語

る
の
が
困
難
な
事
柄
な
の
だ
が
。

押
さ
え
る
べ
き
は
、
こ
こ
で
の
「
超
越
」
は
第
一
義
的
に
〈
世
界
内
部
的
で
な

い
〉
を
意
味
す
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
か
く
し
て
超
越
の
存
在
を
認
め
る
こ
と

は
、
そ
れ
自
体
で
は
、
決
し
て
世
界
内
部
的
な
何
か
（
グ
ル
や
イ
ズ
ム
）
を
神
格

化
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
か
く
し
て
、
自
然
主
義
や
還
元
主
義
を
離
れ
て
も
怪
し

げ
な
（
例
え
ば
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
」）
存
在
へ
コ
ミ
ッ
ト
す
る
必
要
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
私
は
、
超
越
の
次
元
へ
目
を
向
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
の
理
解
が
深
ま
る
、
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
み
な
さ
ん
は
ど
う
考
え
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
現
象
学
的
な
観
点
か
ら

ど
の
よ
う
に
批
判
あ
る
い
は
検
討
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
か
。
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一　

死
を
め
ぐ
る
哲
学
的
議
論

死
に
対
す
る
恐
れ
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
皆
が
抱
く
も
の
で
あ
る
。「
メ
メ
ン

ト
・
モ
リ
」
と
い
う
語
で
表
さ
れ
た
よ
う
に
、
己
の
死
す
べ
き
運
命
と
自
己
の
非

存
在
と
い
う
状
態
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
の
な
い
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
死
を
主
題
と
し
た
哲
学
的
な
議
論
は
、
古
代
哲
学
と
現
在
の
英
米
哲
学
に
お

い
て
数
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
主
要
な
論
点
は
次
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
。

（
一
）
そ
も
そ
も
、
死
は
悪
な
の
か

現
代
の
死
に
関
す
る
議
論
は
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
に
よ
る
次
の
主
張
の
再
解
釈
か
ら

始
ま
っ
た
。「
死
は
、
も
ろ
も
ろ
の
悪
い
も
の
の
う
ち
で
最
も
恐
ろ
し
い
も
の
と

さ
れ
て
い
る
が
、
じ
つ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
な

ぜ
か
と
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
存
す
る
か
ぎ
り
、
死
は
現
に
存
せ
ず
、
死
が
現
に

存
す
る
時
に
は
、
も
は
や
わ
れ
わ
れ
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
死

は
、
生
き
て
い
る
も
の
に
も
、
す
で
に
死
ん
だ
も
の
に
も
、
関
わ
り
が
な
い
。」

（
エ
ピ
ク
ロ
ス
、
六
七
頁
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
ト
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
は
、
人
生

に
含
ま
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
善
が
死
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
こ
と
が
悪
で
あ
る

と
主
張
し
た
（N

agel 1970, p. 1

）。
ネ
ー
ゲ
ル
の
見
解
は
剥
奪
説
（deprivation 

theory

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
死
が
悪
で
あ
る
と
し
て
も
、
エ
ピ
ク
ロ

ス
の
主
張
を
考
え
る
と
、
い
つ
誰
に
そ
の
悪
を
帰
属
さ
せ
る
の
か
と
い
う
難
問
が

あ
る
。（

二
）
誕
生
以
前
の
非
存
在
と
死
後
の
非
存
在
を
等
し
い
も
の
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る
か

エ
ピ
ク
ロ
ス
の
思
想
を
継
承
し
た
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
は
次
の
よ
う
に
示
唆
し

た
。「
明
ら
か
に
、
死
の
中
に
は
恐
る
べ
き
も
の
は
何
も
な
い
し
、
存
在
し
な
い

人
が
不
幸
と
な
り
う
る
こ
と
も
な
い
し
、
ま
た
そ
の
人
が
こ
れ
ま
で
一
度
も
生
ま

れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
は
何
ら
問
題
に
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
死
す
べ

き
生
を
不
死
な
る
死
が
奪
い
去
っ
た
の
だ
か
ら
。」（
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
、
三
五
〇

頁
）。
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
た
ち
が
死
ん
だ
の
ち
に
非
存
在
と
な
る
と
し
て
も
、

わ
た
し
た
ち
が
誕
生
す
る
前
に
も
長
い
非
存
在
の
時
間
が
あ
っ
た
。
そ
の
非
存
在

を
恐
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
死
後
の
非
存
在
も
ま
た
恐
れ
る
必
要
も
な
い
と
い
う

主
張
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
対
称
性
が
成
り
立
つ
の
か
と
い
う
点
が
議
論
の
対

象
と
な
る
。

（
三
）
夭
折
（prem

ature death

）
は
よ
り
大
き
な
悪
な
の
か

マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
こ
の
う
え
な
き
齢
を

は
ん
だ
者
も
、
憐
れ
限
り
な
き
短
命
の
う
ち
に
夭
死
し
た
者
も
、
失
う
も
の
は
と

も
に
等
し
い
」（
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
、
四
二
五
頁
）。
し
か
し
、
多
く
の

人
々
は
、
短
命
の
う
ち
に
死
ん
だ
人
は
、
長
命
を
ま
っ
と
う
し
た
人
よ
り
も
、
よ

り
不
幸
だ
と
感
じ
る
だ
ろ
う
。
で
は
そ
の
理
由
は
何
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
が

﹁
不
老
不
死
の
人
生
の
望
ま
し
さ
﹂
再
考

鶴

田

尚

美
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論
じ
ら
れ
る
。

（
四
）
不
老
不
死
の
生
は
望
ま
し
い
の
か

そ
し
て
、
短
命
が
不
幸
で
あ
り
長
く
生
き
る
ほ
う
が
よ
り
よ
い
と
い
う
考
え
を

延
長
し
て
い
け
ば
、
老
化
せ
ず
決
し
て
死
な
な
い
人
の
生
の
ほ
う
が
よ
い
の
か
と

い
う
問
い
が
生
じ
る
。
だ
が
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
不
老
不
死
の
人

生
は
誰
に
と
っ
て
も
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
問
い
の
う
ち
、（
二
）
か
ら
（
四
）
ま
で
は
す
で
に
考
え
て
き

た
（
鶴
田
二
〇
〇
九
、二
〇
一
三
、二
〇
一
五
、二
〇
一
八
）。
そ
し
て
本
稿
で
は
、

（
四
）
の
不
老
不
死
（im

m
ortality

）
の
生
に
つ
い
て
再
度
考
え
た
い
。

二　

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
問
題
提
起

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
論
文 “The M

akropulos C
ase: R

eflections on the Tedium
 

of Im
m

ortality”  (1973)

で
不
老
不
死
の
人
生
を
論
じ
た
。
こ
の
論
文
は
カ
レ

ル
・
チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
戯
曲
（
お
よ
び
ヤ
ナ
ー
チ
ェ
ク
の
同
名
オ
ペ
ラ
）
の
『
マ
ク

ロ
プ
ロ
ス
事
件
』
の
登
場
人
物
、
エ
ミ
リ
ア
・
マ
ル
テ
ィ
の
生
を
題
材
と
す
る
。

エ
ミ
リ
ア
は
三
七
歳
の
卓
越
し
た
歌
手
で
あ
り
、
若
い
歌
手
は
そ
の
歌
を
聴
い
て

感
嘆
す
る
。
し
か
し
、
彼
女
に
は
ど
こ
か
冷
や
や
か
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
物
語
の

終
末
で
エ
ミ
リ
ア
の
冷
淡
さ
の
理
由
が
明
か
さ
れ
る
。
彼
女
の
実
年
齢
は
三
三
七

歳
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
三
〇
〇
年
前
に
皇
帝
の
要
請
に
よ
っ
て
父
親
が
開
発
し
た

不
老
不
死
の
秘
薬
を
実
験
台
と
し
て
飲
み
、
そ
の
た
め
に
身
体
の
年
齢
が
三
七
歳

で
止
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
エ
ミ
リ
ア
の
本
名
は
エ
リ
ナ
・
マ
ク
ロ
プ
ロ
ス
で
あ

る
が
、
一
定
の
年
月
が
過
ぎ
れ
ば
自
分
の
死
亡
届
を
出
し
、
別
名
を
名
乗
っ
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
各
地
を
転
々
と
し
、
結
婚
を
何
度
も
繰
り
返
し
、
数
十
人
の
子
供
も
い
る
。

三
〇
〇
年
が
経
っ
て
、
も
う
一
度
秘
薬
を
飲
め
ば
次
の
三
〇
〇
年
を
生
き
る
こ
と

が
で
き
る
。
だ
が
、
彼
女
は
そ
れ
を
拒
絶
し
、
自
分
の
状
況
に
つ
い
て
こ
う
語
る
。

「
あ
た
し
、
こ
ん
な
に
、
こ
ん
な
に
長
い
こ
と
生
き
ち
ゃ
い
け
な
か
っ
た
ん
だ

わ
。（
⋮
）
長
生
き
な
ん
て
、
人
間
に
は
、
と
て
も
耐
え
ら
れ
る
も
ん
じ
ゃ
な

い
わ
。
一
〇
〇
年
、
一
三
〇
年
ま
で
な
ら
、
な
ん
と
か
耐
え
ら
れ
る
。
で
も
、

や
が
て
⋮
や
が
て
、
そ
れ
が
わ
か
っ
て
く
る
⋮
⋮
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
生
の

中
で
魂
が
死
ぬ
。」（
チ
ャ
ペ
ッ
ク
、
一
九
二
二
年
、
二
二
五
頁
）

上
の
引
用
の
よ
う
に
、
エ
ミ
リ
ア
は
三
〇
〇
年
の
人
生
は
人
間
に
と
っ
て
耐
え
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
死
を
選
ぶ
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
彼
女
の
状

況
は
偶
然
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
人
間
で
あ
っ
て
も
不
老
不
死
の
人

生
は
必
然
的
に
退
屈
や
冷
淡
さ
、
無
関
心
さ
に
陥
る
。
そ
し
て
終
わ
り
な
き
生
は

無
意
味
な
生
で
あ
る
（W

illiam
s1973, p. 89

）。
そ
し
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
だ
け
で

は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
論
者
た
ち
も
ま
た
、
不
老
不
死
の
人
生
は
本
人
に
と
っ
て

望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
哲
学
者
た
ち
の
議
論
に
限
っ
た

こ
と
で
は
な
い
。
八
百
比
丘
尼
の
伝
説
、
ヴ
ァ
ン
パ
イ
ア
物
語
と
い
っ
た
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
世
界
で
も
不
老
不
死
の
人
物
は
描
か
れ
、
そ
し
て
皆
が
孤
独
の
中
に
ひ

と
り
取
り
残
さ
れ
、「
死
ね
な
い
こ
と
」
に
苦
し
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
わ
た
し
は
、
不
老
不
死
の
人
生
は
む
し
ろ
望
ま
し
い
も
の
だ
と
考
え

る
。
わ
た
し
に
は
、
ま
だ
ま
だ
や
り
た
い
こ
と
や
知
り
た
い
こ
と
、
達
成
し
た
い

こ
と
が
あ
り
、
残
り
の
数
十
年
で
は
そ
れ
ら
す
べ
て
を
到
底
実
現
で
き
な
い
か
ら

で
あ
る
㈠
。
さ
ら
に
、
不
老
不
死
に
つ
い
て
の
議
論
に
は
多
く
の
誤
解
が
含
ま
れ

て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
六
つ
の
論
点
を
批
判
的
に
検
討
し
た
い
。
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三　

不
老
不
死
の
生
に
つ
い
て
の
想
定

ま
ず
、
不
老
不
死
の
生
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
想
定
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
三
〇
代
か
ら
四
〇
代
前
半
で
身
体
的

な
老
化
が
止
ま
り
、
そ
の
ま
ま
生
き
続
け
る
状
態
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
前

提
が
必
要
な
の
は
、
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
の
特
定
の
性
格
（a certain (fixed) 

character

）
や
価
値
観
が
定
ま
る
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
時
間
を
要
す
る
か
ら
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
定
の
欲
求
や
理
想
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
人
々

は
自
分
の
人
生
計
画
（ground projects
）
を
た
て
る
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
可

能
に
な
る
に
は
、
あ
る
程
度
、
多
様
な
人
生
経
験
を
経
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う

（W
illiam

s 1973, 1981

）。

現
実
の
人
間
の
よ
う
に
、
老
化
が
進
む
中
で
不
死
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
く
な

い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
心
身
の
能
力
が
衰
え
続
け
る
の
に
永
遠
に
生
き
続

け
る
こ
と
を
望
む
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
他
方
、
若
す
ぎ
る
ま
ま
不
老
不
死
と
な

る
こ
と
も
ま
た
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
映
画
『
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
ウ
ィ
ズ
・

ヴ
ァ
ン
パ
イ
ア
』（
一
九
九
四
）
に
は
、
五
歳
で
吸
血
鬼
と
な
っ
て
生
き
続
け
る

少
女
が
登
場
す
る
。
彼
女
は
、
五
歳
の
身
体
年
齢
の
ま
ま
数
十
年
を
過
ご
し
、
精
神

的
に
は
成
熟
し
て
い
な
が
ら
自
分
の
身
体
が
成
長
で
き
な
い
こ
と
に
怒
り
や
悲
し
み

を
感
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
生
き
続
け
る
こ
と
は
確
か
に
苦
痛
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
世
界
中
の
す
べ
て
の
人
々
が
不
老
不
死
で
あ
る
と
は
想
定
し
な
い
。
そ

う
な
っ
て
は
不
老
不
死
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
な
る
で
あ

ろ
う
し
、
人
口
が
減
少
し
な
く
な
る
の
で
誰
も
新
た
に
子
供
を
も
つ
こ
と
が
で
き

な
く
な
る
と
い
っ
た
不
条
理
な
事
態
に
至
る
。
よ
っ
て
、
世
界
で
ひ
と
り
、
あ
る

い
は
数
人
だ
け
が
不
老
不
死
で
あ
る
と
想
定
す
る
。

最
後
に
、
不
老
不
死
で
あ
る
と
し
て
も
、
生
身
の
人
間
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
と
想
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
高
層
ビ
ル
か
ら
転
落
す
れ
ば
肉

体
が
破
壊
さ
れ
、
当
然
な
が
ら
死
ぬ
㈡
。
ま
た
、
一
時
的
に
病
気
に
か
か
る
こ
と

も
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
不
治
の
病
に
苦
し
ん
だ
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
病
を

抱
え
な
が
ら
生
き
続
け
る
こ
と
も
ま
た
、
苦
痛
に
満
ち
た
人
生
が
続
く
だ
け
で
あ

り
、
不
死
で
あ
る
こ
と
は
む
し
ろ
永
遠
の
苦
し
み
で
し
か
生
ま
な
い
か
ら
で
あ

る
。
わ
た
し
が
想
定
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
、
一
定
の
年

齢
で
老
化
が
止
ま
り
、
通
常
の
健
康
状
態
を
維
持
し
続
け
、
過
去
に
つ
い
て
明
瞭

な
記
憶
を
も
っ
て
お
り
、
か
つ
自
分
が
不
老
不
死
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と

い
う
状
態
で
あ
る
。

四　

不
老
不
死
に
対
す
る
反
論
の
検
討

そ
れ
で
は
、
不
老
不
死
の
生
に
対
し
て
否
定
的
な
人
々
が
述
べ
た
論
点
を
具
体

的
に
六
つ
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

四
一　

不
老
不
死
の
人
生
は
同
じ
出
来
事
の
反
復
な
の
か

ホ
ル
ヘ
・
ル
イ
ス
・
ボ
ル
ヘ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
人
間
が
な
し
と
げ
る
す
べ
て
の
行
為
は
最
後
の
行
為
か
も
し
れ
な
い
。

（
⋮
）
い
か
な
る
も
の
も
、
人
間
の
世
界
に
あ
っ
て
は
、
取
り
か
え
し
の
つ

か
な
い
、
冒
険
的
な
も
の
と
し
て
の
価
値
を
も
つ
。
こ
れ
に
反
し
て
不
死

の
人
々
の
世
界
に
あ
っ
て
は
、
い
か
な
る
行
為
（
そ
し
て
い
か
な
る
思
考
）

も
、
過
去
に
お
い
て
明
確
な
始
ま
り
も
な
し
に
そ
れ
に
先
行
し
た
他
の
行
為

の
反
響
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
未
来
に
お
い
て
目
く
る
め
く
ほ
ど
反
復
さ
れ

る
他
の
行
為
の
忠
実
な
前
兆
で
あ
る
か
な
の
だ
。
こ
の
無
限
の
鏡
の
迷
路
の

間
で
、
何
物
も
見
失
わ
れ
は
し
な
い
。
た
だ
の
一
度
し
か
起
こ
ら
な
い
よ
う
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な
こ
と
は
な
に
も
な
い
し
、
貴
重
な
不
定
性
を
誇
り
う
る
も
の
も
な
に
ひ
と

つ
な
い
。」（
ボ
ル
ヘ
ス 

一
九
五
七
、二
九
頁
）

ボ
ル
ヘ
ス
は
、
不
老
不
死
の
人
生
は
同
じ
出
来
事
の
反
復
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
っ
た
主
張
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ

る
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
、
不
老
不
死
の
人
生
を
ニ
ー
チ
ェ
の
永
劫
回
帰
と
誤
解
し

て
い
る
た
め
に
生
じ
る
の
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
ニ
ー
チ
ェ
が
考
え
た
よ
う
に
完

全
に
同
じ
経
験
を
永
遠
に
反
復
し
続
け
る
の
な
ら
（
そ
し
て
本
人
が
そ
の
こ
と
を

知
っ
て
い
る
の
な
ら
）、
そ
れ
は
誰
に
と
っ
て
も
耐
え
が
た
く
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
た
と
え
三
〇
〇
年
生
き
よ
う
と
も
、
類
似
し
た
出
来
事
は
何
度
も
起
き

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ひ
と
つ
の
出
来
事
は
生
涯
で
一
度
し
か
起
き
な
い
こ
と
に

変
わ
り
な
い
。
不
老
不
死
の
生
で
あ
っ
た
と
し
て
も
同
じ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
㈢
。
確
か
に
類
似
し
た
経
験
を
何
度
も
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
決
し

て
「
同
じ
」
経
験
の
反
復
で
は
な
い
。
一
例
を
挙
げ
よ
う
。
金
木
犀
は
十
月
の
始

め
頃
の
わ
ず
か
の
期
間
し
か
咲
か
な
い
。
三
〇
〇
年
生
き
て
も
三
〇
〇
回
し
か
開

花
を
経
験
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
た
し
は
毎
年
、
金
木
犀
の
香
り
に
気
づ

く
た
び
秋
の
訪
れ
を
感
じ
る
が
、
そ
の
年
の
開
花
時
期
や
わ
た
し
の
心
身
の
コ
ン

デ
ィ
シ
ョ
ン
は
毎
回
異
な
り
、
完
全
に
同
一
の
経
験
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ

し
て
毎
年
、
花
の
終
わ
り
を
惜
し
み
、
次
の
十
月
を
待
ち
わ
び
る
。
次
の
十
月
に

ま
た
金
木
犀
は
咲
く
と
い
う
期
待
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
は
自
分
が
生
き
て
い
る
こ

と
を
実
感
し
、
生
き
続
け
た
い
と
強
く
思
う
。
類
似
し
た
出
来
事
を
何
度
経
験
し

よ
う
と
も
、「
ま
っ
た
く
同
一
」
の
経
験
の
反
復
な
ど
は
な
い
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

の
作
品
で
し
ば
し
ば
永
遠
の
生
は
永
遠
の
退
屈
と
し
て
描
か
れ
る
が
、
わ
た
し
は

ま
っ
た
く
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
退
屈
さ
を
感
じ
る
の
は
単
に
本

人
の
資
質
の
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
長
く
生
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

こ
れ
ま
で
の
人
生
に
つ
い
て
振
り
返
る
十
分
な
時
間
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
す

れ
ば
退
屈
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
か
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
語
っ

た
よ
う
に
、
吟
味
さ
れ
な
い
人
生
に
意
味
は
な
い
。
類
似
し
た
経
験
を
繰
り
返
し
て

も
、
そ
の
度
に
些
細
な
違
い
に
気
づ
き
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
、
そ
の
反
省
を
踏
ま

え
て
次
の
経
験
を
す
る
の
が
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。

四

二　

不
老
不
死
な
ら
ば
人
間
は
完
璧
に
物
事
を
成
し
遂
げ
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
か

エ
ミ
リ
ア
・
マ
ル
テ
ィ
は
、
彼
女
の
歌
声
に
感
銘
を
受
け
た
若
い
歌
手
、
ク
リ

ス
テ
ィ
ナ
に
こ
う
言
う
。

「
芸
術
は
ね
、
人
間
が
そ
れ
を
完
璧
に
で
き
な
い
限
り
に
お
い
て
意
味
を
も

つ
の
よ
。
そ
れ
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
と
た
ん
に
、
そ
れ
が
余
計

な
も
の
に
思
え
て
く
る
の
。
ど
っ
ち
に
し
ろ
、
そ
れ
は
む
な
し
い
こ
と
よ
、

ク
リ
ス
テ
ィ
ナ
、
鼾
を
か
く
の
と
同
じ
く
ら
い
空
し
い
。」（
チ
ャ
ペ
ッ
ク 

一
九
二
二
、二
二
五
頁
）

し
か
し
、
不
老
不
死
で
あ
っ
た
な
ら
、
人
間
は
何
か
を
完
璧
に
行
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
に
は
非
常
に
疑
わ
し
く
思
わ
れ
る
。
確
か

に
三
〇
〇
年
、
同
じ
曲
を
反
復
し
て
練
習
し
て
い
れ
ば
技
巧
は
卓
越
し
た
も
の
に

な
る
だ
ろ
う
が
、「
完
璧
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
。
そ
し
て
、

そ
の
不
明
確
さ
は
人
間
の
能
力
の
本
質
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
グ
レ
ン
・
グ
ー
ル
ド
は
五
〇
年
と
い
う
短
い
生
涯
の
う
ち
に
、

ま
っ
た
く
ス
タ
イ
ル
の
異
な
る
『
ゴ
ル
ト
ベ
ル
ク
変
奏
曲
』
を
二
回
リ
リ
ー
ス
し

て
い
る
。
そ
の
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
評
価
は
、
演
奏
家
だ
け
で
は

な
く
聞
き
手
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
、
聞
き
手
の
評
価
は
分
か
れ
る
だ
ろ
う
。
一
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人
の
演
奏
家
で
あ
ろ
う
と
も
演
奏
経
験
に
よ
っ
て
同
じ
曲
の
弾
き
方
は
徐
々
に
異

な
っ
て
く
る
。
だ
か
ら
音
楽
家
は
再
解
釈
を
重
ね
て
飽
く
こ
と
も
な
く
、
完
璧
の

高
み
を
目
指
し
て
同
じ
曲
を
何
度
も
録
音
す
る
の
で
あ
り
、
コ
ン
サ
ー
ト
で
何
度

も
同
じ
曲
を
演
奏
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
モ
ネ
は
三
〇
年
間
で
二
〇
〇
点
以
上
の

『
睡
蓮
』
を
描
き
、
ゴ
ッ
ホ
は
十
年
間
に
三
七
点
の
自
画
像
を
描
い
て
い
る
。
彼

ら
は
そ
の
主
題
を
数
点
描
い
た
だ
け
で
は
満
足
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の

事
例
は
、
類
似
し
た
経
験
を
何
度
反
復
し
よ
う
と
も
、
人
間
が
完
璧
に
物
事
を
な
し

と
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
三　

不
老
不
死
の
人
は
必
然
的
に
孤
独
と
な
る
の
か

二
節
で
挙
げ
た
い
く
つ
か
の
例
で
は
、
不
老
不
死
の
人
間
は
、
親
し
い
人
や
愛
し

た
人
が
先
に
死
を
迎
え
て
し
ま
い
、
自
分
だ
け
が
取
り
残
さ
れ
、
孤
独
感
に
苛
ま
さ

れ
て
い
る
と
い
っ
た
状
況
が
描
か
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
も
反
論
し
た
い
。

こ
こ
で
「
わ
た
し
と
猫
」
モ
デ
ル
を
提
示
し
よ
う
。
わ
た
し
は
犬
や
猫
を
保
護

す
る
両
親
の
も
と
に
生
ま
れ
た
。
実
家
に
い
る
間
に
数
匹
の
猫
を
飼
い
、
そ
し
て

京
都
に
来
て
か
ら
も
二
〇
年
近
く
猫
を
飼
い
続
け
て
い
る
。
京
都
に
来
て
、
こ
れ

ま
で
に
六
匹
の
猫
を
看
取
り
、
一
番
長
生
き
し
た
猫
は
一
七
歳
半
生
き
た
。
彼
ら

と
共
に
生
き
る
中
で
、
わ
た
し
は
動
物
が
快
苦
を
感
じ
感
情
を
も
っ
て
い
る
こ
と

や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
猫
に
は
独
自
の
性
格
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

一
匹
の
猫
は
世
界
で
唯
一
の
存
在
者
で
あ
り
、
死
ん
で
し
ま
え
ば
決
し
て
同
じ
猫

に
出
会
う
こ
と
は
で
き
ず
、
他
の
猫
で
は
埋
め
合
わ
せ
が
で
き
な
い
こ
と
を
知
っ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
死
な
れ
る
こ
と
は
悲
し
く
、
そ
こ
か
ら
立
ち
直
る
の
に
数
年

を
要
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
悪
い
こ
と
だ
と
は
思
っ
て

い
な
い
。
現
実
に
お
い
て
す
べ
て
の
生
物
は
死
す
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
最

期
を
看
取
る
こ
と
は
飼
い
主
と
し
て
の
責
任
だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
、
た
と
え
同
じ
猫
に
二
度
と
会
う
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
ま
た
別
の
猫
と

の
新
し
い
出
会
い
が
あ
る
。

人
間
関
係
で
あ
っ
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
現
実
の
人
々
で
も
配
偶
者
と
の

離
婚
や
死
別
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
や
っ
て
パ
ー
ト
ナ
ー
を

失
っ
て
も
、
ま
た
新
た
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
出
会
い
が
あ
る
。
さ
ら
に
離
婚
と

再
婚
を
繰
り
返
す
人
た
ち
も
い
る
。
友
人
関
係
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
単
に
そ
の
人
の
他
者
に
対
す
る
態
度
の
問
題
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
な
ぜ
不
老
不
死
の
人
だ
け
が
特
別
だ
と
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ

ん
、
老
い
る
こ
と
も
死
ぬ
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
配
偶
者
が
先
に
年
老
い
て
こ
の
世

を
去
っ
て
し
ま
う
の
は
当
然
で
あ
る
。
だ
が
、
老
い
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
新
た

な
世
代
の
人
々
と
の
出
会
い
の
機
会
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
新
た
な
人
間
関
係

を
築
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
わ
た
し
の
こ
の
見
解
が
正
し
け
れ
ば
、
た
と
え
不

老
不
死
の
人
で
あ
ろ
う
と
も
必
然
的
に
孤
独
に
陥
る
と
は
言
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

四
四　

不
老
不
死
に
な
っ
た
な
ら
、
物
事
を
先
延
ば
し
し
て
し
ま
う
の
か

ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル
は
不
老
不
死
の
生
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。「

も
し
わ
れ
わ
れ
が
不
死
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
当
然
あ
ら
ゆ
る

出
来
事
を
無
限
に
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
れ
を
今
行
お
う
が
、
明

日
な
そ
う
が
、
あ
る
い
は
明
後
日
、
一
年
後
、
十
年
後
に
行
お
う
が
同
じ
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
未
来
の
超
え
難
い
限
界
、
及
び
わ
れ
わ
れ

の
可
能
性
の
期
限
と
し
て
の
死
に
面
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
生
涯
の
時
間
を
利

用
し
つ
く
し
且
つ
一
面
的
な
機
会
を
︱
そ
の
「
有
限
な
」
総
計
が
全
生
涯
を

示
す
の
で
あ
る
が
︱
利
用
し
な
い
で
は
過
ぎ
去
ら
閉
め
な
い
よ
う
に
知
ら
れ

る
の
で
あ
る
」（
フ
ラ
ン
ク
ル
、
一
九
五
二
、七
五
頁
）
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フ
ラ
ン
ク
ル
に
よ
れ
ば
、
有
限
性
と
時
間
性
こ
そ
が
、
人
間
の
人
生
に
意
味
を
与

え
る
。
こ
う
い
っ
た
主
張
は
よ
く
な
さ
れ
る
。

し
か
し
、
わ
た
し
は
そ
う
は
考
え
て
い
な
い
。
た
と
え
不
老
不
死
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
人
生
は
時
間
の
流
れ
と
と
も
に
進
み
一
回
き
り
の
出
来
事
が
あ
り
、
限

ら
れ
た
時
間
の
中
で
決
断
を
下
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
再
び
猫

の
例
を
挙
げ
よ
う
。
わ
た
し
が
以
前
住
ん
で
い
た
家
の
近
く
に
、
一
匹
の
痩
せ
た

隻
眼
の
野
良
猫
が
い
た
。
そ
の
猫
は
あ
る
家
で
餌
づ
け
さ
れ
て
い
た
が
避
妊
手
術

は
受
け
て
お
ら
ず
、
毎
年
子
猫
を
産
み
、
子
猫
は
成
長
す
る
と
い
な
く
な
る
が
、

母
猫
だ
け
は
残
り
続
け
た
。
わ
た
し
は
ず
っ
と
こ
の
猫
の
悲
惨
な
状
態
を
心
配

し
て
き
た
。
六
、七
年
が
経
ち
、
周
囲
の
住
民
の
ク
レ
ー
ム
に
よ
っ
て
餌
は
与
え

ら
れ
な
く
な
り
、
猫
は
姿
を
消
し
た
。
し
か
し
数
年
後
の
夏
、
ひ
ど
く
衰
え
瀕
死

の
状
態
で
そ
の
猫
は
戻
っ
て
き
て
い
た
。
わ
た
し
は
そ
れ
を
見
た
と
き
に
、
こ
の

猫
を
保
護
し
よ
う
と
決
意
し
た
。
そ
れ
は
「
今
、
保
護
せ
ず
に
こ
の
ま
ま
死
な
せ

て
し
ま
っ
た
ら
、
わ
た
し
は
一
生
後
悔
し
続
け
る
だ
ろ
う
」
と
思
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
わ
た
し
は
猫
を
捕
獲
し
、
二
个
月
後
に
最
期
を
看
取
っ
た
。
こ
れ
は

わ
た
し
に
と
っ
て
非
常
に
貴
重
な
経
験
で
あ
り
、
短
い
期
間
で
は
あ
っ
た
が
、
こ

の
老
猫
の
徳
の
高
さ
を
教
え
ら
れ
た
。

確
か
に
、
人
は
「
明
日
や
れ
ば
い
い
」「
ま
た
思
い
つ
い
た
時
に
や
れ
ば
い
い
」

と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
わ
た
し
自
身
も
、
し
ば
し
ば
そ
う
考
え
る
。
し
か
し
、
ど

れ
だ
け
長
く
生
き
よ
う
と
も
、「
今
、
こ
こ
で
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
考
え
る

出
来
事
は
起
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
不
老
不
死
の
生
で
あ
っ
た
と
し
て
も
変

わ
り
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
五　

不
老
不
死
で
あ
っ
た
な
ら
神
の
よ
う
な
視
点
に
立
て
る
の
か

ト
ッ
ド
・
メ
イ
は
ヌ
ス
バ
ウ
ム
を
参
照
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「︹
マ
ー
サ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
㈣
は
︺、
わ
た
し
た
ち
が
人
間
の
不
老
不
死
に
つ

い
て
の
文
献
で
得
る
最
も
明
確
な
例
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
神
々
た
ち
の
そ
れ
で

あ
る
と
論
じ
る
。
彼
ら
の
生
を
見
て
、
仮
に
不
老
不
死
で
あ
っ
た
な
ら
、
わ

た
し
た
ち
が
人
間
の
生
と
結
び
つ
け
る
多
く
の
美
徳
が
行
方
不
明
に
な
る
と

彼
女
は
結
論
づ
け
る
。
た
と
え
ば
、
自
分
の
人
生
を
何
か
の
た
め
に
危
険
に

晒
す
こ
と
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
勇
気
は
失
わ
れ
る
。
わ
た
し
た
ち

の
身
体
が
自
分
の
活
動
に
よ
っ
て
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う

か
ら
、
節
制
は
求
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
正
義
さ
え
も
危
う
く
な
る
だ
ろ

う
。」（M

ay 2014, p. 62

）

ヌ
ス
バ
ウ
ム
と
メ
イ
の
こ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
仮
に
不
老
不
死
に
な
っ
た
と
し
た

ら
、
わ
た
し
た
ち
の
道
徳
的
規
範
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

こ
の
種
の
批
判
が
な
ぜ
生
ま
れ
る
の
か
理
解
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
は
ど

れ
だ
け
長
く
生
き
よ
う
と
も
、
人
間
を
超
越
し
た
神
の
視
点
や
「
永
遠
の
相
」
の

視
点
に
立
つ
こ
と
な
ど
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
哺
乳
類
の
一
種
で
あ

り
、
肌
を
切
れ
ば
血
が
流
れ
る
生
身
の
身
体
を
持
ち
、
物
理
的
に
破
壊
さ
れ
れ
ば

死
ぬ
。
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
持
た
な
い
人
間
は
も
は
や
人
で
は
な
い
。
そ
し
て
、

人
間
で
あ
る
限
り
喜
び
や
悲
し
み
、
愛
情
や
憎
し
み
な
ど
の
情
念
か
ら
解
放
さ
れ

る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
。
図
一
を
参
照
さ
れ
た
い
。
語
り
手
の
青
年
は
、
通
常

の
人
間
を
超
え
た
能
力
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
人
間
本
性
か
ら
逃
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
語
る
。

さ
ら
に
、
た
と
え
不
老
不
死
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
わ
た
し
の
遺
伝
情
報
や
身

体
的
特
徴
は
変
え
ら
れ
な
い
。
ど
れ
だ
け
生
き
よ
う
と
も
、
身
長
が
急
に
伸
び
る

こ
と
は
な
く
、
生
ま
れ
つ
き
の
髪
や
目
の
色
を
変
え
る
こ
と
も
性
別
を
変
え
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
性
格
特
徴
は
変
化
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
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自
分
や
他
人
の
言
動
に
完
全
に
無
関
心
に
な
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、

数
百
年
の
生
を
得
た
な
ら
、
人
間
の
歴
史
を
よ
り
長
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ

り
多
く
の
こ
と
を
経
験
し
、
よ
り
多
く
の
人
に
出
会
い
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
反

省
す
る
時
間
も
長
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
自
分
の
行
動
の
道
徳
性
に
よ
り
強

い
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

わ
た
し
は
幼
い
頃
か
ら
神
経
質
で
、
極
度
の
対
人
恐
怖
症
で
も
あ
っ
た
。
何
を

見
て
も
怖
が
っ
て
泣
く
、
祖
父
の
顔
を
見
て
も
泣
く
と
言
わ
れ
て
き
た
㈤
。
そ
れ

は
長
く
続
き
、
初
対
面
の
人
と
話
す
こ
と
は
苦
手
で
、
大
学
で
数
百
人
の
学
生

を
前
に
九
〇
分
の
授
業
を
実
施
す
る
こ
と
は
苦
痛
極
ま
り
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

四
〇
歳
を
過
ぎ
た
頃
、
突
然
、
何
も
気
に
な
ら
な
く
な
っ
た
。
人
生
経
験
を
積

ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
を
恐
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
学
ん
だ
か
ら
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
人
間
の
数
多
く
の
愚
行
を
目
に
し
て
も
、
わ
た
し
の
道
徳
感
覚
に

変
化
は
生
じ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
正
義
は
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
人
は

放
埒
よ
り
も
節
制
を
選
ぶ
方
が
長
期
的
に
見
れ
ば
幸
福
に
な
る
こ
と
が
で
き
、
他

者
に
は
親
切
に
す
べ
き
で
あ
り
、
時
に
は
恐
怖
に
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。

不
老
不
死
の
生
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
わ
た
し
の
性
格
は
さ
ら
に
変
化

す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
生
身
の
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
感

覚
や
感
情
を
も
ち
、
そ
れ
に
影
響
を
受
け
る
と
い
う
人
間
と
し
て
の
根
本
的
な
条

件
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
批
判
も
誤

り
で
あ
る
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。

四–

六　

森
岡
氏
の
問
い

最
後
に
、
森
岡
正
博
氏
か
ら
い
た
だ
い
た
二
つ
の
問
い
に
応
え
た
い
。
第
一
の

問
い
は
、
仮
に
不
老
不
死
の
秘
薬
が
開
発
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
購
入
で
き

る
の
は
富
裕
層
に
限
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
人
々
の
間
に
格
差
が
生

じ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
人
々
は
老
い
を
恐
れ
、
ア
ン
チ

エ
イ
ジ
ン
グ
効
果
が
あ
る
と
い
う
食
品
や
化
粧
品
に
飛
び
つ
く
人
は
数
多
い
る
。

し
か
し
永
遠
に
死
な
な
い
こ
と
を
望
む
人
は
ど
れ
ほ
ど
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま

で
に
挙
げ
た
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
で
「
死
ね
な
い
こ
と
」
が
苦
し
み

と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
、
多
く
の
人
は
不
死
を
そ
れ
ほ
ど
魅
力
的
で
は
な
い
と

考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
死
に
た
く
な
い
」「
い
つ
ま
で
も
若
く
あ
り
た
い
」
と

口
に
す
る
人
は
多
く
て
も
、
そ
れ
が
実
現
可
能
に
な
っ
た
と
き
に
選
ぶ
勇
気
の
あ
る

人
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、『
竹
取
物
語
』
の
帝
は
不
死
の
薬
を

山
で
焚
い
た
。
ゆ
え
に
、
富
裕
層
の
ご
く
一
部
に
不
死
の
秘
薬
を
求
め
る
人
が
い
る

図 1 　この青年はサイコキネシスの能力をもっている。（内田1985−
1986、第 3 巻、62頁）
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可
能
性
は
あ
る
が
、
格
差
を
生
む
ほ
ど
深
刻
な
問
題
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
仮
に
四
〇
億
年
生
き
ら
れ
る
と
し
て
、
不
老
不
死
の
人
は
そ
の
時
間

を
精
神
的
に
耐
え
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
が
提
示
さ
れ
た
。
四
〇
億
年
の
間

に
何
が
起
き
る
か
は
予
想
で
き
な
い
。
天
災
や
戦
争
は
起
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
地

球
環
境
の
大
き
な
変
化
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
不
老
不
死
の
わ
た
し

が
そ
の
過
程
を
生
き
延
び
た
と
仮
定
し
よ
う
（
人
間
が
生
存
不
可
能
な
ほ
ど
環
境

が
変
化
す
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
わ
た
し
も
死
ぬ
）。
四
〇
億
年
先
に
は
わ
ず
か
な

人
々
し
か
存
在
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
う
い
っ
た
事
態
を
そ
れ

ほ
ど
恐
ろ
し
い
と
は
思
わ
な
い
。
わ
た
し
は
か
つ
て
な
か
っ
た
よ
う
な
状
況
に
直

面
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
っ
た
一
人
で
と
り
残
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ

で
も
朝
が
来
れ
ば
太
陽
が
昇
り
、
日
が
沈
め
ば
夜
が
来
る
。
や
が
て
ま
た
新
た
な

一
日
が
始
ま
る
。
季
節
は
め
ぐ
り
、
鳥
は
囀
り
そ
の
時
々
の
花
が
咲
き
や
が
て
果

実
が
実
る
。
そ
う
や
っ
て
時
は
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
て
い
く
㈥
。
わ
た
し
は
自
給
自

足
の
生
活
を
送
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
困
難
や
孤
独

に
苦
し
む
こ
と
は
お
そ
ら
く
な
い
だ
ろ
う
し
、
む
し
ろ
そ
れ
を
面
白
く
思
う
だ
ろ

う
。
ま
た
過
去
に
得
た
知
識
を
も
と
に
、
自
然
の
妙
に
感
嘆
し
、
同
時
に
自
分
が

い
か
に
快
適
に
過
ご
せ
る
か
を
探
求
す
る
だ
ろ
う
。
現
時
点
で
既
に
田
舎
の
過

疎
化
は
急
速
に
進
み
、
実
家
に
帰
省
す
る
と
都
会
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
不

便
な
生
活
を
強
い
ら
れ
る
。
古
墳
時
代
か
ら
文
明
の
栄
え
た
こ
の
土
地
が
、
あ
と

百
年
も
経
て
ば
人
の
住
ま
ぬ
叢
へ
還
っ
て
い
く
と
い
う
事
実
を
認
め
る
こ
と
は
辛

い
。
だ
が
、
そ
れ
を
認
め
て
し
ま
え
ば
、
広
い
空
と
緑
の
匂
い
に
囲
ま
れ
、
舞
い

飛
ぶ
蜻
蛉
や
蝶
な
ど
都
会
で
は
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
然
を
満
喫
す
る

こ
と
が
で
き
て
快
い
。
む
ろ
ん
個
人
差
は
あ
り
決
定
的
な
反
論
に
は
な
ら
な
く
て

も
、
少
な
く
と
も
わ
た
し
自
身
に
と
っ
て
は
こ
の
二
点
の
ど
ち
ら
も
深
刻
な
問
題

で
は
な
い
。

五　

結
論

以
上
、
本
稿
で
は

六
つ
の
論
点
に
つ
い

て
検
討
し
た
。
そ
し

て
、
そ
の
い
ず
れ
も

不
老
不
死
の
生
に
対

す
る
決
定
的
な
反
論

と
は
な
り
え
な
い
こ

と
を
示
し
た
。

最
後
に
、
わ
た
し

の
父
の
こ
と
を
述
べ

て
お
き
た
い
。
父
は

昨
年
の
一
月
に
八
五

歳
で
急
死
し
た
。
晩

年
、
頻
り
に
「
死
ぬ

の
は
怖
い
」「
や
は

り
死
な
ね
ば
な
ら
な

い
の
か
」
と
口
に
し

て
い
た
。
わ
た
し
は

そ
れ
を
愚
か
だ
と

は
思
っ
た
こ
と
は
な

い
。
齢
を
重
ね
る
中

で
、
当
然
抱
く
恐
れ

で
あ
る
と
思
っ
て
い

図 2 　100年前に実在した少女、リデルは思い出を香りに喩える（内田1985−1986、第 3 巻、75頁）
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た
。
父
が
倒
れ
て
帰
省
し
た
時
に
、
父
が
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
ま
と
め
た
ノ
ー

ト
を
わ
た
し
は
見
つ
け
た
。
満
州
で
生
ま
れ
た
父
は
、
そ
の
頃
に
住
ん
で
い
た

家
の
間
取
り
を
正
確
に
描
く
こ
と
が
で
き
、
当
時
飼
っ
て
い
た
犬
の
種
類
と
名
前

も
は
っ
き
り
と
覚
え
て
い
た
。
さ
ら
に
、
一
周
忌
の
た
め
に
帰
省
し
て
、
父
が
生

涯
を
捧
げ
た
空
手
道
の
稽
古
場
を
開
け
て
み
た
と
き
、
四
方
の
壁
に
び
っ
し
り
と

空
手
の
型
や
心
得
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
異

様
な
風
景
だ
っ
た
の
だ
が
、
同
時
に
生
き
る
こ
と
に
対
す
る
父
の
執
着
も
知
る
こ

と
と
な
っ
た
。
父
は
、「
忘
れ
る
こ
と
」
を
極
度
に
恐
れ
て
い
た
。
八
五
年
を
生

き
て
も
父
は
明
晰
な
頭
脳
と
記
憶
を
維
持
し
て
お
り
、
思
い
出
を
大
事
に
保
ち
愛

着
を
持
ち
、
自
分
自
身
の
人
生
の
記
憶
を
抱
き
続
け
た
い
と
強
く
願
っ
て
い
た

（
図
二
参
照
）。
そ
し
て
ま
た
多
く
の
趣
味
を
も
ち
、
ま
だ
ま
だ
生
き
足
り
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
父
と
気
質
の
似
た
わ
た
し
自
身
も
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
る
。 

人
間
だ
け
が
自
分
の
死
に
つ
い
て
考
え
、
そ
れ
を
恐
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
ま
た
人
間
だ
け
が
不
老
不
死
の
生
と
い
っ
た
仮
想
の
状
況
に
つ
い
て
想
像
を
巡

ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
魂
の
不
滅
を
信
じ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
死

後
の
体
の
復
活
と
永
遠
の
命
を
信
じ
、
仏
教
徒
は
死
後
の
極
楽
浄
土
を
信
じ
て
い

る
㈦
。
け
れ
ど
も
、
特
定
の
宗
教
観
を
前
提
す
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
。
わ
た

し
に
と
っ
て
は
、
不
老
不
死
の
人
生
は
退
屈
で
も
孤
独
で
も
な
く
、
新
た
な
知
に

接
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
そ
れ
に
よ
り
内
省
を
深
め
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
自
分

の
存
在
す
る
意
味
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
よ
り
豊
か
な
人
生
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

六　

文
献

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
告
白
』
全
三
巻
、
山
田
晶
（
訳
）、
中
公
文
庫
、
二
〇
一
四

年
。

マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス 

『
自
省
録
』、
鈴
木
照
雄
（
訳
）、
講
談
社
学
術
文
庫
、

二
〇
〇
六
年
。

ホ
ル
ヘ
・
ル
イ
ス
・
ボ
ル
ヘ
ス
『
不
死
の
人
』（
一
九
五
七
）、
土
岐
恒
二
（
訳
）、

白
水
社
、
一
九
八
五
年
、
五
三
六
頁
。

カ
レ
ル
・
チ
ャ
ペ
ッ
ク
、
ヨ
ゼ
フ
・
チ
ャ
ペ
ッ
ク
（
一
九
二
二
）「
マ
ク
ロ
プ
ロ
ス

事
件
︱
序
言
と
三
幕
か
ら
な
る
コ
メ
デ
ィ
ー
」、
田
才
益
夫
（
訳
）、『
チ
ャ

ペ
ッ
ク
戯
曲
全
集
』、
八
月
舎
、
二
〇
〇
六
年
、
一
五
五
二
二
九
頁
。

エ
ピ
ク
ロ
ス
「
メ
ノ
イ
ケ
ウ
ス
宛
の
手
紙
」、『
エ
ピ
ク
ロ
ス
︱
︱
教
説
と
手
紙
』、

出
隆
、
岩
崎
允
胤
（
訳
）、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
九
年
、
六
五
七
四
頁
。

ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル
『
死
と
愛
︱
︱
実
存
分
析
入
門
』（
一
九
五
二
）、

霜
村
徳
爾 （
訳
）
み
す
ず
書
房
、
一
九
五
七
年
。

ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
『
事
物
の
本
性
に
つ
い
て
』、
藤
沢
令
夫
（
訳
）、『
古
典
世
界
文

学
二
〇
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
／
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
七

年
、
二
九
〇
四
三
二
頁
。

鶴
田
尚
美
（
二
〇
〇
九
）「
誕
生
以
前
と
死
後
の
非
存
在
の
非
対
称
性
」、『
哲
学
研

究
』
第
五
八
七
号
、
二
三
四
三
頁
。

︱
︱
（
二
〇
一
三
）「
不
死
と
退
屈
︱
︱
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
議
論
か
ら
︱
」、『
京

都
女
子
大
学
現
代
社
会
研
究
』
第
一
六
号
、
五
五
六
五
頁
。

︱
︱
（
二
〇
一
五
）「
夭
折
は
な
ぜ
不
幸
な
の
か
」、『
実
践
哲
学
研
究
』
第
三
八

号
、
三
七
五
九
頁
。

︱
︱
（
二
〇
一
八
）“The M

akropulos Case Reconsidered: D
esirability of Im

m
ortal 

Life.”
、『
実
践
哲
学
研
究
』
第
四
一
号
、
一
二
〇
頁
。

内
田
善
美
（
一
九
八
五
一
九
八
六
）、『
星
の
時
計
のLiddell

』、
全
三
巻
、
集
英

社
。
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吉
野
朔
実
（
一
九
九
二
）「
恐
怖
の
お
友
達
」、『
い
た
い
け
な
瞳
』
第
四
巻
、
集
英

社
、
八
九
一
三
八
頁
。

M
ay, Todd (2014), D

eath, R
outledge.

N
agel, Thom

as (1970), “D
eath”, N

ous IV, no. 1, pp. 73-80. R
eprinted w

ith 

various revisions in M
ortal Q

uestions, C
am

bridge U
niversity Press, 

1979, pp. 1-10.  
（
ト
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
「
死
」、『
コ
ウ
モ
リ
で
あ
る
と
は
ど

の
よ
う
な
こ
と
か
』、
永
井
均
（
訳
）、
勁
草
書
房
、
一
一
六
頁
。

N
ussbaum

, M
artha, C

. (1994), The Therapy of D
esire, Princeton U

niversity 

Press.

W
illiam

s, B
ernard (1973), “The M

akropulos C
ase: R

eflections on the Tedium
 

of Im
m

ortality”, in Problem
s of the Self, C

am
bridge U

niversity Press, pp. 

82-100.

︱
︱ (1981), “ Persons, C

haracter and M
orality”, in M

oral Luck, C
am

bridge 

U
niversity Press, pp. 1-10.

（
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
「
人
物
・
性

格
・
道
徳
性
」（
江
口
聡
（
訳
）、『
道
徳
的
な
運　

哲
学
論
集
一
九
七
三
～

一
九
八
〇
』
伊
勢
田
哲
治
（
監
訳
）
一
三
一
頁
、
勁
草
書
房
、
二
〇
一
九
年
）

注㈠　

椎
名
林
檎
は
『
人
生
は
夢
だ
ら
け
』（
二
〇
一
七
）
で
「
こ
れ
が
人
生　

私
の

人
生　

あ
あ
鱈
腹
味
わ
い
た
い
」「
そ
れ
は
人
生　

私
の
人
生　

あ
あ
誰
の
も
の

で
も
な
い　

奪
わ
れ
る
も
の
か　

私
は
自
由　

こ
の
人
生
は
夢
だ
ら
け
」
と
歌

う
。
わ
た
し
は
ま
さ
し
く
そ
の
通
り
だ
と
思
っ
て
い
る
。

㈡　

映
画
『
永
遠
に
美
し
く
⋮
』（
一
九
九
二
）
は
不
老
不
死
の
人
物
を
主
人
公
に

し
た
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
で
あ
る
。
秘
薬
を
飲
ん
だ
女
性
た
ち
は
階
段
か
ら

突
き
落
と
さ
れ
て
全
身
が
骨
折
し
て
も
死
な
な
い
。
し
か
し
身
体
は
次
第
に
劣

化
し
て
い
き
、
そ
れ
を
修
復
し
な
が
ら
生
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う

い
っ
た
状
態
を
想
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

㈢　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
告
白
』
第
一
一
巻
の
議
論
も
参
照
さ
れ
た
い
。

㈣　

ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
不
老
不
死
と
し
て
ギ
リ
シ
ャ
の
神
々
の
生
を
想
定
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
勇
気
は
、
死
の
恐
怖
や
死
の
危
険
の
中
で
行
為
し
た
り
争
っ
た
り
す

る
こ
と
に
存
す
る
」
た
め
に
、
不
死
の
神
々
は
勇
気
と
い
う
徳
を
持
ち
得
な
い

と
主
張
す
る
（N

ussbaum
1994, p. 227

）。
し
た
が
っ
て
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
不

老
不
死
に
つ
い
て
の
前
提
は
わ
た
し
の
前
提
と
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
に
指
摘
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
に
感
謝
申
し
上
げ
た

い
。
し
か
し
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
は
神
の
怒
り
や
嫉
妬
と
い
っ
た
情
念
を
抱
い
た

物
語
は
数
多
く
あ
る
た
め
、
わ
た
し
は
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
想
定
に
否
定
的
で
あ
る
。

㈤　

神
経
質
な
子
供
が
世
界
に
対
し
て
抱
く
恐
怖
感
を
描
写
し
た
秀
逸
な
短
編
漫

画
に
吉
野
朔
実
「
恐
怖
の
お
友
達
」
が
あ
る
。

㈥　
「
時
は
さ
ら
さ
ら
流
れ
て
い
く
」
と
い
う
印
象
深
い
表
現
は
、
小
田
和
正
作
詞

『
夏
の
終
り
』（
一
九
七
八
）
か
ら
い
た
だ
い
た
。

㈦　

し
か
し
、
わ
た
し
は
こ
う
い
っ
た
世
界
が
望
ま
し
い
と
は
考
え
て
い
な
い
。

痛
み
や
苦
し
み
を
一
切
経
験
す
る
こ
と
が
な
く
幸
福
だ
け
し
か
な
い
無
限
の
生

こ
そ
、
永
遠
の
退
屈
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
モ
ン
テ
ィ
・
パ
イ
ソ
ン
の

映
画 『M

onty Python’s The M
eaning of Life

』（
一
九
八
三
）
で
描
か
れ
る
天

国
の
光
景
は
ひ
ど
く
退
屈
そ
う
に
見
え
る
。

（
鶴
田
尚
美
・
つ
る
た　

な
お
み
・
関
西
大
学
）
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１　

人
生
の
意
味
の
哲
学
と
は
？

八
重
樫
徹
氏
、
山
口
尚
氏
、
鶴
田
尚
美
氏
の
発
表
へ
の
コ
メ
ン
ト
を
す
る
前

に
、
今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
人
生
の
意
味
の
哲
学
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
を
、

簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。
人
生
の
問
題
は
、
古
代
よ
り
哲
学
の
大
き
な

テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
地
中
海
世
界
に
お
い
て
は
、
人
生
と
幸
福
に
つ
い
て
様
々
な

思
索
が
な
さ
れ
て
き
た
し
、
古
代
イ
ン
ド
世
界
に
お
い
て
は
人
生
か
ら
の
解
脱
と

い
う
重
要
課
題
が
あ
っ
た
。
し
か
し
意
外
な
こ
と
に
、
人
生
を
「
意
味
」
の
問
題

と
し
て
問
い
始
め
た
の
は
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。

村
山
達
也
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
「
人
生
の
意
味
」
と
い
う
言
葉
が
現
わ

れ
る
の
は
、
一
八
世
紀
末
で
あ
り
、
ゲ
ー
テ
や
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
ら
の
ド
イ
ツ
ロ
マ

ン
派
の
文
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
日
本
で
は
そ
の
影
響
を
受
け
て
、
一
九

世
紀
末
か
ら
、
国
木
田
独
歩
や
北
村
透
谷
ら
に
よ
っ
て
使
わ
れ
始
め
た
。
村
山
は

そ
の
背
景
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
権
威
が
失
墜
し
、
自
分
が
何
の
た
め
に
生
き

て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
を
与
え
て
く
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
産

業
社
会
の
成
立
に
よ
っ
て
、
社
会
の
中
で
自
分
が
存
在
し
て
い
る
の
は
何
の
た

め
な
の
か
と
い
う
切
実
な
問
い
が
浮
上
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
（
村
山
達
也

「「
人
生
の
意
味
」
の
短
い
歴
史
」『
中
央
公
論
』
二
〇
二
一
年
一
一
月
号
、
四
二

～
四
九
頁
）。

村
山
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
社
会
の
脱
宗
教
化
と
近
代
化
に
よ
っ
て
、
人
々
は

「
宇
宙
や
社
会
の
中
で
人
が
生
き
る
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
？
」
と
い
う
問
い

に
対
し
て
、
自
分
た
ち
の
力
に
よ
っ
て
答
え
を
見
出
さ
な
い
と
い
け
な
く
な
っ
た

の
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
「
神
は
死
ん
だ
」
と
い
う
言
明
の
含
意
す
る
も
の
は
大

き
い
。
我
々
は
、
神
や
仏
の
言
葉
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
力
に
よ
っ

て
人
生
の
指
針
を
作
り
上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
時
代
へ
と
一
歩

を
踏
み
入
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
宗
教
が
力
を
失
っ
た
わ
け
で
は
な
い
け

れ
ど
も
、
宗
教
が
社
会
全
般
を
牽
引
す
る
時
代
は
世
界
の
あ
ち
こ
ち
で
徐
々
に
終

わ
り
を
告
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
精
神
と
と
も
に
現
わ
れ
た
の

が
、「
人
生
の
意
味
」
と
い
う
概
念
だ
っ
た
の
だ
。

そ
の
後
、
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
、
人
生
の
意
味
の
問
題
は
実
存
主
義
の
系
譜
に

よ
っ
て
良
く
議
論
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
被
投
性
や
本
来
性
に
つ

い
て
の
哲
学
的
考
察
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
は
実
存
主
義
者
と
呼
ば
れ
る
の
を
拒

否
し
た
け
れ
ど
も
）、
サ
ル
ト
ル
の
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
や
自
由
刑
の
議
論
、
カ

ミ
ュ
の
不
条
理
と
シ
ジ
フ
ォ
ス
の
神
話
の
議
論
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
今
日
の

人
生
の
意
味
の
現
象
学
へ
向
け
て

八
重
樫
・
山
口
・
鶴
田
へ
の
コ
メ
ン
ト

森

岡

正

博
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視
点
か
ら
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
「
人
生
の
意
味
の
哲
学
」
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

二
〇
世
紀
後
半
に
な
っ
て
、
実
存
主
義
に
よ
る
人
生
の
意
味
の
議
論
は
、
英
語

圏
の
哲
学
者
に
引
き
継
が
れ
た
。
た
と
え
ば
ト
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
は
、
カ
ミ
ュ
の

ヒ
ロ
イ
ズ
ム
を
批
判
し
、
不
条
理
な
人
生
を
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
生
き
る
こ
と
を
提

唱
し
た
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
は
、
シ
ジ
フ
ォ
ス
の
神
話
に
つ
い
て
の
思
考

実
験
を
行
な
い
、
無
意
味
に
思
え
る
人
生
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
内
側
か
ら
見
る
こ

と
で
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
味
が
与
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
示
唆
し
た
。
彼
ら
の

議
論
が
ベ
ー
ス
と
な
り
、
分
析
的
倫
理
学
に
お
い
て
人
生
の
意
味
の
議
論
が
活
性

化
し
た
。

二
一
世
紀
に
入
り
、
ス
ー
ザ
ン
・
ウ
ォ
ル
フ
と
サ
デ
ィ
ア
ス
・
メ
ッ
ツ
に
よ
っ

て
、
人
生
の
意
味
の
哲
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
設
定
さ
れ
た
。
彼
ら
は
、（
１
）
人

生
の
意
味
の
問
い
を
「
人
生
を
有
意
味
に
す
る
も
の
は
具
体
的
に
は
何
か
？
」
と

い
う
問
い
と
し
て
設
定
し
、（
２
）「
あ
る
人
が
「
自
分
の
人
生
に
意
味
が
あ
る
」

と
思
っ
た
ら
そ
の
人
の
人
生
は
有
意
味
に
な
る
」
と
い
う
考
え
方
は
間
違
っ
て

い
る
、
と
主
張
し
た
。
ウ
ォ
ル
フ
は
、
愛
す
る
に
値
す
る
対
象
へ
と
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も
の
こ
そ
が
「
有
意
味
な
人
生
」

で
あ
る
と
し
、
主
観
説
と
客
観
説
の
双
方
を
必
要
条
件
と
す
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

説
を
提
唱
し
た
（Susan W

olf, M
eaning in Life and W

hy It m
atters. Princeton 

U
.P. (2010)

）。
メ
ッ
ツ
は
、
人
類
の
真
善
美
へ
の
主
体
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の

あ
る
人
生
で
な
け
れ
ば
有
意
味
な
人
生
と
は
呼
べ
な
い
と
し
、
み
ず
か
ら
の
説

を
基
盤
性
理
論
と
呼
ん
だ
（Thaddeus M

etz, M
eaning in Life: An Analytic 

Study. O
xford U

.P. (2013)

）。
近
年
の
現
象
と
し
て
、
反
出
生
主
義
を
唱
え
る
デ

イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ベ
ネ
タ
ー
の
『
生
ま
れ
て
こ
な
い
ほ
う
が
良
か
っ
た
』（D

avid 
B

enatar, Better N
ever to H

ave Been. O
xford U

.P. (2006)

）
の
議
論
が
、
こ
の

領
域
で
話
題
に
な
る
こ
と
も
多
い
。

ア
カ
デ
ミ
ア
に
お
け
る
現
在
の
「
人
生
の
意
味
の
哲
学
」
は
、
以
上
の
よ
う
な

系
譜
を
意
識
し
な
が
ら
、
活
発
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
現
代
哲
学
・
現
代
倫
理
学

の
内
部
で
は
ま
だ
研
究
者
の
数
も
比
較
的
少
な
い
が
、
今
後
急
速
に
発
展
し
て
い

く
だ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
。

意
外
な
こ
と
に
、
こ
の
分
野
へ
の
現
象
学
か
ら
の
貢
献
は
さ
ほ
ど
目
立
っ
て

い
な
い
。
私
の
目
に
付
い
た
も
の
で
は
、R

enaud B
arbaras, “The Phenom

e-
nology of Life: D

esire as the B
eing of the subject.” (D

an Zahavi (ed.), The 
O

xford H
andbook of C

ontem
porary Phenom

enology. O
xford U

.P. (2012):94-
111)

、
お
よ
び
八
重
樫
徹
「
人
生
の
意
味
」（
植
村
玄
輝
ほ
か
編
著
『
現
代
現
象

学
』
新
曜
社
、
二
〇
一
七
年
、
二
六
四
～
二
八
〇
頁
）
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
私
の

調
べ
が
追
い
つ
い
て
な
い
だ
け
で
、
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
内
側

か
ら
生
き
る
人
生
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
現
象
学
の
範
疇
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ

か
ら
、
人
生
の
意
味
の
現
象
学
と
い
う
領
域
が
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
深
化
し
て

い
く
の
か
、
私
は
興
味
を
持
っ
て
眺
め
て
い
る
し
、
私
自
身
も
こ
れ
か
ら
コ
ミ
ッ

ト
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
に
お
い
て
、
日
本
現
象
学
会
で

「
人
生
の
意
味
の
哲
学
と
現
象
学
」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
の
は
、

非
常
に
有
意
義
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

２　

人
生
の
意
味
の
現
象
学
︱
八
重
樫
発
表
へ
の
コ
メ
ン
ト

八
重
樫
発
表
「
人
生
は
な
ぜ
生
き
る
に
値
す
る
の
か
︱
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
生

の
否
定
と
肯
定
」
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
人
生
と
学
問
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
ペ
シ

ミ
ズ
ム
と
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
現
実
世
界
に
お
い
て
は
、
誰
の
人
生
も
生
き
る
に
値
し
な
い
」
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と
す
る
「
弱
い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
」
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
彼
が
そ
こ
に
留
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、「
人
類
の
努
力
に
よ
っ
て
生
の

条
件
を
よ
り
合
理
的
な
も
の
に
で
き
る
と
信
じ
る
一
種
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
、
い

わ
ば
「
進
歩
的
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
」」
の
道
を
探
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
仮
説
を
立
て
る
こ
と
は
で
き
る
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
道
を
フ
ッ
サ
ー
ル
が
進

も
う
と
し
て
い
た
と
考
え
る
決
定
的
な
根
拠
は
な
さ
そ
う
だ
、
と
い
う
の
が
八
重

樫
の
結
論
で
あ
る
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
私
は
、
そ
も
そ
も
フ
ッ
サ
ー
ル
が
こ
の
よ
う
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム

を
持
っ
た
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
そ
れ
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
彼
が
考
え
た
の
か
と
い
う
質
問
を
し
た
。
具
体
的
に
は
、『
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
学
の
危
機
』
の
よ
う
な
、
現
代
文
明
や
現
代
的
知
の
歴
史
的
批
判
と
何
か
の

内
的
関
連
性
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
第
一
次
大
戦
後
、
第
二
次
大
戦

前
夜
、
息
子
の
死
な
ど
の
時
代
経
験
は
彼
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
ど
の
く
ら
い
の
影
響

を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
質
問
し
た
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
八
重
樫
か
ら
は
お
お

む
ね
そ
の
よ
う
な
関
連
性
や
影
響
は
あ
り
そ
う
だ
と
の
答
え
を
い
た
だ
い
た
。
私

は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
形
成
に
関
し
て
は
専
門
的
知
識
を
持
た
な
い
の
で
、
本
発

表
は
面
白
い
と
思
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
以
上
の
コ
メ
ン
ト
を
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。実

は
、
八
重
樫
の
発
表
を
聴
い
て
真
っ
先
に
思
っ
た
の
は
、
そ
も
そ
も
現
象
学

は
「
人
生
の
意
味
の
哲
学
」
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
寄
与
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
切
り
開
い
た
、
世
界
を
経
験
す
る

こ
と
の
学
と
し
て
の
現
象
学
は
、
実
は
「
人
生
の
意
味
」
を
探
求
す
る
哲
学
と
非

常
に
親
和
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
私
の
現
在
の
関
心
も
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
点

に
あ
る
。
実
は
、
八
重
樫
は
二
〇
一
七
年
に
「
人
生
の
意
味
」
と
題
す
る
文
章
を

刊
行
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
形
式
の
コ
メ
ン
ト
と
な
る

が
、
八
重
樫
の
論
文
「
人
生
の
意
味
」
を
参
照
し
な
が
ら
、「
人
生
の
意
味
の
現

象
学
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
し
て
み
た
い
。

八
重
樫
は
、
我
々
が
人
生
の
意
味
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
「
鑑
賞
者
の
視
点
」

に
立
ち
が
ち
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
鑑
賞
者
の
視
点
だ
け
で
は
「
何

か
が
欠
け
て
い
る
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
何
が
欠
け
て
い
る
の
か
と
言
え

ば
、
自
分
の
人
生
と
は
私
が
生
き
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
視
点
が

欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
八
重
樫
の
文
章
を
引
用
し
て
お
く
。

少
な
く
と
も
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
と
っ
て
の
自
分
の
人
生
は
、
芸
術
作
品

の
よ
う
に
解
釈
し
評
価
す
る
対
象
で
は
な
い
。
そ
れ
は
私
た
ち
が
そ
の
な

か
で
生
き
て
い
る
も
の
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
る

こ
と
そ
の
も
の
で
あ
る
（
植
村
玄
輝
ほ
か
編
著
『
現
代
現
象
学
』
新
曜
社
、

二
〇
一
七
年
、
二
七
〇
頁
）。

私
は
自
分
の
人
生
を
、
い
わ
ば
「
当
事
者
」
と
し
て
現
に
生
き
て
い
る
の
で
あ

り
、
け
っ
し
て
自
分
の
人
生
を
鑑
賞
者
と
し
て
眺
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
当
事
者
性
の
欠
落
こ
そ
が
、
鑑
賞
者
モ
デ
ル
の
決
定
的
な
難
点
で
あ
る
。
八
重

樫
は
「
当
事
者
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
文
脈
で
こ
の

言
葉
を
使
う
の
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

八
重
樫
か
ら
も
う
ひ
と
つ
引
用
し
て
お
く
。

人
生
の
意
味
に
つ
い
て
私
た
ち
が
発
す
る
問
い
の
中
に
は
、
い
わ
ば
人
生
の

内
側
か
ら
生
じ
る
問
い
が
含
ま
れ
て
い
る
。「
人
生
の
意
味
」
に
つ
い
て
現

象
学
的
に
考
え
る
と
き
、
軸
足
を
置
く
べ
き
な
の
は
こ
の
種
の
問
い
だ
ろ

う
。
鑑
賞
者
の
視
点
か
ら
見
た
人
生
の
有
意
義
性
に
つ
い
て
の
（
そ
れ
自
体
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と
し
て
は
十
分
興
味
深
い
）
問
い
は
、
人
生
の
内
側
か
ら
の
問
い
が
元
々
の

切
実
さ
を
失
っ
た
と
き
に
生
じ
る
派
生
的
な
問
い
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る

（
二
七
二
～
二
七
三
頁
）。

八
重
樫
は
「
人
生
の
内
側
か
ら
の
問
い
」
と
「
鑑
賞
者
の
視
点
」
を
明
確
に
区
別

し
、
前
者
を
人
生
の
意
味
の
根
源
的
な
問
い
と
考
え
、
後
者
を
そ
こ
か
ら
の
派
生

形
と
考
え
て
い
る
。
八
重
樫
の
立
場
は
、
人
生
の
意
味
の
分
析
的
倫
理
学
の
視
点

か
ら
見
れ
ば
、
人
生
の
内
側
か
ら
の
問
い
を
外
側
か
ら
の
問
い
よ
り
も
根
源
的
と

み
な
す
「
主
観
説
」
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
八
重
樫
の
立
場
を
単
に
人
生
の
意
味
の
主
観
説
と
し
て
の
み
捉
え
る

の
は
拙
速
で
あ
る
。
八
重
樫
は
人
生
の
意
味
の
問
題
を
「
現
象
学
的
」
に
考
え
る

と
述
べ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
点
を
掘
り
下
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え

ば
現
象
学
は
、
私
は
自
分
の
身
体
を
単
に
所
有
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の

身
体
を
内
側
か
ら
生
き
て
い
る
の
だ
と
考
え
て
き
た
。
私
が
身
体
を
内
側
か
ら
生

き
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
と
い
う
問
い
こ
そ
、
現
象
学
が
切
り
開
い
た
オ
リ

ジ
ナ
ル
な
地
平
で
あ
る
。
こ
の
「
身
体
」
を
「
人
生
」
に
置
き
換
え
て
み
よ
う
。

す
る
と
、
私
は
自
分
の
人
生
を
単
に
鑑
賞
者
と
し
て
眺
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、

自
分
の
人
生
を
内
側
か
ら
生
き
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
身
体
の
現
象
学
に
お
い
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
知
見

や
方
法
を
、
そ
の
ま
ま
人
生
の
意
味
の
現
象
学
へ
と
適
用
し
て
み
る
と
い
う
ア
イ

デ
ア
が
現
わ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
「
身
体
図
式
」
と
い
う
概
念
は
、
そ

の
ま
ま
「
人
生
図
式
」
と
い
う
概
念
へ
と
ス
ラ
イ
ド
で
き
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
れ

は
人
生
に
お
け
る
個
々
の
出
来
事
の
意
味
の
成
立
を
根
底
か
ら
支
え
る
と
こ
ろ
の

統
合
的
な
基
盤
概
念
と
し
て
は
た
ら
く
可
能
性
が
あ
る
。

た
だ
し
八
重
樫
は
、
こ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
は
議
論
し
て
い
な
い
。
そ
の
か

わ
り
に
八
重
樫
が
指
摘
す
る
の
は
、「
何
か
を
大
切
な
も
の
と
み
な
す
と
い
う
経

験
の
あ
り
方
を
よ
り
深
く
掘
り
下
げ
」
る
こ
と
で
あ
る
。

自
分
に
と
っ
て
本
当
に
大
切
な
も
の
を
も
つ
こ
と
で
、
人
は
無
意
味
な
人
生

を
生
き
る
に
値
す
る
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

人
生
の
意
味
を
外
部
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
内
部
に
と
ど
ま
る
し
か
な

い
の
だ
と
し
た
ら
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
求
め
る
べ
き
だ
と
思

わ
れ
る
（
二
七
九
頁
）。

何
か
を
大
切
な
も
の
と
み
な
す
と
い
う
経
験
の
あ
り
方
を
探
求
し
て
い
く
の
は
、

た
し
か
に
現
象
学
的
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
知
見
が
も
た
ら
さ
れ
る
の

か
、
八
重
樫
の
今
後
の
研
究
に
期
待
し
た
い
。

も
う
一
点
、
気
に
な
っ
た
箇
所
を
指
摘
し
て
お
く
と
、
八
重
樫
は
人
生
に
つ

い
て
、「
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
で
あ

る
」
と
書
く
の
だ
が
、
こ
こ
は
も
っ
と
精
密
に
分
節
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、「
人
生
と
は
何
か
」
を
よ
り
正
確
に
内
側
か
ら
記
述
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
主

語
は
複
数
形
の
「
私
た
ち
」
で
は
な
く
て
、
単
数
形
の
「
私
」
に
な
る
は
ず
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
他
人
の
人
生
を
内
側
か
ら
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら

だ
。
内
側
か
ら
の
視
点
を
取
る
の
な
ら
ば
、「
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
」
と
い
う

表
現
を
厳
密
に
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
「
私
た
ち
」
と
正
し

く
言
い
得
る
次
元
が
存
在
す
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
（
現
象
学
的
社
会
学
な

ど
）。
し
か
し
そ
れ
は
、
私
が
人
生
を
内
側
か
ら
生
き
る
次
元
と
同
一
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
こ
の
文
脈
で
主
語
を
「
私
」
に
ま
で
絞
り
込
む
と
、
そ
れ
は
独
我
論
に

近
し
い
も
の
と
な
る
。
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
、
人
生
の
意
味
の
現
象
学
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
流
の
現
象
学
と
大
き
な
も
の
を
共
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
私
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は
か
ね
て
よ
り
、
人
生
の
意
味
の
哲
学
は
独
我
論
と
交
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
主

張
し
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
理
路
に
お
い
て
そ
の
論
点
が
ふ
た
た
び
姿
を
現

わ
す
と
い
う
の
は
興
味
深
い
（M

asahiro M
orioka (2019), “A

 Solipsistic and 
A

ffi
rm

ation-B
ased A

pproach to M
eaning in Life,” Journal of Philosophy of 

Life 9(1):82-97

）。

こ
の
他
に
も
、
人
生
の
意
味
の
現
象
学
の
課
題
は
様
々
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
現
行
の
人
生
の
意
味
の
哲
学
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
は
ず
で

あ
る
。３　

苦
難
の
経
験
の
現
象
学
︱
山
口
発
表
へ
の
コ
メ
ン
ト

山
口
発
表
「
神
義
論
に
お
け
る
〈
苦
難
の
意
味
づ
け
〉
の
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
試

み
の
失
敗
︱
「
反
神
義
論
的
な
神
義
論
」
の
可
能
性
へ
向
け
て
」
は
、
世
界
に
な

ぜ
悪
が
存
在
す
る
の
か
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
神
義
論
の
限
界
と
若
干
の
可
能
性

に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
山
口
の
議
論
は
明
解
で
、
た
い
へ
ん
考
え
さ

せ
る
。

神
義
論
の
前
提
と
し
て
、
全
知
全
能
最
善
の
神
が
世
界
を
創
造
し
た
と
い
う
も

の
が
あ
る
。
こ
の
被
造
物
世
界
の
中
に
苦
難
が
存
在
す
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
考

え
て
も
矛
盾
に
見
え
る
か
ら
、
神
学
と
し
て
は
何
か
の
首
尾
一
貫
し
た
説
明
が
必

要
に
な
る
。
山
口
は
、
そ
の
よ
う
な
説
明
を
行
な
っ
た
哲
学
者
た
ち
の
議
論
を
検

討
し
つ
つ
、
自
分
の
主
張
し
た
い
こ
と
は
彼
ら
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
と
主
張
す

る
。
す
な
わ
ち
、
人
が
人
生
の
中
で
耐
え
が
た
い
苦
難
を
経
験
し
た
と
し
よ
う
。

そ
の
人
は
、
自
分
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
苦
難
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
、
と
神
に
向
か
っ
て
問
う
だ
ろ
う
。
神
義
論
は
そ
の
問
い
に
対
し
て
、「
あ
な

た
が
経
験
し
て
い
る
そ
の
苦
難
に
は
、
実
は
か
く
か
く
し
か
じ
か
の
意
味
が
あ
る

の
だ
」
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
、「
あ
な
た
は
そ
の
苦
難
を
経
験
す
る
こ
と
を
と

お
し
て
新
し
い
人
間
へ
と
肯
定
的
に
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
」
と
語
り
か

け
る
。

山
口
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
苦
難
と
い
う
も
の
か
ら
、
苦
難
の
本

質
を
奪
い
去
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
苦
難
の
本
質
と
は
、
神
義
論
に
よ
る

苦
難
の
意
味
づ
け
に
よ
っ
て
は
け
っ
し
て
捉
え
ら
れ
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
苦
難
に
こ
う
い
う
意
味
が
あ
る
と
分
か
っ
て
よ
か
っ
た
！
」
と
い
う
よ
う
な
表

面
的
な
理
解
か
ら
す
り
抜
け
て
い
き
、
苦
難
を
経
験
す
る
人
間
を
ど
こ
ま
で
も
外

部
か
ら
揺
さ
ぶ
り
続
け
る
も
の
こ
そ
が
、
真
の
苦
難
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
苦
難

と
は
「
そ
こ
に
意
味
を
求
め
続
け
た
と
し
て
も
絶
え
ず
「
な
ぜ
？
」
の
問
い
を
喚

起
す
る
神
秘
で
あ
ろ
う
」
と
山
口
は
述
べ
て
い
る
。
山
口
の
文
章
を
さ
ら
に
引
用

し
て
お
こ
う
。

ヒ
ッ
ク
の
神
義
論
は
苦
難
に
〈
魂
の
形
成
の
糧
〉
の
意
味
を
、
そ
し
て
ア
ダ

ム
ズ
の
そ
れ
は
苦
難
に
〈
神
と
共
に
あ
る
経
験
〉
の
意
味
を
認
め
る
が
、
か

か
る
意
味
づ
け
が
行
な
わ
れ
る
と
き
、
苦
難
は
そ
れ
に
尽
き
る
も
の
に
な
り

う
る
。
だ
が
苦
難
は
「
そ
れ
は
魂
の
形
成
の
糧
だ
」
と
い
う
説
明
で
究
極
的

な
意
味
づ
け
を
得
る
の
か
。
ま
た
「
苦
難
は
神
と
共
に
あ
る
経
験
だ
」
と

言
っ
て
そ
れ
で
済
む
の
か
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
苦
難
は
決

し
て
特
定
の
意
味
づ
け
の
も
と
で
私
た
ち
の
心
を
安
ら
わ
せ
た
り
は
し
な

い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
苦
難
と
は
本
質
的
に
、
魂
を
動
揺
さ
せ
「
ど
う

し
て
？
」
と
問
わ
せ
続
け
る
も
の
だ
と
思
う
。

こ
れ
が
苦
難
の
本
質
で
あ
り
、
ま
た
神
義
論
の
限
界
で
も
あ
る
が
、
だ
か
ら
と

言
っ
て
神
義
論
が
ま
っ
た
く
の
無
意
味
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
山
口
は
主
張
す
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る
。
神
義
論
が
苦
難
の
意
味
を
整
合
的
に
説
明
し
よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
そ
れ
自

体
は
尊
い
も
の
で
あ
り
、
神
義
論
が
そ
う
や
っ
て
が
ん
ば
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す

る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
説
明
の
失
敗
と
い
う
隙
間
を
縫
っ
て
、
あ
る
種
の
超
越
が
垣

間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
神
義
論
の
可
能
性
で
あ
る
。

山
口
の
発
表
を
聴
い
て
、
私
は
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
思
っ
た
。

山
口
は
神
義
論
に
つ
い
て
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
こ
と
は
一

神
教
の
創
造
神
を
前
提
と
し
な
く
て
も
言
え
る
の
か
ど
う
か
。
た
と
え
ば
、
人
生

に
耐
え
が
た
い
苦
難
が
訪
れ
る
と
い
う
の
は
良
く
あ
る
こ
と
だ
。
そ
の
と
き
に
、

人
は
人
生
の
ど
ん
底
に
突
き
落
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
し
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
自
殺
を

考
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
か
な
る
宗
教
の
信
仰
も
な
い
人
が
こ
の
ど
ん
底
か
ら

抜
け
出
す
こ
と
は
で
き
る
の
か
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
苦
難
の
ど
ん
底
に
落
と
さ

れ
た
人
た
ち
が
、
宗
教
の
力
を
借
り
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
く

る
こ
と
は
あ
る
。
ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン
は
、
自
分
と
同
じ
よ
う
な
過
酷
な
経
験
を

し
た
人
た
ち
を
支
援
す
る
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
に
生
き
る

意
味
を
発
見
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
被
害
者
が
、
他
の
被
害
者
の

支
援
に
回
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
生
き
続
け
る
意
義
を
見
出
す
こ
と
は

少
な
か
ら
ず
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン
は
、
人
生
の
ど
ん
底
に
突
き
落
と

さ
れ
た
あ
と
で
、
世
界
と
人
生
の
見
方
や
価
値
観
が
劇
的
に
変
貌
し
、
い
ま
ま
で

地
獄
だ
と
思
っ
て
い
た
現
在
の
場
所
が
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
こ
と
に

気
づ
い
て
、
そ
の
人
が
い
わ
ば
内
側
か
ら
生
ま
れ
変
わ
る
経
験
を
す
る
こ
と
が
あ

る
。
そ
し
て
苦
難
の
経
験
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
は
そ
れ
ま
で
と
は
異

な
っ
た
人
生
へ
と
歩
み
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

い
ま
述
べ
た
例
に
お
い
て
、
苦
難
の
経
験
と
い
う
も
の
は
、
宗
教
的
な
次
元
の

神
義
論
な
し
で
、
肯
定
的
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
他
者
と
の
関
わ
り
合
い

や
、
価
値
観
の
劇
的
な
変
化
と
い
う
も
の
が
、
神
義
論
に
お
け
る
神
の
機
能
を
果

た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
山
口
は
、
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
苦
難
の
意
味
づ
け
に

対
し
て
も
、
や
は
り
そ
こ
に
お
い
て
苦
難
の
本
質
が
消
え
去
っ
て
い
る
と
批
判
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
山
口
は
宗
教
と
い
う
言
葉
に
独
特
の
意
味
を
込
め
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
私
の
以
上
の
文
章
で
は
、
神
や
仏
へ
の
信
仰
を
前
提
と
す
る
よ

う
な
、
い
さ
さ
か
厳
し
め
の
意
味
を
宗
教
と
い
う
言
葉
に
与
え
て
い
る
。
お
そ
ら

く
山
口
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
使
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、

そ
こ
も
含
め
て
答
え
を
聴
い
て
み
た
い
。

も
う
ひ
と
つ
の
疑
問
点
は
、
も
っ
と
実
践
的
な
場
面
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。

耐
え
が
た
い
苦
難
を
経
験
し
た
人
は
、
な
ん
と
か
し
て
こ
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
た

い
と
思
う
で
あ
ろ
う
。
砂
を
噛
む
よ
う
な
、
自
殺
が
脳
裏
を
よ
ぎ
る
よ
う
な
毎
日

か
ら
、
な
ん
と
か
し
て
脱
出
し
た
い
と
思
う
で
あ
ろ
う
。
あ
の
こ
と
を
思
い
出
す

た
び
に
過
呼
吸
に
な
り
そ
う
な
人
生
を
、
な
ん
と
か
し
て
変
え
て
い
き
た
い
と
思

う
で
あ
ろ
う
。
神
義
論
や
、
神
義
論
的
な
ロ
ジ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
も
し
彼
ら
に
耐

え
が
た
い
苦
難
の
経
験
の
意
味
づ
け
が
与
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
ら
が

今
後
の
人
生
を
サ
バ
イ
バ
ル
し
て
い
く
た
め
の
強
力
な
武
器
に
な
る
は
ず
だ
。
神

義
論
の
完
遂
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
明
日
に
向
か
っ
て
生
き
て
い
け
る
、
と
い
う
よ

う
な
と
こ
ろ
に
ま
で
追
い
込
ま
れ
て
い
る
人
に
対
し
て
、
我
々
は
「
神
義
論
の
完

遂
は
苦
難
の
本
質
を
取
り
逃
が
す
こ
と
に
な
る
」
と
主
張
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う

か
。神

義
論
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
き
て
い
け
る
と
こ
ろ
に
ま
で
追
い
込
ま
れ
た
人

に
と
っ
て
は
、
神
義
論
の
完
遂
こ
そ
が
も
っ
と
も
大
事
な
こ
と
で
あ
り
、
な
に
よ

り
も
優
先
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
か
。
こ
の
問
い
は
、
山
口
の
問
題

提
起
を
無
意
味
な
方
角
に
ず
ら
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
お
そ
ら
く

山
口
は
、
自
分
は
そ
の
よ
う
な
筋
の
話
を
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
と
応
答
す
る
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
も
含
め
て
山
口
の
考
え
を
聴
い
て
み
た
い
。
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こ
の
話
題
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
私
自
身
が
、
人
生
の
意
味
の
哲
学
に
お
い
て
、

「
人
生
の
破
断
」
の
問
題
を
最
近
ず
っ
と
考
察
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
発

表
予
定
の
論
文
に
お
い
て
、
人
が
耐
え
が
た
い
破
断
の
経
験
を
し
た
場
合
に
、
三

つ
の
肯
定
の
可
能
性
が
開
か
れ
る
と
論
じ
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
破
断
後
の
人

生
を
サ
バ
イ
バ
ル
す
る
こ
と
の
肯
定
、
破
断
に
起
因
す
る
ト
ラ
ウ
マ
経
験
が
出
現

す
る
こ
と
の
肯
定
、
破
断
を
導
い
た
出
来
事
が
発
生
し
た
こ
と
の
肯
定
、
と
い
う

三
種
類
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
肯
定
が
、
こ
の
よ
う
な
人

生
へ
と
自
分
が
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
の
肯
定
（「
誕
生
肯
定
」）
へ
と
ど
う
つ
な

が
り
得
る
の
か
を
論
じ
た
（M

asahiro M
orioka, “Is It Possible to Say ‘Yes’ to 

Traum
atic Experiences?” (in press)

）。
よ
っ
て
、
山
口
の
議
論
は
私
の
問
題
関

心
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
私
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
が
大
げ
さ
な
も
の
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
理
由
で
あ
る
。

ま
た
、
山
口
は
苦
難
の
経
験
に
関
し
て
、
そ
れ
は
絶
え
ず
「
な
ぜ
？
」
の
問
い

を
喚
起
し
て
、
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
し
ら
な
い
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
面
白
い
論

点
で
あ
る
が
、
同
様
の
こ
と
は
人
生
の
成
功
体
験
に
関
し
て
も
言
え
る
の
で
は
な

い
か
。
仕
事
が
す
べ
て
成
功
し
、
裕
福
に
な
り
、
家
庭
に
も
恵
ま
れ
た
ト
ル
ス
ト

イ
は
、「
し
か
し
こ
れ
に
い
っ
た
い
何
の
意
味
が
あ
る
の
だ
？
」
と
い
う
根
源
的

な
問
い
に
襲
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
人
生
の
苦
難
だ
け
で
は
な
く
、
人
生
の
成
功

に
お
い
て
も
ま
た
、
否
定
神
学
的
な
超
越
が
起
き
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の

二
つ
は
同
型
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
異
な
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の
あ
た
り
を
考

え
て
み
る
の
は
面
白
い
と
思
っ
た
。

４　

不
老
不
死
の
現
象
学
︱
鶴
田
発
表
へ
の
コ
メ
ン
ト

鶴
田
発
表
「「
不
老
不
死
の
人
生
の
望
ま
し
さ
」
再
考
」
は
、
一
般
に
さ
ほ
ど

望
ま
し
い
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
不
老
不
死
に
つ
い
て
、
不
老
不
死
に
も
望

ま
し
い
側
面
が
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
鶴
田
の
言
う
不
老
不
死
と
は
、

「
三
〇
代
か
ら
四
〇
代
前
半
で
身
体
的
な
老
化
が
止
ま
り
、
そ
の
ま
ま
生
き
続
け

る
状
態
」
の
こ
と
で
あ
る
。
精
神
は
大
人
に
な
っ
て
お
り
、
あ
る
程
度
の
人
生
経

験
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
人
間
が
不
老
不
死
に
な
る
の
で
は
な
く
、

「
世
界
で
ひ
と
り
、
あ
る
い
は
数
人
だ
け
が
不
老
不
死
で
あ
る
」
と
想
定
す
る
。

鶴
田
は
、
そ
の
う
え
で
、
自
分
自
身
が
不
老
不
死
だ
っ
た
ら
ど
う
感
じ
る
か
を
思

考
実
験
し
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
不
老
不
死
に
な
っ
て
も
世
界
は
同
じ
こ
と
の
繰

り
返
し
と
は
な
ら
ず
、
完
璧
な
人
生
が
達
成
さ
れ
て
や
る
べ
き
こ
と
が
な
く
な
る

な
ど
と
い
う
ふ
う
に
は
な
ら
ず
、
か
な
ら
ず
し
も
孤
独
に
は
陥
ら
ず
、
す
べ
て
の

も
の
ご
と
を
先
延
ば
し
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
起
こ
ら
ず
、
道
徳
規
範
が
失
わ

れ
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。

鶴
田
の
文
章
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

わ
た
し
に
と
っ
て
は
、
不
老
不
死
の
人
生
は
退
屈
で
も
孤
独
で
も
な
く
、
新

た
な
知
に
接
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
そ
れ
に
よ
り
内
省
を
深
め
、
さ
ら
に

そ
こ
か
ら
自
分
の
存
在
す
る
意
味
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
よ
り
豊
か
な

人
生
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

鶴
田
の
思
考
実
験
は
た
い
へ
ん
面
白
い
が
、
私
は
そ
れ
に
以
下
の
よ
う
な
疑
問
を

持
つ
。
ま
ず
、
鶴
田
の
前
提
す
る
よ
う
な
不
老
不
死
の
世
界
を
生
き
抜
く
た
め
に

は
徹
底
的
に
強
靱
な
精
神
が
必
要
と
さ
れ
る
。
時
の
流
れ
に
つ
れ
て
、
家
族
や
知

り
合
い
や
社
会
を
構
成
す
る
人
々
が
次
々
と
死
に
絶
え
て
い
っ
て
も
そ
れ
に
大

き
く
は
動
揺
せ
ず
、
果
て
し
な
い
歴
史
の
変
遷
と
生
物
進
化
の
様
子
を
眺
め
な
が

ら
、
毎
日
を
充
実
し
て
過
ご
す
こ
と
の
で
き
る
人
間
は
ど
れ
ほ
ど
い
る
の
だ
ろ
う
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か
。
鶴
田
自
身
は
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
妥
当
な

予
想
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

鶴
田
は
「
た
と
え
三
〇
〇
年
生
き
よ
う
と
も
」
と
書
い
て
い
る
が
、
た
か
だ
か

三
〇
〇
年
で
は
不
老
不
死
の
タ
イ
ム
ス
ケ
ー
ル
と
は
言
い
が
た
い
。
私
は
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
で
、
四
〇
億
年
後
に
数
名
の
不
老
不
死
人
間
が
生
き
続
け
る
状
態
を
想
定

し
て
、
次
の
よ
う
に
問
う
た
。「
四
〇
億
年
後
に
そ
の
数
名
の
人
間
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
か
？　

他
の
可
死
人
間
た
ち
は
絶
滅
し
て
お
り
、
訳
の
分
か
ら
な
い
生

物
で
満
た
さ
れ
て
い
る
地
球
。
知
人
友
人
愛
す
る
者
た
ち
は
す
べ
て
死
滅
。
そ
れ

で
も
意
味
を
持
っ
て
生
き
ら
れ
る
く
ら
い
メ
ン
タ
ル
の
強
い
人
間
に
な
る
こ
と
が

要
請
さ
れ
る
の
か
」。

鶴
田
は
今
回
の
論
文
で
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
に
返
答
し
て
い

る
。

だ
が
、
こ
う
い
っ
た
事
態
を
そ
れ
ほ
ど
恐
ろ
し
い
と
は
思
わ
な
い
。
わ
た
し

は
か
つ
て
な
か
っ
た
よ
う
な
状
況
に
直
面
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
っ
た
一

人
で
と
り
残
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
朝
が
来
れ
ば
太
陽
が
昇

り
、
日
が
沈
め
ば
夜
が
来
る
。
や
が
て
ま
た
新
た
な
一
日
が
始
ま
る
。
季
節

は
め
ぐ
り
、
鳥
は
囀
り
そ
の
時
々
の
花
が
咲
き
や
が
て
果
実
が
実
る
。
そ
う

や
っ
て
時
は
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
て
い
く
。
わ
た
し
は
自
給
自
足
の
生
活
を
送

ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
困
難
や
孤
独
に
苦
し
む

こ
と
は
お
そ
ら
く
な
い
だ
ろ
う
し
、
む
し
ろ
そ
れ
を
面
白
く
思
う
だ
ろ
う
。

ま
た
過
去
に
得
た
知
識
を
も
と
に
、
自
然
の
妙
に
感
嘆
し
、
同
時
に
い
か
に

自
分
が
快
適
に
過
ご
せ
る
か
を
探
求
す
る
だ
ろ
う
。

こ
の
文
章
を
読
ん
で
私
が
思
う
の
は
、
鶴
田
は
将
来
の
状
況
に
つ
い
て
、
か
な
り

牧
歌
的
で
恣
意
的
な
環
境
を
想
定
し
て
思
考
実
験
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
る
。
こ
こ
で
、
過
去
の
歴
史
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
い
ま
か
ら

四
〇
億
年
前
の
地
球
に
は
、
生
命
体
は
お
そ
ら
く
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
に

あ
っ
た
の
は
原
始
の
海
と
、
岩
石
と
、
酸
素
の
な
い
大
気
で
あ
る
。
人
間
は
ま
っ

た
く
住
む
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
想
像
す
る
こ
と
も
難
し
い
世
界
で
あ
る
。
そ

れ
を
考
え
る
に
、
い
ま
か
ら
四
〇
億
年
後
の
将
来
の
地
球
が
、「
鳥
は
囀
り
そ
の

時
々
の
花
が
咲
き
や
が
て
果
実
が
実
る
」
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
想
定

は
、
現
時
点
の
地
球
環
境
を
過
剰
に
外
挿
し
す
ぎ
て
い
る
。
四
〇
億
年
た
て
ば
、

現
在
の
人
類
は
も
う
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
し
、
現
在
存
在
す
る
動
物
や

植
物
な
ど
の
生
物
種
も
ま
た
す
べ
て
絶
滅
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
か
わ
り
に
、

地
上
は
我
々
が
ま
だ
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
奇
妙
で
危
険
な
生
物
で
覆
い
尽
く

さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
地
上
に
は
ま
っ
た
く
生
物
は
存
在
し
て
い
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
現
時
点
で
我
々
が
知
っ
て
い
る
よ
う
な
自
然
環

境
が
四
〇
億
年
後
も
存
続
す
る
と
想
定
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
不
老
不
死
の
数
名
の
人
間
た
ち
は
、
四
〇
億
年
の
生
物
進
化
に
順
次

適
応
し
て
い
き
、
現
在
か
ら
見
た
ら
訳
の
分
か
ら
な
い
生
物
群
に
対
し
て
美
し
さ

や
親
密
さ
や
や
す
ら
ぎ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

人
間
は
、
そ
こ
ま
で
の
感
受
性
の
変
化
や
世
界
観
の
変
化
に
耐
え
ら
れ
る
も
の
だ

ろ
う
か
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
四
〇
億
年
で
終
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
時
が

経
っ
て
、
太
陽
の
巨
大
化
に
よ
っ
て
地
球
が
焼
け
て
消
滅
す
る
と
き
も
な
お
、
不

老
不
死
の
数
名
の
人
間
た
ち
は
、
宇
宙
船
の
窓
か
ら
地
球
を
眺
め
て
生
き
続
け
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
彼
ら
の
人
生
は
そ
の
後
も
さ
ら
に
続
く
の
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
宇
宙
進
化
の
書
記
者
と
な
っ
て
、
す
べ
て
の
出
来
事
を
た
ん
た
ん
と
脳

に
刻
み
込
む
よ
う
な
存
在
へ
と
、
不
老
不
死
の
人
間
は
成
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
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さ
ら
に
宇
宙
に
終
わ
り
が
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
終
わ
り
の
時
点
ま
で
不
老
不
死

の
人
間
は
生
き
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
宇
宙
に
終
わ
り
が
な
い
の
な
ら
、
そ

れ
こ
そ
永
遠
に
生
き
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
発
狂
す
る
こ
と
な

く
、
肯
定
的
に
日
々
を
楽
し
み
な
が
ら
無
限
に
生
き
続
け
て
い
く
こ
と
の
で
き
る

強
靱
な
精
神
が
前
提
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
思
考
実
験
は
成
立
し
な
い
と
私
は

考
え
る
。
少
な
く
と
も
私
は
そ
の
よ
う
な
精
神
を
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
。
鶴

田
は
、
人
間
も
存
在
せ
ず
、
花
や
果
実
や
蜻
蛉
や
蝶
な
ど
も
ま
っ
た
く
存
在
し
な

い
世
界
を
肯
定
的
に
生
き
続
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
鶴
田
の
思
考
実
験
は
、「
不
老
不
死
は
か
な
ら
ず
悪
い
」
と
い
う
見

解
を
否
定
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、「
不
老
不
死
は
か
な
ら
ず
良
い
」
と
主
張

す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
私
が
そ
の
よ
う
な
人
生
は
耐
え
が
た
い
と

言
っ
た
と
し
て
も
、
森
岡
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
そ
れ
を
耐
え
ら
れ
る
し
楽
し

め
る
人
が
い
る
可
能
性
は
あ
る
、
と
鶴
田
は
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

そ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
人
間
は
や
は
り
強
靱
な
精
神
を
所
有
し
て

い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
思
考
実
験
の
隠
さ
れ
た
前
提
と
な
っ
て

い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
私
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

鶴
田
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
不
老
不
死
の
人
間
で
あ
っ
て
も
、
事
故
や
重
病
で

死
ぬ
こ
と
は
あ
る
。
鶴
田
の
文
章
を
読
む
か
ぎ
り
、
不
老
不
死
を
望
ん
で
不
老
不

死
に
な
っ
て
い
る
人
間
は
、
自
分
が
事
故
や
重
病
で
瀕
死
と
な
り
、
こ
れ
以
上
生

き
ら
れ
な
い
と
分
か
っ
た
と
き
、
そ
れ
を
心
の
底
か
ら
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
い
つ
ま
で
も
生
き
続
け
る

こ
と
が
心
底
か
ら
の
希
求
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
外
部
の
力
に
よ
っ
て
強
制

的
に
壊
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
と
う
て
い
受
け
入
れ
が
た
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ

る
。
死
に
直
面
し
た
不
老
不
死
の
人
間
は
悲
惨
で
あ
る
。
彼
ら
の
希
望
が
す
べ
て

消
え
去
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
悲
惨
さ
は
、
有
限
な
生
を
送
る
し
か
な
い
人
間
が

経
験
す
る
死
の
悲
惨
さ
を
上
回
る
可
能
性
が
あ
る
。

生
命
倫
理
学
で
、
生
延
長
の
議
論
が
行
な
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
と
き
に
一
般

の
人
々
か
ら
よ
く
出
さ
れ
る
意
見
と
し
て
、「
生
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
う
ち
は

ず
っ
と
生
き
ら
れ
て
、
死
に
た
い
と
思
っ
た
ら
自
由
に
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
人
生

が
も
っ
と
も
良
い
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
も
し
不
老
不
死
の
人
間
が
自
殺
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
生
き
た
い
う
ち
は
生
き
続
け
、
死
に
た
く
な
っ
た
ら

自
殺
す
る
と
い
う
の
が
、
不
老
不
死
の
人
間
に
と
っ
て
の
最
適
解
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
は
こ
の
解
決
策
に
つ
い
て
も
疑
問
を
抱
い
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
何
億
年
も
生
き
た
あ
と
、「
も
う
こ
れ
以
上
生
き
て
い
て
も
良

い
こ
と
は
な
い
か
ら
生
き
る
の
は
や
め
た
い
」
と
思
い
つ
つ
も
、「
そ
れ
で
も
自

殺
を
選
ん
で
死
ぬ
の
は
怖
ろ
し
く
て
、
引
き
受
け
が
た
い
」
と
思
っ
て
し
ま
う
人

は
た
く
さ
ん
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
以
上
生
き
続
け
る
の
も
し
ん
ど
く
、
つ
ら
い
の
だ
が
、
自
殺
を
し
て
死
ぬ

の
も
怖
ろ
し
く
て
で
き
な
い
と
い
う
袋
小
路
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。
何
億
年
も

人
生
を
生
き
て
き
た
そ
の
結
果
が
、
こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
私

た
ち
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
死
ぬ
の
が
い
や
だ
か
ら
、
つ
ら
い
人
生

を
し
ぶ
し
ぶ
あ
と
何
億
年
以
上
も
生
き
続
け
る
と
い
う
選
択
を
す
る
の
か
、
そ
れ

と
も
死
の
恐
怖
に
お
の
の
き
な
が
ら
自
殺
装
置
の
ス
イ
ッ
チ
を
み
ず
か
ら
押
す
の

か
。
こ
の
状
況
は
ま
さ
に
地
獄
だ
ろ
う
。

以
上
、
鶴
田
の
思
考
実
験
に
対
し
て
否
定
的
な
意
見
ば
か
り
を
述
べ
た
が
、
こ

れ
は
そ
の
思
考
実
験
に
大
き
な
異
論
喚
起
力
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
の
提
起

し
た
反
論
も
、
ま
た
別
の
観
点
か
ら
崩
さ
れ
得
る
。
鶴
田
に
は
深
く
感
謝
し
た

い
。



42

５　

終
わ
り
に

人
生
の
意
味
を
現
象
学
の
視
点
か
ら
問
う
と
い
う
試
み
は
、
た
い
へ
ん
貴
重
で

あ
り
、
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
展
開
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
私
は
考
え
る
。
世

界
の
現
象
学
に
お
い
て
ど
の
く
ら
い
の
先
行
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
を
、
私

は
把
握
し
て
い
な
い
。
も
し
先
行
集
団
が
い
る
の
な
ら
ば
、
国
際
的
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
共
同
研
究
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
日
本
に
お
い
て

も
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
き
っ
か
け
に
し
て
研
究
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
れ
ば

面
白
い
。
日
本
現
象
学
会
に
お
い
て
こ
の
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々

に
感
謝
し
た
い
。

（
森
岡
正
博
・
も
り
お
か　

ま
さ
ひ
ろ
・
早
稲
田
大
学
）
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１　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
趣
旨

研
究
者
の
初
期
キ
ャ
リ
ア
は
、
人
間
関
係
や
周
囲
環
境
や
時
代
状
況
な
ど
、
本

人
の
努
力
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
絡
ん
で
形
成
さ
れ
る
と
い
う
面
が
あ
る
。

ま
た
キ
ャ
リ
ア
の
築
き
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
ノ
ウ
ハ
ウ
と
し

て
語
れ
る
よ
う
な
も
の
を
一
様
に
示
す
の
は
難
し
い
面
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事

情
も
あ
り
、
研
究
者
の
初
期
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
話
題
に
す
る
場
と
い
う
の
は
そ
れ

ほ
ど
多
く
な
い
。
し
か
し
、
特
に
若
手
研
究
者
に
と
っ
て
は
初
期
キ
ャ
リ
ア
を
ど

の
よ
う
に
形
成
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
の
関
心
は
大
き
い
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま

え
、
今
回
は
「
現
象
学
研
究
者
の
初
期
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
考
え
る
」
と
題
し
、
学

会
と
い
う
場
を
借
り
て
普
段
は
な
か
な
か
聞
き
に
く
い
話
を
提
題
者
に
伺
い
な
が

ら
、
初
期
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
多
様
な
あ
り
方
を
シ
ェ
ア
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

若
手
研
究
者
支
援
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
企
画
し
た
。

初
期
キ
ャ
リ
ア
形
成
は
若
手
問
題
と
し
て
だ
け
捉
え
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
。

世
代
を
超
え
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
考
え
な
い
と
変
え
る
べ
き
と
こ
ろ
が

変
わ
ら
ず
、
困
難
さ
を
抱
え
た
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
た
め
、
す
で
に
一

定
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
経
て
、
大
学
院
生
の
指
導
や
大
学
で
の
人
事
に
従
事
し
て

い
る
会
員
の
方
々
に
も
、
積
極
的
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
て
い
た
だ
く
よ

う
に
事
前
に
お
願
い
を
し
た
。

今
回
の
企
画
は
初
期
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
た
め
の
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
た
め
の
企

画
で
は
な
い
し
、
も
ち
ろ
ん
「
成
功
譚
」
を
開
陳
す
る
企
画
で
は
ま
っ
た
く
な

い
。
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
実
践
し
て
い
た
か
と
い
う
話
に
加
え
て
、
キ
ャ
リ
ア
形

日
本
現
象
学
会 

第
四
三
回
研
究
大
会
︵
二
〇
二
一
年
度
︶

男
女
共
同
参
画
・
若
手
研
究
者
支
援
Ｗ
Ｇ
主
催
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

﹁
現
象
学
研
究
者
の
初
期
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
考
え
る
﹂
報
告

提
題
者　

佐
藤　

愛
・
池
田
裕
輔
・
金
成
祐
人

高
井
ゆ
と
里
・
長
坂
真
澄
・
若
見
理
江

オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー　

中
澤　

瞳　
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成
に
悩
ん
で
い
た
時
に
ど
の
よ
う
に
そ
の
悩
み
に
向
き
合
っ
て
い
た
か
、
研
究
の

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
ど
の
よ
う
に
維
持
し
て
い
た
か
、
そ
し
て
今
振
り
返
っ
て
み

る
と
思
い
の
外
プ
ラ
ス
に
作
用
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
事
柄
な
ど
、
個
人
の
観
点

か
ら
可
能
な
範
囲
で
提
題
者
に
お
話
い
た
だ
き
、
初
期
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
関
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
シ
ェ
ア
す
る
こ
と
が
最
大
の
目
的
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
提

題
者
の
現
在
の
職
場
が
偏
ら
な
い
よ
う
に
、
ま
た
出
身
大
学
や
研
究
内
容
が
偏

ら
な
い
よ
う
に
可
能
な
限
り
調
整
し
、
計
六
名
の
方
に
登
壇
し
て
い
た
だ
い
た
。

五
十
音
順
に
、
池
田
裕
輔
氏
（
北
海
道
・
釧
路
工
業
高
等
専
門
学
校
）、
金
成
祐

人
氏
（
栃
木
県
・
帝
京
大
学
）、
佐
藤
愛
氏
（
京
都
府
・
立
命
館
大
学
）、
高
井
ゆ

と
里
氏
（
石
川
県
・
石
川
県
立
看
護
大
学
）、
長
坂
真
澄
氏
（
東
京
都
・
早
稲
田

大
学
）、
若
見
理
江
氏
（
岡
山
県
・
就
実
大
学
）、
以
上
の
六
名
で
あ
る
（
各
提
題

者
の
ご
所
属
は
Ｗ
Ｓ
当
時
の
も
の
）。
提
題
者
に
は
一
五
分
ず
つ
報
告
し
て
い
た

だ
き
、
最
後
に
全
体
で
質
疑
応
答
を
行
っ
た
。
以
下
、
ま
ず
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の

概
要
を
、
そ
し
て
次
に
質
疑
応
答
の
内
容
と
今
後
の
課
題
を
示
す
。

２　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
概
要

ま
ず
佐
藤
愛
氏
か
ら
、
大
学
院
か
ら
現
在
の
所
属
大
学
に
着
任
す
る
ま
で
の
経

歴
を
話
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
間
、
産
前
、
産
後
休
暇
、
育
児
休
暇
を
取
得

し
、
子
ど
も
が
一
歳
に
な
る
前
に
復
職
し
て
今
に
至
る
こ
と
経
験
が
話
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
ご
経
験
か
ら
、
体
調
と
仕
事
や
研
究
の
バ
ラ
ン
ス
、
ま
た
育
児
と
仕
事

と
研
究
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
り
方
の
難
し
さ
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
い
た
。
ま
た

そ
の
際
に
、
現
在
所
属
す
る
立
命
館
大
学
に
は
、
二
〇
一
八
年
九
月
か
ら
学
内
保

育
所
が
設
置
さ
れ
て
い
て
、
教
職
員
や
学
生
の
学
修
、
教
育
、
研
究
、
就
業
の
支

援
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
情
報
も
お
話
し
い
た
だ
い
た
。

次
に
池
田
裕
輔
氏
か
ら
大
学
院
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
経
験
を
語
っ
て
い
た

だ
い
た
。
在
学
中
の
留
学
経
験
の
話
に
お
い
て
は
、
新
た
な
環
境
で
国
外
の
研
究

人
脈
を
得
た
こ
と
が
、
研
究
の
継
続
と
促
進
に
大
き
く
寄
与
し
、
キ
ャ
リ
ア
形
成

に
お
い
て
苦
し
い
時
期
に
も
支
え
る
糧
と
な
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
た
。
ま
た
、
高

等
専
門
学
校
（
高
専
）
に
勤
務
す
る
池
田
氏
か
ら
は
、
高
専
の
公
募
に
興
味
の
あ

る
会
員
に
向
け
て
情
報
が
提
供
さ
れ
た
。
高
専
は
実
践
的
・
創
造
的
技
術
者
を
養

成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
高
等
教
育
機
関
で
、
全
国
に
国
公
私
立
合
わ
せ
て

五
七
校
あ
り
、
全
体
で
約
六
万
人
の
学
生
が
学
ん
で
い
る
（
二
〇
二
二
年
現
在
）。

五
年
一
貫
教
育
が
特
色
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
実
験
・
実
習
を
重
視
し
た
専
門
教
育

が
な
さ
れ
て
い
る
。
就
職
希
望
者
に
対
す
る
就
職
率
や
求
人
倍
率
も
高
い
水
準
と

な
っ
て
い
る
の
も
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
池
田
氏
か
ら
は
、
高
専
の
教
員
は
科
研

の
申
請
が
で
き
る
の
で
、
所
属
機
関
を
も
つ
研
究
者
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
で

き
る
点
、
池
田
氏
の
勤
務
先
で
は
教
員
の
個
室
が
準
備
さ
れ
て
い
る
た
め
、
研
究

環
境
も
整
っ
て
い
る
点
、
ま
た
他
の
学
校
の
よ
う
に
大
学
受
験
対
策
は
考
慮
し
な

く
て
よ
い
の
で
、
授
業
に
裁
量
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
点
、
た
だ
し
教
授
を

除
く
職
位
で
の
給
与
は
一
般
的
な
公
立
高
校
教
員
よ
り
少
な
い
と
い
う
点
に
つ
い

て
説
明
が
あ
っ
た
。

次
に
金
成
祐
人
氏
か
ら
、
初
期
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
た
め
に
意
識
的
に
実
践
し
て

き
た
こ
と
と
し
て
、
国
際
学
会
で
の
発
表
と
、
非
常
勤
講
師
と
し
て
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
い
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
世
界
哲
学
会
議
と
国
際
現

象
学
会
が
紹
介
さ
れ
、
そ
れ
ら
で
発
表
し
た
こ
と
が
外
部
か
ら
思
い
の
ほ
か
評
価

し
て
も
ら
え
た
と
語
ら
れ
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
非
常
勤
講
師
を
め
ぐ
る

様
々
な
問
題
が
提
示
さ
れ
た
が
、
非
常
勤
の
コ
マ
が
増
え
な
い
、
給
料
が
安
い
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
、
教
務
課
と
追
加
担
当
可
能
科
目
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
不
足

し
て
い
る
科
目
を
相
談
し
て
同
一
大
学
内
で
非
常
勤
の
コ
マ
を
増
や
し
た
、
給
与
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面
で
の
待
遇
改
善
を
人
事
課
・
教
務
課
と
交
渉
し
た
と
い
う
報
告
も
あ
っ
た
。
特

に
非
常
勤
の
コ
マ
に
つ
い
て
は
、
常
勤
の
公
募
で
多
様
な
科
目
の
教
育
歴
が
あ
っ

た
方
が
有
利
と
な
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
自
分
か
ら
担
当
可
能
科
目
を
発
信
し
て

い
た
と
言
う
。
そ
し
て
、
公
募
の
際
に
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
よ
う
な
自
分
な
り
の
講

義
の
工
夫
を
考
え
る
こ
と
が
重
要
だ
と
し
て
、
実
践
し
た
様
々
な
工
夫
が
具
体
的

に
提
示
さ
れ
た
。
時
間
の
制
約
上
、
主
に
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
取
り
入
れ

た
講
義
の
工
夫
に
つ
い
て
集
中
的
に
語
ら
れ
た
が
、
な
か
で
も
、
テ
ク
ス
ト
の
指

定
し
た
箇
所
を
読
む
だ
け
で
も
加
点
す
る
な
ど
、
ハ
ー
ド
ル
の
低
い
参
加
の
仕
方

を
用
意
す
る
こ
と
で
、
主
体
的
に
講
義
に
参
加
す
る
た
め
の
き
っ
か
け
を
作
っ
て

い
る
と
い
う
お
話
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。

次
に
高
井
ゆ
と
里
氏
か
ら
博
士
課
程
か
ら
現
在
に
至
る
状
況
を
話
し
て
い
た
だ

い
た
。
キ
ャ
リ
ア
に
プ
ラ
ス
に
働
い
た
こ
と
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
お
い
て
し
ん
ど

か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
通
じ
て
今
後
の
初
期
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
関
し
て
個

人
と
し
て
、
組
織
と
し
て
考
え
る
べ
き
こ
と
を
お
話
し
い
た
だ
い
た
。

次
に
長
坂
真
澄
氏
か
ら
学
部
生
時
代
か
ら
大
学
院
、
そ
し
て
留
学
と
初
期
キ
ャ

リ
ア
形
成
に
つ
い
て
の
お
話
を
し
て
い
た
だ
い
た
。
日
本
国
内
で
の
キ
ャ
リ
ア
形

成
を
国
外
か
ら
行
う
難
し
さ
に
つ
い
て
の
ご
経
験
も
話
し
て
い
た
だ
い
た
。

最
後
に
若
見
理
江
氏
か
ら
学
部
、
大
学
院
、
そ
し
て
現
在
に
至
る
ご
経
験
を
お

話
し
い
た
だ
い
た
。
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
お
い
て
周
り
の
人
た
ち
に
支
え
ら
れ
た
こ

と
が
語
ら
れ
た
。
ま
た
公
募
の
際
に
ご
自
身
が
行
っ
た
模
擬
授
業
に
つ
い
て
も
ご

説
明
い
た
だ
い
た
。

キ
ャ
リ
ア
形
成
に
関
し
て
、
誰
し
も
が
直
面
す
る
と
考
え
ら
れ
る
問
題
は
い
く

つ
か
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
に
教
育
歴
の
問
題
が
あ
る
。
教
育
歴
、
こ
こ
で
は
大
学

で
授
業
を
担
当
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
教
育
経
験
を
さ
す
が
、
こ
れ
は
公
募
に

お
い
て
重
要
視
さ
れ
る
。
し
か
し
多
く
の
人
に
と
っ
て
教
育
歴
の
ス
タ
ー
ト
と
な

る
非
常
勤
講
師
の
公
募
は
そ
も
そ
も
少
な
く
、
自
力
で
見
つ
け
る
の
は
難
し
い
。

授
業
を
担
当
し
た
こ
と
が
な
い
と
非
常
勤
職
を
獲
得
で
き
な
い
と
い
う
「
非
常
勤

パ
ラ
ド
ク
ス
」
は
誰
も
が
知
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
、
公
募
で
は
依
然
と
し

て
教
育
経
験
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
経
験
が

そ
れ
ぞ
れ
の
登
壇
者
か
ら
語
ら
れ
た
。
指
導
教
員
や
知
り
合
い
の
教
員
か
ら
紹
介

し
て
も
ら
っ
た
、
ま
た
研
究
室
か
ら
非
常
勤
講
師
と
し
て
の
最
初
の
仕
事
を
紹
介

し
て
も
ら
っ
た
と
い
う
報
告
が
あ
る
一
方
で
、
そ
う
し
た
つ
な
が
り
と
は
別
に
、

JR
EC

-IN
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etw
ork

の
略
。
研
究
に
関
す

る
求
人
公
募
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
を
頻
繁
に
チ
ェ
ッ
ク
し
公
募
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

た
と
い
う
話
や
、
研
究
会
、
読
書
会
、
懇
親
会
な
ど
を
通
じ
て
紹
介
し
て
も
ら
え

る
よ
う
に
し
た
と
い
う
話
も
あ
っ
た
。
ま
た
海
外
で
研
究
を
行
っ
て
い
た
際
に
、

日
本
の
研
究
者
の
知
り
合
い
を
増
や
し
た
方
が
よ
い
と
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
渡
航
費
は
大
変
だ
っ
た
が
時
々
帰
国
し
、
そ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を

実
践
し
た
と
い
う
お
話
も
あ
っ
た
。

国
内
で
指
導
教
員
や
研
究
室
か
ら
職
を
紹
介
し
て
も
ら
え
て
も
必
ず
し
も
上
手

く
い
く
と
は
限
ら
ず
、
書
類
選
考
な
ど
を
通
じ
て
、
最
終
的
に
別
の
人
が
選
ば
れ

た
と
い
う
お
話
も
あ
っ
た
。
ま
た
最
初
の
授
業
を
担
当
で
き
た
人
で
も
、
そ
の

後
ど
の
よ
う
に
他
の
仕
事
を
開
拓
し
て
い
け
ば
い
い
か
分
か
ら
ず
、
担
当
す
る
コ

マ
を
増
や
す
の
が
難
し
か
っ
た
と
い
う
お
話
や
、
反
対
に
、
紹
介
さ
れ
る
授
業
の

コ
マ
数
が
多
す
ぎ
て
、
研
究
活
動
、
博
論
執
筆
と
の
両
立
に
苦
労
し
た
と
い
う
お

話
、
育
児
と
の
両
立
の
難
し
さ
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
っ
た
。

非
常
勤
の
公
募
を
め
ぐ
る
経
験
だ
け
で
は
な
く
、
常
勤
の
公
募
に
つ
い
て
の
経

験
も
報
告
さ
れ
た
。JR

EC
-IN

の
利
用
率
は
こ
こ
で
も
高
か
っ
た
。
公
募
に
落
ち

て
も
大
学
の
方
か
ら
改
善
点
な
ど
に
関
す
る
レ
ス
ポ
ン
ス
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
ど
の
よ
う
な
点
を
改
め
れ
ば
今
後
に
つ
な
が
る
か
と
い
っ
た
こ
と
は
把
握
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で
き
ず
、
ま
た
そ
も
そ
も
書
類
の
書
き
方
の
要
領
も
最
初
は
分
か
ら
な
い
こ
と
が

多
い
た
め
に
苦
労
し
た
と
い
う
話
が
ほ
と
ん
ど
の
登
壇
者
か
ら
聞
か
れ
た
。
ま
た

業
績
が
少
な
い
こ
と
や
、
教
育
歴
が
少
な
い
こ
と
な
ど
が
選
考
に
不
利
に
働
く
の

で
は
と
考
え
、
不
安
の
中
で
書
類
作
成
を
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
語
ら
れ
た
。

書
類
作
成
に
関
し
て
は
身
近
な
経
験
者
か
ら
指
南
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
人

も
い
る
一
方
で
、
そ
う
し
た
人
が
傍
に
お
ら
ず
、
二
〇
～
三
〇
通
と
書
類
を
作
っ

て
い
く
中
で
な
ん
と
か
「
コ
ツ
」
の
よ
う
な
も
の
を
つ
か
め
た
と
い
う
人
や
、
匿

名
の
経
験
者
の
ブ
ロ
グ
を
参
考
に
し
て
書
い
た
り
し
た
と
い
う
人
が
い
た
。
ま
た

書
類
審
査
が
通
り
、
面
接
の
通
知
が
来
て
も
遠
隔
地
の
た
め
、
ま
た
日
程
が
ど

う
し
て
も
合
わ
な
い
た
め
に
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
事
例
の
報
告
も

あ
っ
た
。

応
募
様
式
は
大
学
に
よ
っ
て
異
な
る
。
そ
の
た
め
書
類
は
公
募
ご
と
に
、
ほ
ぼ

最
初
か
ら
作
り
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
ま
た
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
大
学
が
求
め
る
人
材
は
大
学
ご
と
に
異
な
る
し
、
採
用
を
担
当
す
る
人
は
必

ず
し
も
哲
学
、
現
象
学
の
専
門
家
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
他
の
学
問
領
域
の
人

た
ち
の
場
合
も
あ
る
の
で
、
そ
う
し
た
他
分
野
の
人
に
と
っ
て
も
伝
わ
る
書
き
方

を
し
な
い
と
相
手
に
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
た
め
書
類
作
成
に
か
な
り

の
検
討
時
間
が
費
や
さ
れ
、
研
究
や
執
筆
の
時
間
が
十
分
に
取
れ
な
く
な
る
こ
と

を
ス
ト
レ
ス
と
感
じ
る
人
が
多
か
っ
た
。

加
え
て
、
不
採
用
の
通
知
が
重
な
る
と
将
来
の
不
安
や
、
経
済
的
な
不
安
に
苛

ま
れ
、
気
持
ち
が
沈
み
が
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
提
題
者
た

ち
が
ど
の
よ
う
に
乗
り
越
え
た
か
と
い
う
こ
と
も
語
ら
れ
た
が
、
あ
る
人
は
不
採

用
の
通
知
が
来
て
も
い
ち
い
ち
落
ち
込
ま
ず
、
と
に
か
く
出
し
続
け
る
こ
と
に
集

中
し
た
と
話
し
、
ま
た
あ
る
人
は
暗
く
な
り
が
ち
な
時
期
で
は
あ
っ
た
が
、
研
究

仲
間
た
ち
と
研
究
活
動
を
続
け
る
こ
と
で
全
体
と
し
て
は
楽
し
く
や
れ
て
い
た
と

こ
ろ
に
助
け
ら
れ
た
と
話
し
た
。
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
悩
ん
で
い
た
時
に
ど
の
よ
う

に
そ
の
悩
み
に
向
き
合
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
普
段
聞
き
に
く
い
話
題
で
あ

る
と
思
う
が
、
提
題
者
の
方
々
か
ら
経
験
に
つ
い
て
率
直
に
お
話
い
た
だ
き
貴
重

な
機
会
と
な
っ
た
。

３　

質
疑
応
答
と
今
後
の
課
題

質
疑
応
答
の
時
間
に
は
、
初
期
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
話
題
に
直
接
関
係
す
る
も

の
ば
か
り
で
は
な
く
、
登
壇
者
の
授
業
実
践
に
つ
い
て
も
関
心
が
高
か
っ
た
よ

う
で
質
問
が
寄
せ
ら
れ
た
。
ま
た
応
募
書
類
作
成
の
苦
労
が
話
題
に
上
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
書
類
作
成
の
コ
ツ
な
ど
を
レ
ク
チ
ャ
ー
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催

は
可
能
か
ど
う
か
と
い
っ
た
今
後
の
要
望
に
関
わ
る
質
問
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
は
、
池
田
氏
か
ら
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
適
切
な
や
り
方
が
ど
う
か
は
別
と
し

て
も
、
技
術
的
な
面
に
関
す
る
情
報
の
共
有
は
あ
る
程
度
可
能
で
は
な
い
か
と
い

う
回
答
が
あ
っ
た
。
ま
た
長
坂
氏
か
ら
ど
の
よ
う
な
志
望
動
機
を
書
く
の
が
良
い

か
、
ど
の
よ
う
な
シ
ラ
バ
ス
を
書
く
の
が
良
い
か
と
い
っ
た
こ
と
は
大
学
の
公
募

状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
と
は
い
え
、
若
手
支
援
と
し
て
情
報
共
有
の
場
が
あ
る
と

い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
。

他
に
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
進
学
す
る
人
に
比
べ
て
年
齢
が
高
い
こ
と
、
体
が
弱

く
大
学
院
の
卒
業
が
遅
れ
そ
う
な
こ
と
が
今
後
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
お
い
て
デ

メ
リ
ッ
ト
に
な
る
か
ど
う
か
と
い
う
質
問
も
寄
せ
ら
れ
た
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
質

問
に
対
す
る
適
切
な
回
答
は
佐
藤
氏
、
高
井
氏
の
お
話
の
中
に
す
で
に
含
ま
れ
て

い
た
。
そ
の
一
つ
は
、
体
調
の
せ
い
で
う
ま
く
研
究
が
進
ま
な
い
こ
と
が
あ
っ
た

と
し
て
も
自
分
を
責
め
た
り
、
む
や
み
に
焦
っ
た
り
し
な
い
方
が
よ
い
と
い
う
指

摘
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
病
気
や
障
害
の
あ
る
研
究
者
の
仲
間
に
も
キ
ャ
リ
ア
を
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諦
め
な
い
で
欲
し
い
し
、
ま
た
色
々
な
速
度
で
キ
ャ
リ
ア
を
進
め
る
人
が
い
る
こ

と
を
周
囲
も
し
っ
か
り
と
理
解
し
て
欲
し
い
と
い
う
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
体
調
や

痛
み
を
恒
常
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
が
ら
研
究
を
行
な
っ
て
い
る
経
験
を
踏
ま

え
て
の
発
言
だ
っ
た
。
Ｗ
Ｓ
の
録
画
資
料
を
見
返
す
中
で
こ
の
点
に
気
づ
い
た
の

で
、
改
め
て
こ
こ
で
質
問
と
提
題
者
の
コ
メ
ン
ト
を
関
連
づ
け
て
お
き
た
い
と
思

う
。公

募
の
問
題
は
質
疑
応
答
の
際
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
教
育
歴
が
重
視
さ

れ
る
問
題
を
ク
リ
ア
す
る
た
め
に
、
多
く
の
大
学
で
自
大
学
の
非
常
勤
ポ
ス
ト

を
、
さ
ら
に
は
他
大
学
の
非
常
勤
ポ
ス
ト
も
自
大
学
の
大
学
院
生
や
ポ
ス
ド
ク
の

方
に
担
当
し
て
も
ら
う
と
い
う
策
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
事
情
が
生
じ
て

い
る
。
自
身
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
た
め
に
も
引
き
継
が
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
事

情
も
あ
る
。
も
し
も
こ
う
し
た
慣
習
を
変
え
、
広
く
多
く
の
人
が
担
当
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
に
は
、
大
学
内
部
の
人
間
が
変
え
て
い
く
し
か
な
い
が
、
い
か
に

変
え
て
い
く
か
と
い
う
の
は
か
な
り
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
質
問
は
こ
う
し
た
改

善
の
ア
イ
デ
ア
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ま
ず
年
度
の
変
わ
り
目
に
非
常
勤

の
担
当
コ
マ
に
欠
員
が
出
て
、
新
し
い
講
師
を
探
す
と
い
う
こ
と
が
実
際
に
は
多

い
の
で
、
中
々
公
募
に
出
に
く
い
と
い
う
問
題
が
登
壇
者
の
一
人
か
ら
指
摘
さ
れ

た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
場
合
、
常
勤
の
教
員
が
探
す
こ
と
に
な
る
こ
と
が
多
い
の

で
、
そ
う
し
た
時
に
広
く
募
集
す
る
裁
量
を
認
め
た
り
、
ま
た
教
育
歴
だ
け
で
は

な
い
尺
度
で
推
薦
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
が
あ
れ
ば
よ
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
高
井
氏
よ
り
な
さ
れ
た
。

ま
た
こ
の
改
善
の
ア
イ
デ
ア
に
関
し
て
、
研
究
室
を
運
営
す
る
側
に
で
き
る
こ

と
と
し
て
は
、
常
勤
歴
な
し
で
も
科
目
と
研
究
内
容
の
マ
ッ
チ
ン
グ
で
採
用
で
き

る
よ
う
に
、
つ
ま
り
研
究
内
容
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
が
審
査
の
重
要
性
を
も
て
る
よ

う
に
コ
マ
の
改
称
を
で
き
る
と
き
に
し
て
お
く
と
い
う
の
が
有
効
で
は
な
い
か
と

い
う
コ
メ
ン
ト
が
チ
ャ
ッ
ト
欄
に
寄
せ
ら
れ
た
。
ま
た
公
募
の
際
に
写
真
欄
・
性

別
欄
は
記
入
不
要
、
所
定
書
式
な
し
、
書
類
の
メ
ー
ル
送
付
な
ど
に
変
え
た
と
い

う
実
践
に
つ
い
て
も
コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
。
当
日
は
Ｗ
Ｓ
終
了
の
時
間
が
迫
っ
て

い
た
た
め
こ
の
コ
メ
ン
ト
は
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
こ
に

記
し
て
お
き
た
い
。

公
募
の
問
題
以
外
に
も
、
制
度
的
な
不
公
正
は
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
報
告
内

で
言
及
が
あ
っ
た
の
は
、「
男
性
／
女
性
」
の
排
他
的
な
二
択
が
採
用
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
過
去
の
業
績
に
つ
い
て
氏
名
を
遡
及
的
に
変
更
で
き
る
シ
ス
テ
ム
が
な

い
こ
と
、
こ
れ
ら
は
キ
ャ
リ
ア
の
途
中
で
性
別
や
氏
名
を
変
更
す
る
人
た
ち
が
い

て
、
そ
の
こ
と
で
過
去
の
業
績
の
全
て
が
他
人
の
も
の
に
な
る
場
合
が
あ
る
と
い

う
こ
と
が
そ
れ
ほ
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
か
、
想
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で

あ
る
。
提
題
者
か
ら
は
こ
う
し
た
制
度
の
設
計
に
つ
い
て
学
会
と
し
て
も
考
え
て

欲
し
い
と
い
う
要
望
も
示
さ
れ
た
。
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
は
個
人
の
努
力
で
は
ど
う

に
も
な
ら
な
い
運
が
大
き
く
関
与
す
る
。
し
か
し
制
度
的
な
問
題
は
改
善
し
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
。
冒
頭
で
、
初
期
キ
ャ
リ
ア
形
成
は
若
手
問
題
と
し
て
の
み
捉

え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
世
代
を
超
え
て
取
り
組
む
課
題
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ

る
と
こ
の
企
画
の
趣
旨
に
示
し
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
た
だ
改
善
は
い
き
な

り
単
独
で
行
う
の
は
難
し
い
面
も
あ
る
の
で
、
一
定
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
経
て
、

大
学
院
生
の
指
導
や
大
学
で
の
人
事
に
従
事
し
て
い
る
人
た
ち
の
間
で
実
践
を
積

極
的
に
シ
ェ
ア
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

今
回
の
提
題
者
が
六
人
と
多
い
た
め
に
、
一
人
当
た
り
の
発
表
時
間
が
一
五
分

と
短
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
残
念
で
あ
っ
た
。
各
個
人
の
貴
重
な
経
験
を
伺

い
、
初
期
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
シ
ェ
ア
す
る
と
い
う
目

的
は
果
た
せ
た
が
、
他
方
で
個
人
的
な
話
を
す
る
と
い
う
企
画
の
性
質
上
、
結
果

的
に
提
題
者
に
い
ら
ぬ
負
担
を
強
い
て
し
ま
っ
た
点
は
反
省
す
べ
き
点
で
あ
る
。
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今
回
の
企
画
を
踏
ま
え
つ
つ
、
別
の
機
会
に
は
す
で
に
他
所
で
実
践
さ
れ
て
い
る

初
期
キ
ャ
リ
ア
支
援
の
事
例
を
も
と
に
、
ど
の
よ
う
な
実
践
、
改
善
が
あ
り
う
る

の
か
、
そ
れ
を
学
会
と
し
て
ど
の
よ
う
に
提
示
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
さ

ら
に
検
討
で
き
た
ら
と
考
え
る
。

佐
藤　

愛
（
さ
と
う　

あ
い
・
立
命
館
大
学
）

池
田
裕
輔
（
い
け
だ　

ゆ
う
す
け
・
釧
路
工
業
高
等
専
門
学
校
）

金
成
祐
人
（
か
ん
な
り　

ゆ
う
と
・
帝
京
大
学
）

高
井
ゆ
と
里
（
た
か
い　

ゆ
と
り
・
石
川
県
立
看
護
大
学
）

長
坂
真
澄
（
な
が
さ
か　

ま
す
み
・
早
稲
田
大
学
）

若
見
理
江
（
わ
か
み　

り
え
・
就
実
大
学
）

中
澤　

瞳
（
な
か
ざ
わ　

ひ
と
み
・
日
本
大
学
）
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１
．
趣
旨
説
明

近
年
、
国
内
外
に
お
い
て
、
現
象
学
の
手
法
や
成
果
を
活
用
し
て
、
人
種
差

別
の
問
題
に
取
り
組
む
試
み
が
増
え
つ
つ
あ
る
。
差
別
に
取
り
組
む
た
め
に
、
現

象
学
的
な
観
点
や
手
法
が
再
評
価
さ
れ
て
い
る
の
は
、
な
ぜ
か
。

人
種
差
別
に
関
す
る
既
存
の
研
究
に
お
い
て
は
、
人
種
が
い
か
に
し
て
社
会

的
に
構
築
さ
れ
る
の
か
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、「
人
種
」

の
被
構
築
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
後
で
も
、
そ
れ
が
差
別
者
に
よ
っ
て「
見
ら
れ
」

た
り
「
聴
か
れ
」
た
り
す
る
の
は
な
ぜ
か
、
被
差
別
者
が
差
別
者
に
よ
る
人
種
化

す
る
知
覚
に
様
々
な
場
面
で
拘
束
さ
れ
た
り
、
適
応
を
強
い
ら
れ
た
り
す
る
の
は

な
ぜ
か
に
つ
い
て
、
既
存
の
枠
組
み
の
中
で
は
問
題
化
し
に
く
い
と
い
う
難
点
が

あ
っ
た
。

主
と
し
て
英
語
圏
で
研
究
さ
れ
て
き
た
人
種
の
現
象
学
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
の
身
体
論
に
依
拠
し
つ
つ
、
反
省
的
な
思
考
に
先
立
つ
身
体
性
の
次
元
で
、

人
種
差
別
的
な
態
度
や
ふ
る
ま
い
、
そ
れ
に
対
す
る
被
差
別
者
の
習
慣
化
さ
れ

た
反
応
な
ど
を
問
題
化
す
る
可
能
性
を
探
っ
て
き
た
（A

lcoff 2006; N
go 2017

）。

こ
う
し
た
成
果
を
生
か
し
て
、
関
本
幸
は
人
種
や
人
種
的
差
異
が
視
覚
だ
け
で
な

く
、
複
数
の
感
覚
を
通
じ
て
「
感
じ
ら
れ
る
」
こ
と
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
う
し
た

感
覚
が
科
学
的
に
は
存
在
し
な
い
「
人
種
」
の
再
生
産
や
、
そ
れ
に
基
づ
く
人
種

差
別
に
い
か
に
関
連
し
て
い
る
か
を
論
じ
た
（Sekim

oto &
 B

row
n 2020

）。
池

田
喬
と
小
手
川
正
二
郎
は
、
現
象
学
的
な
観
点
か
ら
他
人
を
特
定
の
人
種
と
し
て

知
覚
す
る
人
種
化
す
る
知
覚
を
分
析
し
た
（
池
田
・
小
手
川2021

）。
さ
ら
に
よ

り
広
い
枠
組
み
の
な
か
で
、
河
野
哲
也
は
、
西
洋
中
心
的
な
哲
学
の
あ
り
方
を
、

ア
フ
リ
カ
哲
学
と
い
う
観
点
か
ら
問
い
直
し
た
（
河
野2020

）。

本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
上
記
の
登
壇
者
た
ち
が
、
人
種
差
別
を
め
ぐ
る
分

析
お
よ
び
反
差
別
の
取
り
組
み
に
現
象
学
が
い
か
な
る
寄
与
を
果
た
し
う
る
の
か

を
具
体
的
な
次
元
で
考
察
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

公
募
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

﹁
人
種
差
別
の
現
象
学
﹂

オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
・
提
題
者　

小
手
川
正
二
郎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

提
題
者　

河
野
哲
也
・
関
本
　

幸
・
池
田
　

喬
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２
．
河
野
哲
也
「
ポ
ー
リ
ン
・
ホ
ゥ
ン
ト
ン
ジ
の
エ
ス
ノ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー

批
判
の
妥
当
性
」

エ
ス
ノ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
と
は
、
ア
フ
リ
カ
の
伝
統
的
な
宗
教
や
思
想
を
抽

出
し
、
そ
れ
を
ア
フ
リ
カ
の
「
哲
学
」
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
ポ
ー
リ
ン
・
ホ
ゥ

ン
ト
ン
ジ
（Paulin J. H

ountondji, 1942-

）
は
、
こ
れ
を
植
民
地
主
義
的
な
眼

差
し
の
内
在
化
と
し
て
捉
え
て
批
判
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
解
釈
学
を
専
門

と
す
る
セ
ナ
イ
・
セ
レ
キ
バ
ハ
ン
（Tsenay Serequeberhan

）
な
ど
を
含
め
て
反

批
判
も
生
じ
て
、
現
代
ア
フ
リ
カ
哲
学
界
で
の
一
大
論
争
に
発
展
し
た
。
本
論
で

は
、
ホ
ゥ
ン
ト
ン
ジ
と
セ
レ
キ
バ
ハ
ン
の
現
象
学
的
な
立
場
を
踏
ま
え
て
、「
自

己
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
あ
か
ら
さ
ま
な
人
種
差
別
と
言

い
切
れ
な
い
が
、
理
解
さ
れ
て
も
い
な
い
感
じ
の
経
験
に
つ
い
て
現
象
学
的
に
浮

き
彫
り
に
し
て
、
こ
れ
が「
ア
フ
リ
カ
的
経
験
」
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、「
日

本
的
経
験
」
の
問
題
で
も
あ
り
う
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

ポ
ー
リ
ン
・
ホ
ゥ
ン
ト
ン
ジ
は
、
一
九
四
二
年
四
月
に
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル

の
ア
ビ
ジ
ャ
ン
に
生
ま
れ
た
、
ベ
ナ
ン
の
哲
学
者
で
あ
る
。
多
く
の
論
文
や
著

作
が
あ
る
が
、
現
象
学
的
な
視
点
を
と
り
な
が
ら
も
、
文
化
や
社
会
、
政
治
に
つ

い
て
の
多
角
的
に
論
じ
て
い
る
。
セ
ナ
イ
・
セ
レ
キ
バ
ハ
ン
は
、
エ
チ
オ
ピ
ア
領

だ
っ
た
エ
リ
ト
リ
ア
生
ま
れ
で
、
現
在
、
米
国
ボ
ル
チ
モ
ア
の
モ
ー
ガ
ン
州
立
大

学
の
教
授
で
あ
る
。
彼
は
、
解
釈
学
を
専
門
と
し
な
が
ら
も
、
解
釈
学
自
体
が
あ

ま
り
に
西
洋
的
な
方
法
論
で
あ
る
こ
と
を
問
題
に
す
る
。

「
ア
フ
リ
カ
に
哲
学
が
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の

ア
フ
リ
カ
哲
学
の
大
き
な
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。「
ア
フ
リ
カ
哲
学
と

は
何
か
」
と
い
う
問
い
は
、1945

年
に
出
版
さ
れ
た
プ
ラ
シ
ー
ド
・
タ
ン
ペ

ル
（Placide Tem

pels, 1906-1977

）『
バ
ン
ト
ゥ
哲
学
（B

antu Philosophy

）』

（Tem
ples 1945/1959

）
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
生
ま
れ
た
。
タ
ン

ペ
ル
は
、
ベ
ル
ギ
ー
生
ま
れ
で
、
ベ
ル
ギ
ー
領
コ
ン
ゴ
で
三
〇
年
活
動
し
た
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
会
宣
教
師
で
あ
る
。
彼
は
ア
フ
リ
カ
人
で
も
、
哲
学
を
専
門
と
す
る
者

で
も
な
か
っ
た
が
、
そ
の
著
作
で
ア
フ
リ
カ
の
伝
統
的
な
宗
教
や
教
え
の
中
に
、

一
種
の
存
在
論
や
世
界
観
、
そ
し
て
独
特
の
思
考
法
を
見
出
し
、
そ
れ
を
「
哲

学
」
と
呼
ん
だ
。
タ
ン
ペ
ル
の
ア
フ
リ
カ
文
化
の
解
釈
は
、
ポ
ー
リ
ン
・
Ｊ
・

ホ
ゥ
ン
ト
ン
ジ
（Paulin J. H

ountondji, 1942-

）
に
よ
っ
て
、「
エ
ス
ノ
フ
ィ
ロ

ソ
フ
ィ
ー
（ethnophilosophy

）」
と
名
付
け
ら
れ
る
。
エ
ス
ノ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー

は
、
伝
統
的
な
文
化
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
哲
学
的
な
テ
ー
マ
、
す
な
わ
ち
、
存

在
論
、
認
識
論
、
生
命
観
、
人
間
観
、
倫
理
（
道
徳
観
）、
社
会
観
な
ど
を
抽
出

し
、
明
示
的
に
あ
る
い
は
暗
黙
の
内
に
、
西
洋
の
伝
統
や
思
考
法
と
比
較
し
な
が

ら
、
ア
フ
リ
カ
的
な
概
念
や
発
想
、
思
考
方
法
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
研
究
で
あ

る
。
セ
ネ
ガ
ル
の
初
代
大
統
領
と
な
っ
た
レ
オ
ポ
ー
ル
・
セ
ダ
ー
ル
・
サ
ン
ゴ
ー

ル
（Léopold Sédar Senghor, 1906-2001)

は
、
ネ
グ
リ
チ
ュ
ー
ド
性
を
多
弁
に

探
求
し
、
タ
ン
ペ
ル
の
著
作
が
出
た
後
は
、
そ
れ
を
「
黒
人
形
而
上
学
」
と
呼
ぶ

よ
う
に
な
る
。

し
か
し
、
ホ
ゥ
ン
ト
ン
ジ
は
、
サ
ン
ゴ
ー
ル
か
ら
、「
バ
ン
ト
ゥ
哲
学
」
以
降
、

ア
フ
リ
カ
大
陸
に
現
れ
た
エ
ス
ノ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
の
哲
学
の
流
れ
に
非
常
に
批

判
的
で
あ
る
。

ホ
ゥ
ン
ト
ン
ジ
は
、
ア
フ
リ
カ
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
を
含
め
て
、
エ

ス
ノ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
は
以
下
の
よ
う
な
特
徴
と
問
題
点
を
持
っ
て
い
る
と
い

う
。（
１
）
個
人
の
哲
学
的
営
為
で
は
な
く
、
集
団
の
思
想
で
あ
る
（2002: 91

）。

（
２
）
リ
ソ
ー
ス
と
し
て
、
そ
れ
は
近
代
化
以
前
の
口
承
文
学
で
あ
り
、
学
術
的

に
書
記
さ
れ
て
い
な
い
（2002: 97

）。（
３
）
思
想
を
伝
統
と
し
て
固
定
し
た
も

の
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
解
釈
す
る
だ
け
で
、
古
い
も
の
を
乗
り
越
え
真
理
を
目
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指
す
運
動
で
は
な
い
（2002: 130

）。（
４
）
哲
学
と
は
自
己
言
及
的
に
メ
タ
哲
学

と
い
え
る
言
説
を
含
ん
で
い
る
が
、
エ
ス
ノ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
に
は
そ
れ
が
な
い
。

ホ
ゥ
ン
ト
ン
ジ
に
よ
る
批
判
を
嚆
矢
と
し
て
、
エ
ス
ノ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
に

対
し
て
、
ア
フ
リ
カ
の
哲
学
者
か
ら
批
判
や
支
持
の
さ
ま
ざ
ま
な
反
応
が
寄
せ
ら

れ
た(D

eacon 2003)
。
と
り
わ
け
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
初
頭
ま
で
に
、
ア
カ

デ
ミ
ズ
ム
の
代
表
的
な
哲
学
で
あ
る
何
人
の
哲
学
者
が
批
判
を
表
明
し
た
。

以
上
の
エ
ス
ノ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
批
判
を
現
在
の
、
日
本
人
の
視
点
か
ら
み

た
場
合
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
コ
メ
ン
ト
が
思
い
つ
く
。
た
と
え
ば
、
ク
ラ
エ
の
バ

ン
ト
ゥ
哲
学
批
判
、
特
に
①
か
ら
③
ま
で
は
、
現
代
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
か
な
り

西
洋
哲
学
の
伝
統
的
枠
組
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
批
判
に
尽
き
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
、
ア
フ
リ
カ
の
思
考
法
を
評
価
す
る
の
は
不
当
で
あ
ろ
う
。
哲

学
た
る
か
ら
に
は
、
人
間
社
会
に
、
知
的
な
貢
献
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
正
し
い
と
し
て
も
、「
偉
大
な
哲
学
的
伝
統
」
へ
の
貢
献
と
い
っ
た
場
合
に
、

西
洋
の
知
的
伝
統
だ
け
を
想
定
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
偏
り
が
あ
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

ケ
ニ
ア
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
哲
学
者
で
あ
る
オ
デ
ラ
・
オ
ル
カ
（H

enry 
O

dera O
ruka, 1944-1995

）
は
、
ホ
ゥ
ン
ト
ン
ジ
の
批
判
に
対
し
て
、
す
ぐ
に
反

論
し
、
バ
ン
ト
ゥ
哲
学
を
擁
護
し
た
（O

ruka 1990, 1991

）。
ア
フ
リ
カ
の
賢
者

は
、
書
物
を
記
さ
な
か
っ
た
と
は
言
え
、
宗
教
や
社
会
的
信
念
を
、
合
理
的
に
批

判
的
に
検
討
し
て
き
た
。
彼
ら
は
、
神
、
宗
教
、
身
体
と
心
、
徳
、
善
と
悪
、
真

実
と
偽
り
、
幸
福
、
生
と
死
、
正
義
な
ど
の
哲
学
的
基
礎
に
つ
い
て
独
自
の
思
考

を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
オ
ル
カ
は
、
ア
フ
リ
カ
の
文
化
に
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
を
通
し
て
、「
賢
者
」
と
称
さ
れ
る
独
自
の
哲
学
者
が
い
た
こ
と
を
主
張
す
る
。

彼
ら
は
た
だ
伝
統
や
文
化
を
受
け
継
ぐ
だ
け
で
は
な
く
、
批
判
的
に
分
析
し
、
そ

れ
ら
を
評
価
し
、
し
ば
し
ば
合
理
的
な
根
拠
か
ら
反
対
を
表
明
す
る
存
在
で
あ
っ

た
。
他
に
も
多
く
の
ア
フ
リ
カ
の
哲
学
者
が
、
ア
フ
リ
カ
哲
学
に
お
け
る
口
承
の

伝
統
の
重
要
な
役
割
に
つ
い
て
の
指
摘
を
し
た
（D

eacon 2003

）。
一
九
九
〇
年

代
初
頭
か
ら
、
ア
フ
リ
カ
哲
学
を
、
口
承
伝
統
の
資
料
だ
け
に
基
づ
い
て
進
め
る

必
要
は
な
い
と
は
い
え
、
口
承
伝
統
は
あ
る
意
味
で
は
ア
フ
リ
カ
哲
学
に
と
っ
て

基
礎
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
哲
学
と
し
て
主
張
す
る
権
利
が
あ
る
、
と
い
う

コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
セ
レ
キ
バ
ハ
ン
の
解
釈
学
の
立
場
か
ら
の
ホ
ゥ
ン
ト
ン
ジ
の
批
判

を
み
て
み
よ
う
。
解
釈
に
お
い
て
は
、
地
平
と
言
説
と
い
う
区
別
が
な
さ
れ
る
な

ら
、
近
代
以
降
の
ア
フ
リ
カ
の
あ
ら
ゆ
る
言
説
の
地
平
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
植

民
地
主
義
で
あ
り
、
現
代
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
新
植
民
地
主
義
で
あ
る
。
新

植
民
地
主
義
と
は
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
が
独
立
を
果
た
し
た
後
に
も
、
政
治
的
・
経

済
的
・
文
化
的
影
響
を
通
じ
て
、
ア
フ
リ
カ
を
恒
常
的
な
搾
取
状
態
に
お
こ
う
と

す
る
傾
向
で
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
従
来
、
解
釈
学
で
は
政
治
的
な
状

況
が
解
釈
の
た
め
の
地
平
と
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
が
、
ア
フ
リ
カ
の

言
説
は
、
植
民
地
主
義
と
新
植
民
地
主
義
と
い
う
背
景
抜
き
に
し
て
理
解
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
解
釈
学
に
お
け
る
作
用
史
的
意
識
と
は
、
自
分
が
歴
史
性
に
規

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
、
現
在
の
作
用
史
に
参
与
し
て
、
そ
れ
を

把
握
し
よ
う
と
す
る
意
識
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
セ
レ
キ
バ

ハ
ン
は
、
オ
コ
ロ
や
オ
ケ
レ
の
先
駆
的
著
作
を
参
照
し
な
が
ら
、
ア
フ
リ
カ
の
哲

学
の
解
釈
と
は
、
新
植
民
地
主
義
か
ら
解
放
さ
れ
る
歴
史
性
へ
の
参
与
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
解
釈
学
的
興
味
は
常
に
危

機
か
ら
生
じ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
外
国
文
化
と
伝
統
の
束
縛
、
そ
し
て
自
己
肯
定

的
に
な
れ
る
真
正
の
文
化
と
伝
統
の
構
築
で
あ
る
。
ホ
ゥ
ン
ト
ン
ジ
の
マ
ル
ク
ス

＝
レ
ー
ニ
ン
主
義
は
、
ア
フ
リ
カ
の
現
実
と
歴
史
、
文
化
の
個
性
と
特
徴
を
見
逃

し
て
し
ま
い
、
結
局
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
近
代
を
目
指
す
方
向
性
に
お
い
て
、
ア
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フ
リ
カ
を
低
い
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
（1994: 39

）。

サ
ン
ゴ
ー
ル
の
「
ア
フ
リ
カ
性
」
を
拒
否
す
る
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
的
・
歴

史
的
個
性
や
特
徴
を
蔑
ろ
に
し
て
し
ま
う
。
ア
フ
リ
カ
の
人
々
は
何
か
ら
解
放
さ

れ
、
何
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
現
実
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
セ
レ
キ
バ
ハ
ン
は
指
摘
す
る
。

（
謝
辞
：
本
論
文
は
以
下
の
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業
の
成
果

の
一
環
で
あ
る
。
新
学
術
領
域
補
助
金
計
画
班「
顔
と
身
体
表
現
の
比
較
現
象
学
」

（17H
06346

）、
基
盤
研
究
（
Ａ
）「
生
態
学
的
現
象
学
に
よ
る
個
別
事
例
学
の
哲

学
的
基
礎
付
け
と
ア
ー
カ
イ
ブ
の
構
築
」（17H

00903

））

３
．
関
本
幸
「
人
種
と
皮
膚
感
覚
の
現
象
学
的
考
察
」

関
本
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
生
活
の
中
で
感
じ
た
「
皮
膚
感
覚
」
の
重
要
性
を
背

景
と
し
て
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
皮
膚
・
人
種
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
現
象

学
的
な
考
察
を
展
開
し
た
。
こ
れ
は
、
皮
膚
感
覚
と
自
己
意
識
の
つ
な
が
り
を
通

し
て
人
種
の
現
象
学
に
つ
い
て
思
考
す
る
試
み
で
あ
る
。
人
種
差
別
社
会
は
、
肌

の
色
を
記
号
化
す
る
こ
と
で
差
別
を
構
造
化
す
る
が
、
人
間
の
皮
膚
は
感
覚
器
官

と
し
て
自
己
と
他
者
の
境
界
を
つ
く
る
、
も
し
く
は
そ
の
境
界
を
あ
い
ま
い
に
さ

せ
る
と
い
う
点
に
注
目
し
、
人
種
差
別
が
皮
膚
感
覚
に
も
た
ら
す
現
象
学
的
な
影

響
に
つ
い
て
論
じ
た
。

  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
私

た
ち
の
生
活
を
劇
的
に
変
化
さ
せ
た
。
特
に
、
デ
ジ
タ
ル
ス
ク
リ
ー
ン
を
介
し
た

交
流
が
仕
事
、
学
校
、
そ
し
て
家
族
や
友
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
主
流

と
な
っ
た
。
ロ
ー
ラ
・
マ
ー
ク
ス
（M

arks, 2000

）
は
、H

aptic V
isuality

（
触

覚
的
な
視
覚
）
と
い
う
概
念
を
通
し
て
、
私
た
ち
が
視
覚
的
な
経
験
を
触
覚
的
に

感
じ
と
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
デ
ジ
タ
ル
ス
ク
リ
ー
ン
で
友
人
や
家
族
と

会
話
を
す
る
と
き
、
私
た
ち
は
目
を
通
し
て
相
手
に
触
れ
、
ス
ク
リ
ー
ン
上
の
イ

メ
ー
ジ
の
中
に
相
手
の
温
か
み
や
、
場
の
空
気
を
感
じ
る
。
ウ
イ
ル
ス
感
染
を
防

ぐ
た
め
の
「
触
ら
な
い
文
化
」
が
発
展
す
る
中
で
、
私
た
ち
は
他
者
と
触
れ
合

う
皮
膚
感
覚
に
飢
え
る
と
と
も
に
、
皮
膚
感
覚
を
別
の
感
覚
で
代
用
す
る
作
業
を

行
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
コ
ロ
ナ
禍
で
私
た
ち
は
「
デ
ジ
タ
ル
な
皮
膚
」
を
よ
り

発
達
さ
せ
、
そ
れ
を
通
し
て
敏
感
に
他
者
の
感
情
や
存
在
を
感
じ
取
っ
て
き
た
。

皮
膚
科
学
研
究
者
の
傳
田
光
洋
は
「
皮
膚
は
世
界
と
自
己
の
境
界
を
形
作
る
」

と
述
べ
て
い
る
（
傳
田
、2013

、p. 5

）。
例
え
ば
、
皮
膚
感
覚
は
身
体
イ
メ
ー
ジ

を
可
能
に
す
る
。
自
分
の
体
の
大
き
さ
や
動
き
、
肌
の
触
感
や
、
身
体
と
空
間
と

の
関
係
性
や
位
置
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
皮
膚
感
覚
は
社
会

性
、
情
緒
の
発
達
に
も
影
響
す
る
。
ハ
グ
、
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
を
通
し
て
親
子
関
係

に
信
頼
を
築
い
た
り
、
握
手
や
身
体
的
な
距
離
を
通
し
て
上
下
関
係
や
親
密
さ
を

測
り
あ
う
作
業
を
私
た
ち
は
日
常
の
中
で
細
か
く
行
っ
て
い
る
。
皮
膚
感
覚
と
自

己
意
識
と
い
う
面
に
お
い
て
、
傳
田
は
、「
皮
膚
感
覚
は
身
体
感
覚
と
共
同
し
て

自
己
と
他
者
を
区
別
し
ま
す
。
皮
膚
感
覚
は
、
私
と
環
境
、
私
と
他
者
、
私
と
世

界
を
区
別
す
る
役
目
を
担
っ
て
い
る
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
（p. 143

）。
つ
ま

り
皮
膚
感
覚
が
「
今
こ
こ
に
い
る
私
」
と
い
う
意
識
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ

る
。「
皮
膚
感
覚
は
自
他
を
区
別
し
、
空
間
に
お
け
る
自
己
の
空
間
的
意
思
を
認

識
さ
せ
る
。
皮
膚
が
自
己
意
識
を
作
っ
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
」

（p. 146

）
と
傳
田
は
論
じ
て
い
る
。

傳
田
は
皮
膚
感
覚
に
よ
る
自
他
の
区
別
に
重
要
性
を
見
出
し
て
い
る
が
、
逆

に
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
皮
膚
に
は
自
己
と
世
界
を
区
別
す
る
と
と
も
に
、
世

界
や
他
者
を
自
己
に
取
り
込
む
機
能
も
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
触
れ
る
経
験
と

触
れ
ら
れ
る
経
験
は
、
は
っ
き
り
と
分
け
ら
れ
な
い
。
何
か
に
触
れ
る
行
為
は
、
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そ
れ
に
触
れ
ら
れ
る
と
い
う
可
能
性
や
危
険
性
を
は
ら
む
。
例
え
ば
、
誰
か
と
手

を
つ
な
ぐ
と
き
、
触
れ
て
い
る
自
分
の
触
覚
と
、
触
れ
ら
れ
て
い
る
触
覚
を
分
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
相
手
の
手
の
大
き
さ
、
温
か
さ
や
皮
膚
の
質
感
、
握
る

強
さ
な
ど
を
感
じ
る
こ
と
で
、
そ
の
人
の
存
在
、
人
と
な
り
、
関
係
性
な
ど
を
相

互
的
に
自
己
の
体
に
取
り
込
ん
で
い
く
。
他
者
の
痛
み
を
自
己
の
肌
で
直
接
感
じ

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ま
る
で
痛
み
を
感
じ
て
い
る
か
の
よ
う
な
経
験
を
す
る

こ
と
は
あ
る
。
私
た
ち
は
自
己
の
皮
膚
を
通
し
て
他
者
を
理
解
し
、
触
れ
る
こ
と

で
世
界
を
内
在
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
皮
膚
に
は
社
会
性
と
浸
透
性
が
あ
る
と

い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
触
れ
る
こ
と
は
、
常
に
触
れ
ら
れ
る
と
い
う
可
能
性
を
含

ん
で
い
る
。
皮
膚
は
自
己
と
他
者
の
境
界
で
も
あ
り
、
皮
膚
感
覚
は
そ
れ
を
あ
い

ま
い
に
す
る
作
用
も
あ
る
。
皮
膚
を
通
し
て
他
者
を
、
そ
し
て
世
界
を
内
在
化
す

る
。
皮
膚
は
本
来
、
他
者
と
と
も
に
感
じ
、
他
者
の
た
め
に
感
覚
す
る
身
体
的
媒

体
で
あ
る
。

自
己
を
確
立
し
、
他
者
を
内
在
化
す
る
皮
膚
経
験
の
浸
透
性
こ
そ
が
、
皮

膚
が
政
治
的
な
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
る
理
由
の
一
つ
だ
と
私
は
考
え
る
。
人

種
差
別
社
会
は
皮
膚
を
そ
の
色
に
基
づ
い
て
「
モ
ノ
」
と
し
て
扱
う
。
人
種
化

(racialization)

は
肌
を
色
に
基
づ
い
て
記
号
化
す
る
作
業
で
あ
る
。
皮
膚
を
「
感

じ
る
器
官
」
か
ら
視
覚
的
に
「
見
ら
れ
る
モ
ノ
」
に
す
る
。
人
種
差
別
は
、
本
来
、

感
情
や
経
験
を
共
有
す
る
媒
体
と
し
て
の
皮
膚
を
標
的
に
す
る
こ
と
で
、
社
会
的

に
作
ら
れ
た
差
別
的
な
概
念
や
意
識
を
具
体
化
す
る
。
人
種
差
別
は
不
均
衡
な
主

体
性
と
客
体
性
に
基
づ
い
た
感
覚
し
あ
う
関
係(relations of sensing)

を
作
り
出

す(Sekim
oto &

 B
row

n, 2020)

。

感
じ
る
主
体
と
し
て
の
白
人
と
感
覚
さ
れ
る
モ
ノ
と
し
て
の
有
色
人
種
の

非
対
称
な
「
感
覚
し
あ
う
関
係
性
」
は
米
国
の
歴
史
に
深
く
根
差
し
て
い
る
。

一
七
四
四
年
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
医
師
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
、
黒

人
の
皮
膚
は
白
人
の
そ
れ
よ
り
も
厚
く
、
密
度
が
高
く
、
強
靭
で
あ
る
た
め
、
肉

体
労
働
に
適
し
て
い
る
と
主
張
し
た(M

itchell, 1744)

。
米
国
奴
隷
制
度
の
な
か

で
、
黒
人
の
皮
膚
は
痛
み
に
対
し
て
鈍
感
で
あ
る
と
広
く
信
じ
ら
れ
、
よ
り
厳
し

い
体
罰
や
虐
待
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
感
じ
る
主
体
と
し
て
の
白
人
と
、
感

じ
ら
れ
る
モ
ノ
と
し
て
の
黒
人
。
黒
人
の
人
間
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
の

主
体
と
し
て
世
界
と
触
れ
合
う
媒
体
と
し
て
の
皮
膚
を
否
定
す
る
こ
と
に
裏
打
ち

さ
れ
て
き
た
。
有
色
人
種
の
感
じ
る
主
体
と
し
て
の
皮
膚
を
非
人
間
化
す
る
こ
と

で
、
白
人
至
上
主
義
は
維
持
さ
れ
、
正
当
化
さ
れ
て
き
た(Sm

ith, 2006)

。

ほ
か
に
も
歴
史
的
な
例
を
見
れ
ば
、
現
代
産
婦
人
科
医
学
の
父
と
呼
ば
れ
る

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
リ
オ
ン
・
シ
ム
ズ
は
一
八
四
〇
年
代
以
降
、
麻
酔
な
し
で
黒
人

の
奴
隷
女
性
に
産
婦
人
科
の
実
験
を
行
っ
た
。
ま
た
、
タ
ス
キ
ー
ギ
梅
毒
実
験
で

は
、
一
九
三
二
年
か
ら
一
九
七
二
年
の
間
、
ア
ラ
バ
マ
州
タ
ス
キ
ー
ギ
で
、
ア
メ

リ
カ
公
衆
衛
生
局
が
黒
人
男
性
を
対
象
に
梅
毒
の
臨
床
研
究
を
行
っ
た
。
梅
毒
を

治
療
し
な
か
っ
た
場
合
の
症
状
の
進
行
を
長
期
に
わ
た
り
観
察
す
る
た
め
に
、
梅

毒
に
感
染
し
て
い
る
と
患
者
に
知
ら
せ
ず
に
、
抗
生
物
質
に
よ
る
治
療
も
行
わ
な

か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
残
虐
な
人
体
実
験
の
歴
史
は
、
痛
み
を
感
じ
る
主
体
と
し
て

の
黒
人
の
人
間
性
を
否
定
す
る
こ
と
で
許
容
さ
れ
て
き
た
。
黒
人
の
痛
み
に
対
す

る
偏
見
や
誤
解
は
今
も
深
く
残
っ
て
い
る
。
白
人
と
黒
人
の
体
は
生
物
学
的
に
違

う
と
信
じ
て
い
る
白
人
は
、
黒
人
の
感
じ
て
い
る
痛
み
を
過
小
評
価
す
る
傾
向
が

あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る(H

offm
an, Traw

alter, A
xt, &

 O
liver, 2016)

。
こ
れ
ら

の
感
覚
的
偏
見
は
医
療
現
場
で
の
痛
み
の
治
療
の
質
に
人
種
的
な
格
差
を
生
ん
で

い
る
。

二
〇
二
〇
年
五
月
二
五
日
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
拡
大
し
、
政

治
的
に
も
混
乱
す
る
米
国
で
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
ロ
イ
ド
氏
が
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
の
警

官
に
殺
害
さ
れ
る
事
件
が
起
こ
っ
た
。
殺
害
し
た
元
警
官
の
デ
リ
ッ
ク
・
シ
ョ
ー
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ビ
ン
は
道
路
に
う
つ
ぶ
せ
に
押
さ
え
つ
け
ら
れ
た
フ
ロ
イ
ド
氏
の
頸
部
を
膝
で
強

く
押
さ
え
つ
け
、
死
亡
さ
せ
た
。
殺
害
時
の
写
真
や
動
画
を
見
る
と
、「
手
」
に

よ
っ
て
で
は
な
く
「
膝
」
で
殺
す
こ
と
の
暴
力
性
と
非
人
間
性
は
否
定
で
き
な
い
。

フ
ロ
イ
ド
氏
が
二
〇
回
以
上
発
し
た「I can't breathe

」 

は
繰
り
返
し
無
視
さ
れ
た
。

人
種
的
他
者
の
痛
み
は
無
視
さ
れ
る
、
も
し
く
は
過
小
評
価
さ
れ
る
一
方
で
、
彼

ら
の
「
見
え
る
」
身
体
特
徴
は
過
大
評
価
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
社
会
の
中
で
、
有

色
人
種
は
そ
の
皮
膚
の
色
や
身
体
特
徴
だ
け
が
が
独
り
歩
き
し
、
そ
の
人
自
身
で

は
な
く
、
人
種
的
な
身
体
特
徴
に
過
度
な
可
視
性
（hypervisibility)

が
う
ま
れ
る
。

そ
の
人
の
人
種
的
な
身
体
特
徴
だ
け
が
独
り
歩
き
す
る
。
ソ
フ
ィ
ア
・
サ
マ
タ
ー

は 

こ
の
よ
う
な
人
種
的
に
み
ら
れ
る
モ
ノ
と
し
て
の
経
験
を
「skin feeling

」
と

い
う
言
葉
で
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。「Skin feeling: to be encountered as 

a surface 

肌
感
覚
：
表
面
と
し
て
だ
け
扱
わ
れ
る
こ
と
」(Sam

atar, 2015, para. 
11)

。「Skin feeling: to be constantly exposed as som
ething you are not 

肌
感

覚
：
自
分
で
は
な
い
も
の
と
し
て
絶
え
ず
触
れ
ら
れ
る
こ
と
」(para. 20)

。
ア
メ

リ
カ
社
会
で
有
色
人
種
、
ま
た
は
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
生
活
す
る
人
々

は
、
皮
膚
感
覚
を
通
し
て
自
己
の
過
剰
な
可
視
性
を
経
験
す
る
。
人
種
的
他
者
は
、

第
二
の
皮
膚
、
も
し
く
は
社
会
的
な
皮
膚
を
通
し
て
世
界
を
経
験
す
る
。

皮
膚
感
覚
は
自
己
と
世
界
を
区
別
す
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
そ
の
境
界
を

あ
い
ま
い
に
す
る
、
自
己
と
世
界
が
出
会
い
交
わ
る
場
で
あ
る
。
皮
膚
に
は
社
会

性
と
浸
透
性
が
あ
る
。
人
種
差
別
は
、
主
体
的
な
皮
膚
感
覚
を
否
定
し
、
見
え
る

肌
の
色
に
よ
っ
て
分
類
、
差
別
す
る
こ
と
で
、
人
種
的
他
者
を
非
人
間
的
な
存

在
に
す
る
。
人
種
的
他
者
は
、
モ
ノ
と
し
て
扱
わ
れ
る
皮
膚
を
主
体
的
に
経
験
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
種
差
別
は
皮
膚
感
覚
に
浸
透
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

被
差
別
者
の
社
会
的
、
身
体
的
な
皮
膚
感
覚
を
現
象
学
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
、

人
種
差
別
構
造
の
本
質
を
理
解
す
る
た
め
に
重
要
だ
と
い
え
る
。

４
．
小
手
川
正
二
郎
・
池
田
喬
「
ホ
ワ
イ
ト
ネ
ス
と
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
ネ
ス

　
　

—
—

「
日
本
人
性
」
の
批
判
的
現
象
学
に
向
け
て
」

小
手
川
と
池
田
は
、
北
米
の
ホ
ワ
イ
ト
ネ
ス
研
究
と
の
比
較
の
も
と
、
日
本

の
人
種
的
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
が
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
人
種
化
し
た
り
、
差
別
視

し
た
り
す
る
際
に
、
獲
得
し
（
よ
う
と
し
）
て
い
る
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
ネ
ス
（
日
本

人
性
）
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

ホ
ワ
イ
ト
ネ
ス
（
白
人
性
）
と
い
う
概
念
は
、「
白
人
」
に
備
わ
る
「
本
質

的
な
も
の
」
を
意
味
せ
ず
、
白
人
を
「
標
準
」
視
す
る
社
会
の
な
か
で
「
白
人
」

と
み
な
さ
れ
る
人
が
、
い
か
な
る
特
権
や
資
源
を
得
て
い
る
の
か
を
可
視
化
す

る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
も
の
だ
。
サ
ラ
・
ア
ー
メ
ド
は
、「
白
人
性
の
現
象
学
」

（A
hm

ed 2007

）
に
お
い
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
身
体
論
や
フ
ァ
ノ
ン
の
分

析
な
ど
を
参
照
し
つ
つ
、
白
人
性
を
、
白
人
中
心
的
な
社
会
に
お
い
て
白
人
や
非

白
人
が
養
育
や
日
々
の
学
習
な
ど
を
通
じ
て
身
に
つ
け
て
い
く
身
体
化
さ
れ
た
習

慣
（habit

）
と
い
う
水
準
で
記
述
し
分
析
し
た
。
そ
れ
は
公
共
空
間
で
の
振
る
舞

い
方
や
身
の
置
き
方
を
左
右
し
、「
非
白
人
」
の
身
体
を
目
立
つ
も
の
、
場
違
い

な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
（
例
え
ば
、
入
管
職
員
が
非
白
人
の
出
身
地
や
両
親

の
出
自
を
詮
索
す
る
）。

こ
う
し
た
白
人
性
の
特
徴
は
、
日
本
の
人
種
的
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
が
人
種
的
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
（「
ハ
ー
フ
」、
在
日
コ
リ
ア
ン
）
を
人
種
化
す
る
際
に
、
獲
得
・

維
持
し
よ
う
と
す
る
「
日
本
人
性
」（Japaneseness

）
と
多
く
の
点
で
共
通
す
る
。

し
か
し
、
日
本
人
性
に
は
、
国
内
の
白
人
（
ハ
ー
フ
）
の
人
種
化
と
い
う
側
面
や
、

白
人
優
越
主
義
（w

hite suprem
acy

）
へ
の
固
有
の
準
拠
も
見
ら
れ
る
。

「
日
本
人
」
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
り
、
一
つ
は
日
本
の
国
籍
を
持
つ
人
々 

[

日
本
人
Ⅰ]
の
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
目
は
両
方
の
親
（
祖
先
）
が
日
本
人
で
「
純
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血
」
な
（「
混
血
」
で
な
い
）
人
々
（
の
イ
メ
ー
ジ
）[

日
本
人
Ⅱ]

で
あ
る
（
梁

2020
第
七
章
、
下
地2018

参
照
）。
例
え
ば
、
国
籍
が
日
本
で
も
、
親
の
ど
ち
ら

か
が
外
国
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
場
合
や
外
国
か
ら
帰
化
し
た
場
合
、
日
本
人
Ⅰ
で

あ
っ
て
も
日
本
人
Ⅱ
で
は
な
い
。
ハ
ー
フ
の
人
に
「
～
さ
ん
は
で
も
、
日
本
人
っ

ぽ
い
よ
ね
」
と
い
う
場
合
や
、
何
年
ぶ
り
に
「
日
本
人
」
力
士
が
優
勝
と
い
う
報

道
が
な
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。

ま
た
、
日
本
人
Ⅰ
と
日
本
人
Ⅱ
の
範
囲
は
、
日
本
人
Ⅱ
に
自
己
帰
属
す
る
マ

ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
都
合
で
変
動
す
る
。
反
政
府
的
な
言
動
を
す
る
と
日
本
人
Ⅱ
で
は

な
い
の
で
は
な
い
か
（
例
え
ば
「
在
日
」
じ
ゃ
な
い
か
）
と
疑
わ
れ
る
。
あ
る
い

は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
な
ど
で
活
躍
す
る
と
外
国
に
ル
ー
ツ
を
持
っ
て
い
て
も
「
同

じ
日
本
人
だ
」
と
し
て
日
本
人
Ⅱ
に
同
化
す
る
。
さ
ら
に
、（
カ
ズ
オ
イ
シ
グ
ロ

の
よ
う
に
）
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
取
る
と
日
本
人
Ⅰ
で
な
い
人
の
功
績
を
日
本
人
Ⅰ
の

快
挙
と
し
て
扱
う
こ
と
な
ど
が
あ
る
。

日
本
人
Ⅰ
と
日
本
人
Ⅱ
の
間
の
区
別
と
そ
の
範
囲
の
変
動
は
、
国
籍
の
有
無

で
は
な
く
、
日
本
人
Ⅰ
の
両
親
か
ら
生
ま
れ
た
か
と
い
う
「
純
血
」
思
想
に
よ
っ

て
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
肌
の
色
や
体
型
の
違
い
な
ど
は
、
日
本
人
Ⅱ
で

な
い
（「
本
当
の
」
日
本
人
と
は
違
う
物
の
見
方
や
見
解
を
持
っ
て
い
る
）
こ
と

の
指
標
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
肌
の
色
や
体
型
の
違
い
な
ど
の
人
種
的
特
徴

に
基
づ
い
て
そ
の
人
が
「
非
日
本
人
的
な
」
人
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
そ
れ

は
肌
の
色
か
ら
暴
力
的
だ
と
か
動
物
的
だ
と
決
め
つ
け
、
劣
っ
た
性
格
付
け
を
す

る
の
と
同
型
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
レ
イ
シ
ズ
ム
で
あ
る
。

日
本
型
レ
イ
シ
ズ
ム
が
見
落
と
さ
れ
や
す
い
理
由
の
一
つ
に
は
、
白
人
と

黒
人
と
い
っ
た
色
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
集
団
性
で
は
な
く
、

「
純
血
で
な
い
」
こ
と
を
示
す
人
種
的
特
徴
を
負
わ
さ
れ
た
上
で
見
た
目
上
は
雑

多
な
人
々
が
「
非
日
本
人
」
と
し
て
集
団
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
実
際
、

黒
川
（2021

）
は
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
側
が
そ
の
都
度
の
都
合
に
合
わ
せ
て
次
々
に

「
徴
」
を
作
り
出
す
点
に
被
差
別
部
落
の
構
造
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
の
「
徴
」

の
な
か
に
は
「
種
族
が
異
な
る
」
と
い
う
特
徴
も
含
ま
れ
、
例
え
ば
結
婚
の
場
面

で
こ
の
種
の
違
い
を
生
得
的
・
遺
伝
的
な
も
の
と
捉
え
た
上
で
、「
一
族
の
血
が

け
が
れ
る
」
な
ど
と
相
手
を
差
別
す
る
こ
と
が
今
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
は
差
別
を

通
じ
て
自
ら
の
「
純
血
」
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
表
れ
て
い
る
。
見
た
目

上
の
差
異
は
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
一
度
、
純
血
で
な
い
と
わ
か
る

と
「
非
日
本
人
的
な
」
特
徴
が
作
り
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
純
血
主
義
の
観
点
は
、
日
本
型
レ
イ
シ
ズ
ム
を
ナ
チ
ス
型
レ
イ
シ
ズ
ム

と
の
同
型
性
に
お
い
て
考
え
る
必
要
を
示
し
て
い
る
。「
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
、

ユ
ダ
ヤ
人
に
は
、「
何
か
が
」
あ
り
ま
す
よ
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
に
は
生
理
的
に

堪
え
ら
れ
な
い
の
で
す
」（
サ
ル
ト
ル1956, 21

）。
こ
の
よ
う
に
「
何
か
が
あ
る
」

と
い
っ
た
仄
め
か
し
を
通
じ
て
「
仲
間
」
に
呼
び
か
け
る
方
法
は
、
人
種
差
別
的

な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
手
法
の
一
つ
で
「
犬
笛
（dog w

histle

）」
と
し
て
分
析
さ

れ
て
い
る
（
池
田
・
堀
田2021, 103

）。

な
お
、
白
人
性
研
究
に
お
い
て
は
「
白
人
の
脆
弱
性
」（w

hite fragility

）
が

指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
日
本
人
性
の
研
究
に
活
用
可
能
で
あ
る
。
白
人
の
脆

弱
性
と
は
、
自
ら
の
言
動
が
人
種
差
別
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
際
、

白
人
が
不
当
な
道
徳
的
非
難
を
受
け
た
と
感
じ
て
、
怒
っ
た
り
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
た
り
、
自
己
防
衛
的
な
反
応
を
示
す
こ
と
で
あ
る
（
デ
ィ
ア
ン
ジ
ェ
ロ2021

参
照
）。
た
だ
し
、「
日
本
人
の
脆
弱
性
」
を
考
え
る
上
で
は
白
人
優
越
主
義
の
特

殊
な
作
用
へ
の
考
慮
が
必
要
で
あ
る
。
差
別
行
為
を
指
摘
さ
れ
る
と
「
自
分
は
差

別
な
ん
て
し
て
い
な
い
」
と
反
応
す
る
点
で
は
「
白
人
の
脆
弱
性
」
と
同
型
だ
が
、

白
人
中
心
社
会
で
は
日
本
人
は
差
別
さ
れ
る
側
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
本
人
は
差

別
さ
れ
る
側
で
あ
っ
て
差
別
す
る
側
で
は
な
い
と
い
う
自
己
認
識
が
関
与
す
る
か
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ら
だ
。

以
上
の
よ
う
な
「
日
本
人
性
」
の
批
判
的
現
象
学
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
第
一

に
、「
人
種
」
と
い
う
観
点
か
ら
の
現
象
学
的
記
述
の
見
直
し
が
必
要
と
な
る
。

現
象
学
が
「
私
は
～
で
き
る
」「
能
力
」
と
し
て
捉
え
て
き
た
身
体
的
な
志
向
性

を
、
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
し
ば
し
ば
（
道
端
で
不
意
に
呼
び
止
め
ら
れ
た
り
、

凝
視
・
詮
索
さ
れ
た
り
、
決
め
つ
け
ら
れ
た
り
す
る
と
い
っ
た
）
制
限
や
不
確
か

さ
や
閉
塞
と
し
て
経
験
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
標
準
的
な
」
志
向
性
が
抑
圧
さ

れ
阻
害
さ
れ
て
い
る
状
態
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
「
標
準
的
な
」
志

向
性
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
こ
そ
、
社
会
的
次
元
で
の
リ
ス
ク
か
ら
保
護
さ
れ

た
「
特
権
的
な
」
あ
り
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
身
体
的
志
向
性

を
個
人
の
能
力
の
尺
度
で
の
み
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
社
会
的
（
人
種
的
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
的
）
条
件
（
特
権
や
制
約
）
が
身
体
化
さ
れ
た
形
態
と
し
て
捉
え
る
べ

き
（A

hm
ed 2007, 161

）
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
人
種
的

マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
が
海
外
で
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
な
る
経
験
等
に
も
訴
え
て
さ

ら
に
掘
り
下
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
（
小
手
川2020

）。

第
二
に
、
日
常
に
お
け
る
「
日
本
人
性
」
へ
の
依
拠
と
そ
の
再
生
産
が
い
か
に

し
て
な
さ
れ
て
い
る
か
を
記
述
し
、
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
日

本
で
は
、
①
氏
名
、
②
日
本
語
の
発
音
、
③
外
見
と
い
っ
た
要
素
か
ら「
日
本
人
」

か
否
か
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、「
日
本
人
ら
し
く
な
い
氏
名
」

が
わ
か
る
と
、
相
手
を
す
ぐ
さ
ま
「
外
国
人
」
に
分
類
し
て
し
ま
う
た
め
、
相
手

が
流
暢
な
日
本
語
を
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
と
強
い
印
象
を
受
け
た
り
も
す
る
。
こ
の

よ
う
な
場
合
、「
日
本
人
ら
し
く
な
い
氏
名
」
が
相
手
の
「
日
本
人
ら
し
い
」
特

徴
よ
り
も
「
日
本
人
ら
し
く
な
い
」
特
徴
へ
と
注
意
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
に
寄
与

し
た
と
言
え
よ
う
。
逆
に
、「
日
本
人
ら
し
く
な
い
外
見
」
が
ま
ず
知
覚
さ
れ
る

場
合
も
相
手
を
「
外
国
人
」
に
分
類
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
が
、
相
手
が
流
暢

な
日
本
語
を
話
し
て
き
た
場
合
、
相
手
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
な
ど
を
考
慮
す
る
こ
と

の
な
い
詮
索
が
行
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。

こ
う
し
た
言
動
は
「
日
本
人
性
」
を
帯
び
た
社
会
空
間
で
、
当
然
視
さ
れ
が
ち

で
あ
る
た
め
、
指
摘
し
に
く
か
っ
た
り
、
指
摘
し
て
も
そ
の
反
応
が「
過
敏
」「
過

剰
」
と
み
な
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
り
す
る
。
こ
う
し
た
場
合
、
加
害
者
は
、
た
ん

に
自
分
の
信
念
・
評
価
を
被
害
者
に
伝
え
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
人
の
言

動
は
「
日
本
人
性
」
の
社
会
的
理
解
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と

同
時
に
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
非
対
称
な
力
関
係
を
維
持
し
再
生

産
す
る
こ
と
に
関
与
し
て
い
る
の
だ
。
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は
じ
め
に

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
第
一
の
主
著
で
あ
る
『
全
体
性
と
無
限
』

（
一
九
六
一
）
以
降
、
い
わ
ゆ
る
後
期
著
作
に
お
い
て
は
い
く
つ
か
の
理
論
的
変

様
が
認
め
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、『
存
在
す
る
と
は
別
の
仕
方
で
、
あ
る
い
は
存

在
す
る
こ
と
の
彼
方
へ
』（
一
九
七
四
）（
以
下
『
存
在
の
彼
方
へ
』
と
略
記
）
に

お
い
て
、
他
者
は
私
の
目
の
前
に
現
前
す
る
こ
と
は
な
く
、「
痕
跡（trace

）」
や

「
隔
時
性（diachronie

）」
と
呼
ば
れ
る
次
元
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
（A

E, 26, 
etc.

）。
こ
う
し
た
後
期
思
想
の
変
化
の
背
景
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
少
な
く
な
い

論
者
が
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
「
暴
力
と
形
而
上
学
」（
一
九
六
四
）
に
よ
る
批
判

を
挙
げ
て
き
た
も
の
の
、
近
年
で
は
デ
リ
ダ
に
よ
る
影
響
は
相
対
化
さ
れ
、
む
し

ろ
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
に
よ
る
内
的
な
思
想
の
進
展
を
評
価
す
る
動
き
が
支
配
的
と

言
え
る
だ
ろ
う
⑴
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
内
的
な
進
展
を
重
視
す
る
立
場
は
、「
暴
力
と

形
而
上
学
」
の
前
年
に
発
表
さ
れ
た
「
他
者
の
痕
跡
」（
一
九
六
三
）
に
お
い
て
、

「
痕
跡
」
や
奉
仕
の
意
味
を
響
か
せ
る
「
業（œ

uvre

）」
と
い
う
後
期
著
作
に
お
い

て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
概
念
が
既
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。

た
し
か
に
、「
他
者
の
痕
跡
」
に
お
い
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、「
西
洋
哲
学
は
〈
他

者
〉
の
暴
露
と
一
致
し
て
お
り
、
そ
こ
で
〈
他
者
〉
は
存
在
す
る
も
の
と
し
て
顕

現
す
る
こ
と
で
、
そ
の
他
性
を
失
っ
て
し
ま
う
」（ED

E, 263

）
と
の
認
識
に
立

ち
、
よ
り
徹
底
し
て
〈
他
〉
を
問
う
べ
く
、
他
者
が
「
絶
対
的
に
異
質
な
領
野
」

（ED
E, 272

）
か
ら
到
来
し
て
く
る
さ
ま
を
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
痕
跡
」
の

次
元
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
「
痕
跡
」
と
は
、「
い
か
な
る
内
省
も
自
己

の
う
ち
に
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
へ
と
退
去
し
、
絶
対
的
に
満
了
し
、

過
ぎ
去
っ
た
不
在
」（ED

E, 276f.

）
の
う
ち
に
あ
る
た
め
、
辿
っ
て
い
け
る
足

跡
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
思
い
出
し
え
な
い
過
去
、
追
跡
不
能
な
「
謎
」
と

し
て
現
れ
る
（cf. ED

E, 278; 291

）。「
痕
跡
」
が
示
す
過
去
と
は
、
記
憶
力
の

欠
如
や
限
界
を
示
す
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
原
理
的
に
遡
り
え
な
い
特
異
な
次
元

に
位
置
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
痕
跡
に
お
け
る
他
者
と

の
関
係
は
現
前
に
も
た
ら
す
こ
と
の
で
き
な
い
隔
た
り
を
含
ん
で
お
り
、
主
体
は

他
者
に
遅
れ
て
し
ま
う
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
よ
う
な
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ッ
ク
な
時
間

性
を
「
隔
時
性
」
と
呼
び
、
そ
の
後
の
『
存
在
の
彼
方
へ
』
に
お
け
る
他
者
と
の

倫
理
的
関
係
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
と
な
る
。

本
稿
も
基
本
的
に
後
期
著
作
に
お
け
る
思
想
変
遷
へ
の
デ
リ
ダ
か
ら
の
影
響
を

割
り
引
い
て
考
え
る
べ
き
と
い
う
点
⑵
で
近
年
の
諸
研
究
に
賛
同
す
る
も
の
の
、
こ

れ
ら
の
読
解
に
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
研
究
は

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
デ
リ
ダ
に
よ
る
批
判
の
手
前
で
「
痕
跡
」
を
論
じ
て
い
た
こ
と
を
提

示
し
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
「
痕
跡
」
や
「
隔
時
性
」
と
呼
ば
れ
る
次
元
が
可

能
と
な
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
そ
れ
ら
の
概
念
を
い
か
な
る
仕
方
で

後
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
と
隔
時
性
の
生
成石

井

雅

巳



60

獲
得
し
え
た
か
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
な
い
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
、
辿
る
こ
と
が
で
き
ず
常
に
遅
れ
て
し
ま
う
と
い
う
独
自
の
「
痕

跡
」
や
「
隔
時
性
」
が
い
か
に
可
能
で
あ
る
の
か
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
、

後
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
変
遷
を
十
分
に
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
本
稿
の
目
的
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
フ
ッ
サ
ー

ル
論
で
あ
る
「
志
向
性
と
感
覚
」（
一
九
六
五
）
に
注
目
し
、
後
期
テ
ク
ス
ト
に

見
出
さ
れ
る
「
隔
時
性
」
と
い
う
特
異
な
時
間
構
造
の
生
成
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ

る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
論
解
釈
か
ら
析
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
成
果
を
踏
ま
え

て
『
存
在
の
彼
方
へ
』
を
読
む
こ
と
で
、「
隔
時
性
」
が
後
期
倫
理
思
想
に
お
い

て
い
か
な
る
意
義
を
獲
得
し
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。

一　

感
覚
と
原
印
象

「
志
向
性
と
感
覚
」
に
お
い
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
『
内
的
時
間
意

識
の
現
象
学
』（
以
下
『
時
間
講
義
』
と
略
記
）
を
独
特
な
仕
方
で
は
あ
る
が
、

丹
念
に
読
解
し
て
い
る
。
そ
の
際
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
『
時
間
講
義
』
に
付
さ
れ
た
ハ

イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
序
文
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
、「
志
向
性
の
本
源
的
な
意
義

を
感
覚
が
体
験
さ
れ
る
仕
方
に
お
い
て
、
そ
し
て
感
覚
が
体
験
さ
れ
る
時
間
の
次

元
に
お
い
て
探
求
す
る
こ
と
」（ED

E, 211

）
を
課
題
と
し
、
感
覚
と
い
う
観
点

か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
論
を
解
釈
し
て
い
る
。

論
文
の
前
半
部
で
は
、
志
向
性
理
論
に
お
け
る
客
観
化
作
用
の
優
先
な
い
し

そ
の
観
念
論
的
性
格
が
確
認
さ
れ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に

と
っ
て
「
志
向
性
は
そ
も
そ
も
は
じ
め
か
ら
一
つ
の
理
念
的
対
象
を
思
念
す
る
も

の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
」（ED

E, 203

）
の
で
あ
り
、
対
象
は
常
に
、
そ
れ
が
感
覚

的
で
個
別
的
な
も
の
で
あ
れ
、
多
様
な
射
影
を
通
じ
て
「
同
一
の
も
の
」
へ
と
行

き
着
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
あ
ら
ゆ
る
意
識
は
な
に
も
の
か
に
つ
い
て
の

意
識
で
あ
る
」
と
述
べ
る
こ
と
は
、「
多
様
な
主
観
的
思
惟
と
相
関
的
な
諸
項
を
通

じ
て
、
そ
れ
ら
を
超
越
す
る
一
つ
の
同
一
性
が
、
己
を
維
持
し
、
己
を
主
張
す
る

と
い
う
こ
と
を
肯
定
す
る
こ
と
で
あ
る
」（ibid.

）。
こ
う
し
て
感
覚
さ
れ
た
も
の
を

「
理
念
性
と
し
て
、
つ
ま
り
多
様
な
思
惟
に
よ
る
同
一
化
」（ED

E, 205

）
と
し
て
措

定
す
る
態
度
こ
そ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
志
向
性
理
論
が
も
つ
特
有
の
構
造
で
あ
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
感
覚
さ
れ
る
も
の（
感
覚
内
容
）

が
担
う
役
割
に
は
、
志
向
的
統
覚
の
活
動
に
提
供
さ
れ
る
側
面
だ
け
で
な
く
、

「
志
向
性
の
告
知
そ
の
も
の
に
矛
盾
す
る
面
」（ED

E, 210

）
も
あ
る
と
い
う
。
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
は
感
覚
内
容
の
う
ち
、
意
識
の
印
象
的
源
泉
、
す
な
わ
ち
原
印
象
に
注

目
す
る
こ
と
で
、
あ
る
種
の
感
覚
さ
れ
る
も
の
が
志
向
性
理
論
に
収
ま
ら
な
い
こ

と
を
証
示
し
よ
う
と
す
る
。

現
在
の
中
核
を
な
す
源
泉
点
で
あ
る
「
原
印
象
」
は
、
過
ぎ
去
り
つ
つ
あ
る
も

の
を
な
お
も
現
在
に
繋
ぎ
止
め
、
保
持
す
る
「
把
持
」
と
、
今
来
た
ら
ん
と
す
る

も
の
を
待
ち
受
け
、
あ
ら
か
じ
め
現
在
に
迎
え
入
れ
る
「
予
持
」
と
と
も
に
幅
の

あ
る
現
在
を
か
た
ち
づ
く
る
も
の
で
あ
る
が
（cf. H

ua X
, 24; 29; 53

）、
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
が
注
目
す
る
の
は
現
在
の
構
成
に
お
け
る
時
間
的
な
ズ
レ
で
あ
る
。

時
間
は
感
覚
を
感
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
感
覚
す
る
こ
と
と
感
覚
さ

れ
る
も
の
と
の
単
な
る
一
致
で
は
な
く
、
一
つ
の
志
向
性
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
感
覚
す
る
こ
と
と
感
覚
さ
れ
る
も
の
と
の
間
の
最
小
の
隔
た
り
で
あ

り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
時
間
的
な
隔
た
り
で
あ
る
。
際
立
っ
た
、
生
き
生
き
と

し
た
、
絶
対
的
に
新
し
い
一
つ
の
瞬
間
︱
︱
原
印
象
︱
︱
は
、
既
に
原
印
象

が
絶
対
的
に
現
在
的
な
も
の
と
し
て
熟
す
る
先
端
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
お
り
、

そ
し
て
こ
の
遠
ざ
か
り
を
通
し
て
一
つ
の
新
し
い
点
的
な
現
在
に
お
い
て
把
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持
さ
れ
て
、
自
己
を
現
在
化
す
る
の
で
あ
る
。（ED

E, 212

）

時
間
意
識
と
は
感
覚
与
件
を
感
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
感
覚
す
る
こ
と
と
感
覚

さ
れ
る
も
の
が
一
致
で
は
な
く
、
隔
た
り
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
時
間
意
識
が
原
印
象
を
原
印
象
の
ま
ま
、
原
印
象
と
し
て
捉
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
原
印
象
そ
れ
自

体
は
留
ま
る
こ
と
の
な
い
流
動
で
あ
る
た
め
に
、
意
識
が
現
在
を
構
成
す
る
た
め

に
は
、
新
た
な
原
印
象
が
到
来
し
、
先
の
原
印
象
が
過
ぎ
去
っ
て
把
持
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
感
覚
す
る
意
識
は
、
感
覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

原
印
象
に
い
つ
も
遅
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
「
あ
と
か
ら
」（ED

E, 213

）
把
握
す

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
む
し
ろ
意
識
と
原
印
象
と
の
こ
う
し
た
ズ
レ
な
い
し

隔
た
り
こ
そ
が
、
時
間
と
し
て
の
現
在
を
構
成
す
る
と
言
え
る
⑶
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
か
く
し
て
意
識
と
原
印
象
の
隔
た
り
に
注
目
す
る
が
、
こ
う
し

た
解
釈
は
お
そ
ら
く
フ
ッ
サ
ー
ル
の
本
意
で
は
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
現
在
を
構

成
す
る
意
識
の
作
用
と
原
印
象
の
関
係
に
つ
い
て
『
時
間
講
義
』
附
論
Ⅴ
「
知
覚

と
知
覚
さ
れ
る
も
の
の
同
時
性
」
に
お
い
て
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
フ
ッ

サ
ー
ル
は
、
大
き
く
自
然
的
態
度
と
現
象
学
的
態
度
と
を
区
別
し
つ
つ
、
知
覚
作

用
と
そ
の
客
観
と
の
時
間
的
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
議
論
を

四
つ
の
観
点
か
ら
整
理
し
よ
う
⑷
。

第
一
に
、
自
然
的
態
度
に
お
い
て
は
、
知
覚
と
そ
の
客
観
は
い
ず
れ
も
自
然
的

世
界
に
あ
る
た
め
、
例
え
ば
星
を
観
測
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
そ
の
間
に
は
時
間

的
な
「
解
離
」
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
（H

ua X
, 109

）。
第
二
に
、
現
象
学
的
態

度
に
お
い
て
は
、
超
越
的
な
客
観
が
知
覚
に
お
い
て
持
続
す
る
「
現
出
す
る
客
観

的
時
間
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
知
覚
の
持
続
と
知
覚
さ
れ
る
客
観
の

持
続
は
一
致
し
な
い
。
例
え
ば
、
天
体
は
観
測
者
が
観
測
を
は
じ
め
る
前
か
ら
運

動
し
て
い
た
し
、
天
体
に
つ
い
て
の
現
実
的
知
覚
が
中
断
し
た
と
し
て
も
、
星
は

運
動
し
続
け
て
い
る
。
第
三
に
、
と
は
い
え
、
知
覚
客
観
は
可
能
的
な
連
続
的
知

覚
の
相
関
者
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
際
、
こ
の
可
能
的
知
覚

は
そ
の
始
ま
り
か
ら
終
わ
り
ま
で
知
覚
さ
れ
る
客
観
の
持
続
に
同
行
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
客
観
の
持
続
の
開
始
点
と
知
覚
の
開
始
点
が
一
致

し
て
い
な
く
て
は
な
ら
ず
、
対
象
と
意
識
の
間
で
対
応
す
る
時
間
点
が
同
一
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
感
覚
与
件
は
そ
れ
自
体
時
間
経
過
の
な
か
で

構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
生
化
す
る
統
握
は
、
感
覚
が
与
え
ら
れ
て
い

る
時
間
か
ら
ず
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
統
握
が
始
ま
る
瞬

間
に
は
、
感
覚
与
件
の
一
部
は
既
に
流
れ
去
っ
て
お
り
、
把
持
的
に
留
め
置
か
れ

て
い
る
か
ら
だ
。
第
四
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
超
越
的
客
観
を
遮
断
し
、「
内
在
的
領

分
に
お
い
て
は
知
覚
と
知
覚
さ
れ
る
も
の
の
あ
い
だ
の
同
時
性
が
成
り
立
っ
て
い

る
か
」（H

ua X
, 110

）
と
問
う
。
こ
こ
で
知
覚
を
、
そ
の
な
か
で
内
在
的
な
統
一

性
が
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
反
省
の
作
用
と
し
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
反
省
作
用

が
反
省
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
既
に
何
も
の
か

が
構
成
さ
れ
、
把
持
的
に
留
め
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
ゆ
え
に
、

そ
の
場
合
に
は
、
知
覚
は
知
覚
さ
れ
る
も
の
に
後
続
す
る
の
だ
か
ら
、
両
者
は
同

時
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
反
省
と
把
持
は
、
当
該
の
内
的
与
件
に

つ
い
て
印
象
的
な
「
内
的
意
識
」（H

ua X
, 111

）
を
前
提
に
し
て
お
り
、
そ
の
よ

う
な
内
的
意
識
は
、
そ
の
都
度
の
原
印
象
と
一
体
と
な
っ
て
お
り
、
不
可
分
で
あ

る
。
こ
の
内
的
意
識
を
も
「
知
覚
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
知
覚
と
知
覚
さ
れ
る

も
の
の
間
に
は
厳
密
な
同
時
性
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
自
然
的
態
度
の
み
な
ら
ず
、
現
象
学
的
態
度
に
お
い

て
も
、
感
覚
を
統
握
し
て
超
越
的
客
観
を
志
向
す
る
場
面
や
感
覚
を
反
省
す
る
場
面

で
は
、
感
覚
と
作
用
の
間
に
時
間
的
な
隔
た
り
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
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フ
ッ
サ
ー
ル
の
最
終
的
な
立
場
は
、
統
握
を
可
能
な
ら
し
め
る
把
持
と
感
覚
の
客
観

化
を
可
能
な
ら
し
め
る
反
省
と
が
前
提
と
す
る
内
的
意
識
を
持
ち
出
す
こ
と
で
、
そ

の
内
的
意
識
に
お
い
て
は
知
覚
と
知
覚
さ
れ
る
も
の
に
同
時
性
が
認
め
ら
れ
る
は
ず

だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
内
的
意
識
を
要
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
こ
こ
で

フ
ッ
サ
ー
ル
は
明
示
的
に
語
っ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
お
そ
ら
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
感

覚
な
き
把
持
や
反
省
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
発
想
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
把
持
や
反
省
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
感
覚
で

あ
る
原
印
象
が
何
ら
か
の
仕
方
で
与
え
ら
れ
、
体
験
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
体
験
の
働
き
が
こ
こ
で
内
的
意
識
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に

内
的
意
識
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
感
覚
が
与
え
ら
れ
る
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
に
、
自
分
が

そ
れ
を
感
覚
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
働
き
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

二　

隔
時
性
の
析
出

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
も
こ
の
附
論
Ⅴ
の
内
容
を
「
志
向
性
と
感
覚
」
第
四
節
で
主
題
的

に
扱
っ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
そ
の
際
、「
志
向
性
の
う
ち

に
隔
時
性
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」（ED
E, 214

）
と
い
う
問
い
か
け
を
行
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
い
ま
述
べ
た
四
つ
の
観
点
を
整
理
し
た
の
ち
、

フ
ッ
サ
ー
ル
に
反
旗
を
翻
し
、「
お
そ
ら
く
そ
の
主
張
を
逆
転
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
知
覚
と
知
覚
さ
れ
る
も
の
と
の
あ
ら
ゆ
る
区
別
︱
︱
あ

ら
ゆ
る
理
念
化
的
志
向
︱
︱
は
、
時
間
に
基
づ
き
、
思
念
と
思
念
さ
れ
る
も
の
と

の
位
相
差（déphasage

）に
基
づ
い
て
い
る
」（ED

E, 215

）
と
述
べ
、
意
識
と
原

印
象
と
の
時
間
的
な
隔
た
り
を
堅
持
す
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
原
印
象
が

流
れ
去
り
、
把
持
的
に
留
め
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
「
今
」
は
捉
え
ら
れ

る
と
い
う
事
態
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
原
印
象
の
ズ
レ
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
「
自
己
自
身
と
の
不
一
致
だ
け
が
厳
密
な
意
味
で
の
知
覚
的
意
識
で

あ
る
」（ibid.

）
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
原
印
象
と
は
、「
現
在
の
新
た
な
先
端
で
あ
り
、
絶
対

的
」（ED

E, 216

）
な
も
の
で
あ
り
、「
あ
ら
ゆ
る
意
識
や
存
在
が
こ
の
源
泉
に
お

い
て
生
じ
る
内
容
の
予
見
で
き
な
い
新
し
さ
」（ibid.

）
で
あ
る
と
い
う
点
に
存

し
て
い
る
。
ゆ
え
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
原
印
象
に
次
の
よ
う
な
評
価
を
下
す
。

原
印
象
は
、
あ
ら
ゆ
る
予
見
、
あ
ら
ゆ
る
予
期
、
あ
ら
ゆ
る
萌
芽
、
あ
ら
ゆ

る
連
続
性
の
彼
方
に
お
い
て
、
同
時
に
満
た
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、

全
き
受
動
性
、
つ
ま
り「
同
」
の
中
に
浸
透
し
て
く
る
一
つ
の「
他
な
る
も
の
」

の
受
容
性
で
あ
る
［
⋮
］。
志
向
性
の
神
秘
⑸
は
、「
～
か
ら
の
遠
ざ
か
り
」
の

う
ち
に
、
あ
る
い
は
時
間
的
な
流
れ
の
変
様
の
う
ち
に
存
す
る
。
意
識
と
は

老
い
る
こ
と
で
あ
り
、
失
わ
れ
た
時
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。（ibid.

）

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
原
印
象
は
、
あ
く
ま
で
過
ぎ
去
っ
て
把
持
さ
れ
る
こ
と
で

は
じ
め
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、「
予
見
不
可
能
」
な
も
の
で
あ
り
、

意
識
は
そ
れ
を
被
る
ほ
か
な
い
た
め
に
「
全
き
受
動
性
」
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。

そ
の
と
き
意
識
は
常
に
原
印
象
に
遅
れ
、「
あ
と
か
ら
」
と
い
う
事
後
的
な
把
握

を
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
意
味
で
、「
老
い
」
や
「
失
わ
れ
た
時
を
求
め
る
こ

と
」
と
も
表
現
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
原
印
象
に
対
す
る
意
識
の
隔
た
り
な
い
し

遅
延
を
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
意
識
と
い
う
「
同
」
の
う
ち
に
、
志
向
性
と
い
う
知
に

回
収
さ
れ
な
い
「
他
な
る
も
の
」
が
既
に
入
り
込
ん
で
し
ま
う
「
位
相
差
」（cf. 

A
E, 111; 116; 129

）
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。

こ
こ
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
フ
ッ
サ
ー
ル
時
間
論
の
独
特
な
読
解
か
ら
、「
他
な
る

も
の
」
の
現
在
に
居
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
私
は
常
に
そ
れ
に
遅
れ
て
し
ま
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う
と
い
う
「
隔
時
性
」
の
構
造
を
析
出
し
た
着
想
点
が
認
め
ら
れ
る
。
後
期
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
他
者
は
反
省
や
想
起
、
記
憶
に
よ
っ
て
は
遡

り
え
な
い
「
痕
跡
」
の
次
元
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
自
己
が
常
に
他
者
に
遅
れ
て
し

ま
う
隔
時
性
が
語
ら
れ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
そ
こ
で
の
説
明
で
は
痕
跡
や
隔
時

性
の
特
徴
に
つ
い
て
は
示
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
特
異
な
時
間
性
が
い
か

に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
、
な
ぜ
な
お
も
時
間
的
な
も
の
と
し
て
語
れ
る
の
か
に

つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
不
明
確
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
し
た

問
い
に
対
し
て
、
な
ぜ
痕
跡
が
反
省
や
記
憶
に
よ
っ
て
現
在
へ
と
回
収
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
と
い
え
ば
、
原
印
象
に
対
す
る
意
識
の
遅
延
と
い
う
時
間
分
析
の

構
造
が
、
痕
跡
た
る
他
者
へ
の
自
己
の
遅
れ
と
い
う
仕
方
で
、
隔
時
性
に
そ
の
原

型
を
も
た
ら
し
た
か
ら
だ
と
い
う
回
答
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
時
間
講
義
』
附
論
Ⅴ
に
お
い
て
知

覚
と
知
覚
客
観
と
の
間
の
同
時
性
を
確
保
す
る
た
め
に
内
的
意
識
を
要
請
し
て
い

た
。
さ
ら
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
初
期
時
間
論
に
属
す
る
草
稿
に
お
い
て
、
縦
と
横
の

二
つ
の
志
向
性
に
基
づ
き
、
内
在
的
な
時
間
客
観
だ
け
で
な
く
、
己
自
身
を
も
そ

の
う
ち
で
構
成
し
、「
流
れ
」
と
し
て
自
己
現
出
す
る
よ
う
な
「
内
的
時
間
意
識
」

に
到
達
す
る
（H

ua X
, 369f.

）。
し
か
し
、
己
自
身
を
構
成
し
つ
つ
内
在
的
時
間
客

観
を
構
成
し
て
い
く
さ
ま
を
そ
の
流
れ
ゆ
く
生
き
生
き
し
た
姿
で
は
捉
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
た
め
に
、
意
識
流
の
そ
の
都
度
現
在
的
な
位
相
の
匿
名
性
と
い
う「
生

き
生
き
し
た
現
在
」
の
謎
へ
と
繋
が
る
問
題
へ
と
歩
み
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
⑹
。

こ
う
し
た
そ
の
後
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
展
開
を
踏
ま
え
る
と
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、

一
九
六
五
年
の
時
点
で
Ｃ
草
稿
を
直
接
閲
覧
す
る
機
会
を
も
つ
こ
と
は
な
か
っ
た

も
の
の
、
後
期
時
間
論
に
関
す
る
ゲ
ル
ト
・
ブ
ラ
ン
ト
の
研
究
な
ど
を
参
照
し
つ

つ
（cf. ED

E, 222

）、
現
在
野
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
原
印
象
に
強
く
注
目
す
る

こ
と
で
、「
生
き
生
き
し
た
現
在
」
の
問
題
圏
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
た
と
言
え

る
。
そ
れ
は
「
志
向
性
と
感
覚
」
に
お
い
て
、「
生
き
生
き
し
た
現
在
」（ED

E, 
210

）
と
い
う
表
現
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
単
純
な
事
実
に
よ
る
の

で
は
な
く
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
原
印
象
の
う
ち
に
、
予
見
不
可
能
や
全
き
受
動
性
、

さ
ら
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
識
や
存
在
が
そ
こ
か
ら
生
じ
る
と
い
う
意
味
で
の
先
存

在
性
な
ど
、
の
ち
に
「
生
き
生
き
し
た
現
在
」
に
見
出
さ
れ
る
特
徴
づ
け
⑺
を
指

摘
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

実
際
、『
存
在
の
彼
方
へ
』
第
二
章
第
三
節
ａ
「
感
性
的
体
験
」
は
、「
志
向
性

と
感
覚
」
の
や
や
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ
れ
た
縮
約
版
と
も
言
え
る
箇
所
で
あ
り
、
そ

こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
『
時
間
講
義
』
附
論
Ⅴ
に
再
び
言
及
し
な
が
ら
、
対
象
化
す

る
意
識
の
覇
権
が
現
在
と
い
う
時
間
性
に
お
い
て
覆
さ
れ
る
点
を
「
生
き
生
き
し

た
現
在
」
と
よ
り
明
確
に
関
連
付
け
て
語
っ
て
い
る
（cf. A

E, 58

）。
そ
の
際
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
は
、「
生
き
生
き
し
た
現
在
」
を
含
め
た
「
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
感

受
性
の
時
間
は
回
収
可
能
な
も
の
の
時
間
で
あ
る
」
が
ゆ
え
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の

想
定
か
ら
「
隔
時
性
は
時
間
か
ら
排
除
さ
れ
」
て
し
ま
う
と
見
做
し
、
だ
か
ら
こ

そ
「
本
書
で
は
、
存
在
の
顕
出
の
背
後
に
秘
め
ら
れ
た
意
味
と
し
て
、
こ
の
隔
時

性
を
浮
彫
り
に
す
べ
く
努
め
た
い
」（A

E, 59

）
と
宣
告
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

記
述
は
、「
志
向
性
と
感
覚
」
に
お
け
る
現
在
へ
の
着
目
が
隔
時
性
の
析
出
の
着

想
源
で
あ
る
と
い
う
本
稿
の
解
釈
を
支
持
す
る
典
拠
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
議
論
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
自
ら
の
志
向
性
理
論
の
体
系
性
と
明
証
性

の
た
め
に
、
知
覚
と
知
覚
さ
れ
る
も
の
の
同
時
性
を
追
求
し
た
結
果
、
そ
の
後

「
生
き
生
き
し
た
現
在
」
の
謎
と
い
う
難
問
を
引
き
寄
せ
て
し
ま
う
フ
ッ
サ
ー
ル

に
抗
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
意
識
と
原
印
象
と
の
間
の
隔
た
り
を
堅
持
し
た
背
景

に
一
つ
の
解
釈
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
生

き
生
き
し
た
現
在
」
へ
と
連
な
る
問
題
系
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
探
求
の
進

展
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
解
決
す
べ
き
あ
る
種
の
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
と
な
っ
た
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の
に
対
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
は
、
自
身
が
論
文
の
前
半
部
で
掲
げ
た
、
感

覚
の
う
ち
に
「
志
向
性
の
告
知
そ
の
も
の
に
矛
盾
す
る
面
」（ED

E, 210

）
を
暴

き
つ
つ
、
自
己
と
他
者
と
の
関
係
を
「
隔
時
性
」
と
し
て
、『
全
体
性
と
無
限
』

の
図
式
と
は
別
の
仕
方
で
考
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
積
極
的
で
肯
定
的
な
事
態

と
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

三　
『
存
在
の
彼
方
へ
』
に
お
け
る
展
開

こ
れ
ま
で
本
稿
は
「
志
向
性
と
感
覚
」
を
解
釈
す
る
こ
と
で
、「
他
者
の
痕
跡
」

以
降
、
後
期
思
想
の
中
心
概
念
と
な
る
隔
時
性
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
時
間
論
の
解
釈

に
由
来
す
る
こ
と
を
示
し
て
き
た
。
で
は
、
隔
時
性
を
獲
得
し
た
こ
と
で
、
後
期

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
理
思
想
は
ど
の
よ
う
な
新
し
い
特
徴
を
も
つ
に
至
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。

「
志
向
性
と
感
覚
」
に
お
い
て
、
原
印
象
は
意
識
と
い
う
「
同
」
の
中
に
入
り

込
ん
で
く
る
一
つ
の
「
他
な
る
も
の
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
両
者
は
「
同
」

と
「
他
」
と
い
う
形
式
的
な
概
念
で
の
記
述
に
留
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
後
『
存
在

の
彼
方
へ
』
に
お
い
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た

時
間
構
造
を
他
者
と
の
倫
理
的
関
係
に
お
い
て
具
現
化
し
て
い
る
。

近
さ
［
⋮
］
は
、
共
通
の
現
在
な
き
隔
–時
性（dia-chronie

）の
距
離
を
開
く
。

そ
こ
で
は
、
差
異
は
回
収
不
可
能
な
過
去
で
あ
り
、
想
像
不
可
能
な
未
来
で

あ
り
、
隣
人
の
表
象
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
隣
人
に
対
し
て
、
私
は

遅
れ
を
と
っ
て
い
る
︱
︱
隣
人
に
よ
っ
て
強
迫
さ
れ
て
い
る
︱
︱
。
し
か
し

こ
の
隔
–時
性
に
お
い
て
、
こ
の
差
異
は
他
者
に
対
す
る
私
の
無
関
心
な
ら
ざ

る
こ
と
で
あ
る
。
近
さ
は
記
憶
可
能
な
時
間
の
錯
乱
な
の
だ
。（A

E, 142

）

隔
時
性
に
お
い
て
他
者
（
隣
人
）
は
、
記
憶
や
想
起
に
よ
っ
て
現
在
へ
と
回
収
不
可

能
な
特
異
な
過
去
の
次
元
に
位
置
づ
け
ら
れ
、「
厳
密
に
は
一
度
も
そ
こ
に
は
い
な

か
っ
た
も
の
の
現
前
、
常
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
の
現
前
」（H

A
H

, 68

）
と

し
て
の
み
語
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
他
者
は
予
見
不
可
能
な
も
の
で
あ
り
、「
痕
跡
」

た
る
過
去
の
次
元
を
遡
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
私
は
常
に
他
者
と
現
在
を
共
に

す
る
こ
と
が
な
く
、
そ
の
呼
び
か
け
に
い
つ
も
遅
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
「
隔

時
性
」
と
い
う
時
間
の
ズ
レ
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
我
々
の
常
識
的
な
時
間
理
解
で

は
許
容
し
か
ね
る
「
錯
乱
」
し
た
事
態
で
あ
る
が
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
原
印

象
と
い
う
現
在
の
核
に
意
識
が
常
に
遅
れ
て
し
ま
う
と
い
う
構
造
を
自
我
と
他
者
の

関
係
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
で
は
じ
め
て
理
解
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
こ
う
し
た
隔
時
性
の
も
と
で
の
他
者
へ
の
遅
れ
が
な
ぜ
責
任
へ
と
転
化

す
る
の
だ
ろ
う
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
遅
れ
を
取
り
戻
す
こ

と
が
原
理
上
不
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
が
他
者
の
呼
び
か
け
に
「
遅

刻
し
た
と
い
う
罪
を
負
う
」（A

E, 140

）
か
ら
で
あ
る
。

［
隔
時
性
と
い
う
］
か
か
る
過
去
は
、
私
が
到
来
す
る
よ
り
も
前
に
私
に
要

請
を
突
き
つ
け
て
い
る
。
こ
の
遅
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
。［
⋮
］

私
の
現
存
は
、
召
喚
と
い
う
極
度
の
火
急
事
に
応
え
る
も
の
で
は
な
い
。
遅

れ
て
し
ま
っ
た
が
ゆ
え
に
、
私
は
告
発
さ
れ
る
。（A

E, 141

）

こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、
理
不
尽
な
ま
で
の
「
責
任
を
回
避
す
る
こ
と
の
不
可

能
性
」（A

E, 29

）
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、『
存
在
の
彼
方
へ
』
に

お
い
て
は
、
現
在
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
ず
、
常
に
遅
れ
て
し
ま
う
隔
時
性

の
も
と
で
他
者
関
係
を
記
述
し
直
す
こ
と
で
、
倫
理
の
必
然
性
や
逃
れ
が
た
さ
を

強
固
な
ま
で
に
主
張
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
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は
他
者
か
ら
の
倫
理
的
要
請
を
既
に
孕
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
で
、
主
体
を
新
た

に
「
母
性
」（A

E, 121

）
と
呼
び
、
自
己
と
他
者
の
関
係
を
「〈
同
の
内
な
る
他
〉」

（A
E, 46; 198

）
と
定
式
化
す
る
に
至
る
。

こ
う
し
た
後
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
理
思
想
の
主
要
な
特
徴
は
、
現
在
へ
と
回
収

す
る
こ
と
も
遡
る
こ
と
も
で
き
な
い
特
異
な
痕
跡
に
他
者
を
位
置
づ
け
る
隔
時
性

に
お
い
て
は
じ
め
て
成
り
立
つ
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
隔
時
性
を
獲
得
す
る
こ

と
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
倫
理
の
必
然
性
な
い
し
責
任
を
回
避
す
る
こ
と
の
不
可
能

性
を
主
張
し
え
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
作
業
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
第
一
に
、

一
九
六
五
年
の
論
文「
志
向
性
と
感
覚
」
に
お
け
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
フ
ッ
サ
ー

ル
時
間
論
解
釈
に
着
目
し
、
後
期
思
想
の
鍵
概
念
で
あ
る
隔
時
性
の
構
造
が
い
か

に
析
出
さ
れ
た
か
を
分
析
し
た
。
と
り
わ
け
、
原
印
象
に
意
識
が
遅
れ
て
し
ま
う

と
い
う
事
態
を
積
極
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
返
す
こ
と
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
、
意

識
の
う
ち
に
予
見
不
可
能
な
仕
方
で
他
な
る
も
の
が
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る

と
い
う
隔
時
性
の
原
型
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
二
に
、
隔

時
性
と
い
う
時
間
構
造
に
よ
っ
て
、
後
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
理
思
想
が
得
た
意
義

や
特
徴
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
際
、
遅
れ
と
い
う
時
間
的
な
関
係
が
有
す
る

倫
理
的
な
含
意
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
隔
時
性
が
も
た
ら
す
帰
結
と
し
て
、
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
が
責
任
を
回
避
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
主
張
し
え
た
点
を
提
示
し
た
。

こ
う
し
た
読
解
に
よ
っ
て
本
稿
は
、「
痕
跡
」
や
「
隔
時
性
」
と
い
う
特
異
な

他
性
の
時
間
構
造
が
、
い
か
な
る
仕
方
で
獲
得
さ
れ
、
な
ぜ
可
能
と
な
っ
て
い
る

の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
時
間
論
的
な
特
徴
が
『
存
在
の
彼

方
へ
』
に
お
け
る
倫
理
思
想
の
内
実
に
も
与
え
た
影
響
に
関
し
て
、
新
た
な
視
点

か
ら
整
理
を
施
す
こ
と
が
で
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

本
稿
はJSPS

科
研
費
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）（20J11222

）の
助
成
を
受
け
た
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

略
号
一
覧

Em
m

anuel Levinas

E
D

E
 : En découvrant l’existence avec H

usserl et H
eidegger, 2èm

e Ed. 1967, 

V
rin, 2006. H

A
H

 : H
um

anism
e de l’autre hom

m
e, Fata M

organa, 1972, coll. 

« Le Livre de Poche », 1987. A
E

 : Autrem
ent qu’être ou au-delà de l’essence, 

M
artinus N

ijhoff, 1974, coll. « Le Livre de Poche », 1990. Y
P : « Yvonne Pi-

card », La liberté de l’esprit. Visages de la Résistance no. 16, La M
anufacture, 

1987, pp. 277-278. 

Edm
und H

usserl

H
ua : H

usserliana. Edm
und H

usserl G
esam

m
eltwerke, M

artinus N
ijhoff /K

luw
er /

Springer, 1950ff.

注
⑴　

藤
岡
俊
博
『
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
「
場
所
」
の
倫
理
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
四
年
、
二
二
二
–二
二
七
頁; 

小
手
川
正
二
郎
『
甦
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス 

『
全

体
性
と
無
限
』
読
解
』
水
声
社
、
二
〇
一
五
年
、
二
三
〇
－
二
三
六
頁; 

渡
名
喜

庸
哲
「
デ
リ
ダ
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
化
し
た
の
か
︱
︱
「
暴
力
と
形
而
上
学
」
か
ら
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『
最
後
の
ユ
ダ
ヤ
人
』
ま
で
」、
齋
藤
元
紀
・
澤
田
直
・
渡
名
喜
庸
哲
・
西
山
雄

二
編
『
終
わ
り
な
き
デ
リ
ダ 

ハ
イ
デ
ガ
ー
、
サ
ル
ト
ル
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
の
対

話
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
六
年
、
三
三
一
–三
五
三
頁
を
参
照
。

⑵　

本
稿
も
「
暴
力
と
形
而
上
学
」
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
を
否

定
す
る
つ
も
り
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
デ
リ
ダ
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
関
係
は
、『
存
在

の
彼
方
へ
』
へ
の
「
転
回
」
を
も
た
ら
し
た
か
否
か
で
は
な
く
、「
痕
跡
」
や

「
ユ
ダ
ヤ
性
」
を
め
ぐ
っ
て
、
よ
り
広
範
な
文
脈
の
も
と
で
相
互
関
係
と
し
て
論

じ
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
（cf. Edw

ard B
aring, “ D

errida and Levinas,” in: M
i-

chael L. M
organ (ed.), The O

xford H
andbook of Em

m
anuel Levinas, O

xford 

U
niversity Press, 2019, pp. 135-153;  

亀
井
大
輔
『
デ
リ
ダ 

歴
史
の
思
考
』
法

政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
九
年
、
一
二
一
–一
三
八
頁
）。

⑶　

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
『
時
間
講
義
』
に
お
け
る
原
印
象
と
把
持
の
解
釈
に
着

目
し
た
研
究
は
既
に
存
在
す
る
。
と
は
い
え
、
平
岡
は
「
時
間
は
感
覚
を
感
覚

す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
記
述
を
、
自
己
自
身
を
感
覚
し
、

そ
の
こ
と
で
自
己
自
身
と
合
致
す
る
こ
と
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
（
平
岡
紘
「
引

き
裂
か
れ
た
現
在
︱
︱
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
フ
ッ
サ
ー
ル
『
内
的
時
間
意
識
』
の
解

釈
を
め
ぐ
っ
て
」、『
現
象
学
年
報
』
第
三
四
号
、
二
〇
一
八
年
、
一
六
五
頁
）

が
、
そ
の
際
典
拠
と
し
て
い
る
箇
所
は
別
の
論
文
で
あ
る
一
九
五
九
年
の
「
志

向
性
と
形
而
上
学
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
懸
案
と
な
っ
て
い
る
の
は
感
覚
す
る
意

識
と
感
覚
的
な
原
印
象
の
関
係
で
あ
る
以
上
、
や
や
唐
突
で
不
自
然
な
解
釈
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
シ
ゲ
テ
ィ
は
「
志
向
性
と
感
覚
」
か
ら
後
期

思
想
に
お
け
る
隔
時
性
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
点
で
本
稿
と
解
釈
の
方
向
性
を

同
じ
く
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
彼
は
そ
の
際
縦
と
横
の
志
向
性
の
結
び
つ
き

に
着
目
し
て
い
る
（A

ttila Szigeti, « L’autre tem
ps : Lévinas et la phénom

é-

nologie husserlienne du tem
ps », Studia Phaenom

enologica vol. 6, Zeta 

B
ooks, 2006, pp. 80-81.

）。

⑷　

附
論
Ⅴ
の
整
理
は
鈴
木
崇
志
氏
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
。

⑸　

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
語
に
注
を
付
し
、
同
じ
く
『
時
間
講
義
』
附
論
Ⅴ
を

扱
っ
て
い
る
イ
ヴ
ォ
ン
ヌ
・
ピ
カ
ー
ル
の
論
文
「
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー

に
お
け
る
時
間
」（
一
九
四
七
）
を
参
照
し
て
い
る
。
既
に
指
摘
が
あ
る
通
り
、

ピ
カ
ー
ル
も
ま
た
、
原
印
象
が
今
と
し
て
現
れ
る
た
め
に
は
、
原
印
象
が
流
れ

去
り
、
把
持
を
媒
介
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
を
強
調
し
た
論
者

で
あ
っ
た
（Yvonne Picard, « Le tem

ps chez H
usserl et chez H

eidegger », 

Philosophie no. 100, M
inuit, 2009, p. 17. C

f.  

平
岡
、
前
掲
論
文
、
一
六
三
頁
、

松
田
智
裕
『
弁
証
法
、
戦
争
、
解
読 

前
期
デ
リ
ダ
思
想
の
展
開
史
』
法
政
大
学

出
版
局
、
二
〇
二
〇
年
、
四
八
頁
）。
さ
ら
に
、
晩
年
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
レ
ジ

ス
タ
ン
ス
を
追
悼
す
る
論
集
に
ピ
カ
ー
ル
の
論
文
（
抜
粋
）
が
収
め
ら
れ
た
際
、

そ
の
紹
介
文
を
執
筆
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
彼
女
の
「
現
象
学
的
な
正
確
さ
」

を
称
賛
す
る
と
と
も
に
、
ピ
カ
ー
ル
の
記
述
の
う
ち
に
「
空
間
に
既
に
準
拠
し

た
あ
ら
ゆ
る
関
係
に
お
け
る
隔
–時
性
」（Y

P, 278

）
を
も
読
み
取
っ
て
も
い
る

こ
と
は
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。

⑹　

榊
原
哲
也
『
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
生
成　

方
法
の
成
立
と
展
開
』
東
京
大

学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
、
二
八
九
頁
を
参
照
。

⑺　

C
f. K

laus H
eld, Lebendige G

egenw
art: D

ie Frage nach der Seinsw
eise 

des Transzendentalen Ich bei Edm
und H

usserl, Entw
ickelt am

 Leitfaden der 

Zeitproblem
atik, M

artinus N
ijhoff, 1966, pp. 97-122;  

斎
藤
慶
典
『
思
考
の
臨

界　

超
越
論
的
現
象
学
の
徹
底
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、
五
三
–五
九
頁
。

（
石
井
雅
巳
・
い
し
い　

ま
さ
み
・
慶
應
義
塾
大
学
）
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は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
Ｍ
・
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
間
主
観
性
の
理
論
と

Ｍ
・
ト
マ
セ
ロ
の
比
較
発
達
心
理
学
研
究
の
成
果
で
あ
る
「
共
同
注
意
（joint 

attention

）」
や
「
共
同
志
向
性
（joint intentionality

）」
の
理
論
を
比
較
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
間
身
体
性
理
論
の
現
代
的
意
義
と
ト
マ

セ
ロ
の
研
究
の
現
象
学
的
な
含
意
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、「
幼
児
の
対
人
関
係
」（
一
九
五
〇–

五
一
年
度
）
や

「
意
識
と
言
語
の
獲
得
」（
一
九
四
九–

五
〇
年
度
）
な
ど
の
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義

に
お
い
て
、
Ｍ
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
「
自
我

0

0

0

汝
に
関
し
て
は
無
差
別
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

体
験
流
」

（Scheler 1973:240

）
と
呼
ん
だ
体
験
の
層
を
、
言
語
獲
得
以
前
の
幼
児
の
な
か

に
想
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
自
他
未
分
化
の
層
が
、
成
人
の
対
人

関
係
の
根
底
に
も
存
在
し
続
け
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
（cf.

R
A

:79

）。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
主
張
を
と
ら
え
て
、

結
局
の
と
こ
ろ
幼
児
に
お
い
て
は
（
ひ
い
て
は
成
人
に
お
い
て
も
）
自
己
と
他
者

は
一
種
の
無
差
別
の
集
合
的
生
の
う
ち
に
埋
没
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
疑
念
が
出
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
⑴
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
こ

の
よ
う
に
批
判
さ
れ
る
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
彼
が
、
他
者
と
の
志
向
性
の
共
有
と

い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
十
分
に
掘
り
下
げ
て
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か

ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
ト
マ
セ
ロ
に
よ
る
「
共
同
注
意
」
や
「
共
同

志
向
性
」
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
が
、
こ
の
欠
落
の
一
部
を
埋
め
て
く
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、（
一
）
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
の
他
者
論
と
ト
マ
セ
ロ
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
説
と
の
対
比
、（
二
）「
共
同

注
意
」
を
め
ぐ
る
ト
マ
セ
ロ
の
議
論
、（
三
）
現
象
学
的
な
間
主
観
性
と
ト
マ
セ

ロ
の
「
共
同
志
向
性
」
と
の
関
連
、
と
い
う
順
序
で
考
察
を
し
て
い
き
た
い
。

第
一
節　

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
他
者
論
と
ト
マ
セ
ロ
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
説

『
同
情
の
本
質
と
諸
形
式
』（
一
九
二
三
年
）
に
お
け
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、「
類
推

に
よ
る
推
論
」
説
や
「
投
影
説
」
を
否
定
し
て
他
者
の
表
現
の
直
接
的
知
覚
を
強
調

し
た
。
つ
ま
り
、
他
者
の
所
作
や
表
情
な
ど
は
、
そ
れ
自
体
が
意
味
を
も
つ
表
現

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
の
他
者
理
解
の
原
初
的
な
知
覚
的
所
与
で
あ
る
。

『
知
覚
の
現
象
学
』（
一
九
四
五
年
）
や
『
幼
児
の
対
人
関
係
』（
一
九
五
一
年
）
の

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
こ
の
路
線
を
基
本
的
に
継
承
し
つ
つ
も
、

そ
れ
を
身
体
論
の
問
題
と
し
て
捉
え
直
す
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
は
、
他

者
の
理
解
と
は
根
源
的
に
は
、
世
界
の
な
か
で
身
体
を
も
っ
て
行
為
す
る
他
者
の
志

向
性
（
運
動
志
向
性
）
の
理
解
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
言
語
的
志
向
性
も
、
原
初
的
に

は
身
体
的
志
向
性
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
他
者
の
言
語
活
動
（
パ
ロ
ー
ル
）

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
と
ト
マ
セ
ロ
に
お
け
る
他
者
の
志
向
性
の
理
解
に
つ
い
て

音
喜
多　

信　

博



68

の
理
解
も
他
者
の
身
体
的
行
為
の
理
解
と
パ
ラ
レ
ル
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
シ
ェ
ー
ラ
ー
か
ら
受
け
継
い
だ
、「
類
推
に

よ
る
推
論
」
説
に
対
す
る
批
判
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。
こ
の
説
に
お

い
て
前
提
と
さ
れ
て
い
る
周
知
の
四
つ
の
項
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

（R
A

:27

）。
①
私
の
「
心
理
作
用
」、
②
「
私
が
触
覚
や
体
感
に
よ
っ
て
作
り
上

げ
る
私
の
身
体
の
イ
メ
ー
ジ
」
つ
ま
り
「
私
自
身
の
身
体
の
内
受
容
的
イ
メ
ー

ジ
」、
③
「
私
に
見
え
て
い
る
よ
う
な
他
人
の
身
体
」
つ
ま
り
「
視
覚
的
身
体
」、

④
「
他
人
の
『
心
理
作
用
』」。
私
は
、
②
と
③
の
類
似
点
を
も
と
に
、
①
を
資
源

に
し
て
④
を
推
測
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
の
仕
方
に
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
幼
児
で

も
、
他
人
の
表
情
な
ど
に
反
応
を
示
す
こ
と
が
観
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、

い
ま
だ
十
分
に
知
的
な
発
達
を
し
て
い
な
い
幼
児
が
上
記
の
よ
う
な
推
論
や
判
断

に
基
づ
い
て
、
自
分
の
体
験
を
他
者
に
投
影
で
き
る
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、

幼
児
が
自
分
の
身
体
と
他
者
の
身
体
の
類
比
を
お
こ
な
う
た
め
に
は
、
自
分
の
身

体
を
外
側
か
ら
見
る
と
い
う
経
験
（
た
と
え
ば
鏡
像
体
験
）
が
必
要
で
あ
る
が
、

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
幼
児
は
そ
の
よ
う
な
経
験
を
十
分
に
は
も
っ
て
い
な
い
。
さ

ら
に
、
類
推
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
、「
も
し
そ
の
他
者
で
あ
っ
た
な
ら
ば
」
私
が
ど

う
感
じ
る
か
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
私
が
す
で
に
そ
の

他
者
の
立
場
に
身
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
も

し
、
こ
の
よ
う
な
あ
ら
か
じ
め
の
他
者
理
解
が
な
い
と
す
れ
ば
、
類
推
に
お
い
て

私
が
使
用
す
る
資
源
（
私
自
身
の
経
験
）
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
は
、
相
変
わ
ら
ず

私
自
身
の
経
験
で
あ
っ
て
「
他
者
」
の
経
験
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
批
判
を
見
て
み
る
と
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
他
者
の
理
解
に
あ

た
っ
て
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
知
を
利
用
す
る
と
い
う
考
え
方
一
般
を
批
判
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

『
幼
児
の
対
人
関
係
』
に
お
い
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、「
自
分
が
身
体
を
も
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
と
、
他
人
の
身
体
が
自
分
の
と
は
別
の
心
理

作
用
に
よ
っ
て
生
気
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
意
識
す
る
こ
と
は
、
単
に
論
理
的
に
言
っ

て
対
称
的
な
ふ
た
つ
の
操
作
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
現
実
に
ひ
と
つ
の
シ
ス
テ
ム

を
な
し
て
い
る
操
作
で
あ
る
」（RA

:35

）
と
述
べ
て
い
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に

よ
れ
ば
、
幼
児
に
お
い
て
能
動
的
な
行
動
の
能
力
（「
私
は
で
き
る je peux

」））
が
高

ま
る
こ
と
と
他
者
の
振
る
舞
い
の
理
解
が
進
む
こ
と
と
は
相
関
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

幼
児
に
お
け
る
能
動
的
な
行
動
の
発
達
を
支
え
て
い
る
の
が
、
生
後
六
か
月
こ
ろ
ま

で
に
進
む
身
体
図
式
の
整
備
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
最
初
期
の
幼
児
に

お
い
て
は
「
自
己
の
身
体
の
知
覚
は
他
人
の
認
知
に
先
立
つ
」（RA

:35

）、
つ
ま
り
、

身
体
図
式
の
整
備
が
先
行
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
他
人
の
行
動
の
理
解
が
進
む

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
そ
れ
に
付
け
加
え
て
、
両
者
の
発
達
は
つ
ね
に
相

補
的
な
も
の
で
あ
り
、
両
者
が
ひ
と
つ
の
シ
ス
テ
ム
を
形
成
す
る
か
の
よ
う
に
、
一

方
の
発
達
が
他
方
の
発
達
を
促
す
と
い
っ
た
具
合
に
進
展
す
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
身
体
の
意
識
と
は
、
単
な
る
諸
感
覚

の
寄
せ
集
め
な
の
で
は
な
く
、「
さ
ま
ざ
ま
な
内
受
容
的
側
面
や
外
受
容
的
側
面
が
相

互
に
表
出
し
合
っ
て
い
る
一
つ
の
シ
ス
テ
ム

0

0

0

0

」（RA
:31

）
で
あ
る
。
ま
た
、
私
が
自

分
の
身
体
に
つ
い
て
も
っ
て
い
る
意
識
は
、「
ひ
と
つ
の
体
位
図
式

0

0

0

0

（schèm
a postur-

al

）」
で
あ
り
、「
鉛
直
線
や
水
平
線
、
ま
た
自
分
の
い
る
環
境
の
い
く
つ
か
の
主
要
な

座
標
軸
な
ど
に
対
す
る
私
の
身
体
位
置
の
知
覚
」（RA

:31

）
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て

い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
自
分
自
身
の
身
体
に
つ
い
て
の
私
の
「
知
覚
」
と
い
う

言
い
方
に
は
留
保
が
な
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
個
人
的
な
体
感
の
中
に

埋
没
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
図
式
」
や

「
シ
ス
テ
ム
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
私
自
身
の
諸
感
覚
領
域
の
間
で
の
移
行
が

可
能
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
人
と
い
う
領
域
に
も
移
す
こ
と
が
で
き
る
と
メ
ル
ロ
＝
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ポ
ン
テ
ィ
は
考
え
て
い
る
。「
こ
の
他
人
の
知
覚
像
が
、
私
自
身
が
自
分
の
身
体
に
つ

い
て
も
っ
て
い
る
観
念
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
、
か
く
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
別
の
身0

体
図
式

0

0

0

の
可
視
的
外
皮
と
し
て
現
れ
る
」（RA

:31-32

）
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
批
判
し
て
い
る
の
は
、
他

者
理
解
に
お
い
て
自
分
自
身
の
身
体
に
つ
い
て
の
知
が
利
用
さ
れ
る
と
い
う
考
え

方
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
が
批
判
し
て
い
る
の
は
、
他
人
の
行

為
の
理
解
は
、
他
人
の
視
覚
像
と
自
分
自
身
の
内
的
身
体
像
と
の
対
応
関
係
を
一

点
一
点
組
み
立
て
て
い
く
よ
う
に
細
部
を
根
拠
に
し
て
の
こ
と
だ
、
と
い
う
考
え

方
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
私
は
、
他
人
の
身
体
を
私
の
身
体
と
同
様
の
自
然

的
・
文
化
的
世
界
へ
の「
構
え︹
把
持
：prise
︺」（RA

:30, PP:406

）
と
し
て
、「
世

界
を
扱
う
な
じ
み
の
仕
方
」（PP:406

）
と
し
て
、「
そ
れ
ら
を
全
体
と
し
て
同
一

視
す
る
」（RA

:29

）
と
い
う
の
が
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
積
極
的
に
打
ち
出
し

て
い
る
立
場
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ト
マ
セ
ロ
の
他
者
理
解
の
考
え
方
は
、
こ

の
よ
う
な
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
立
場
と
類
似
し
た
側
面
を
も
つ
も
の
と
考
え
る
。

ト
マ
セ
ロ
は
、
自
ら
の
理
論
を
、
社
会
的
認
知
の
「
理
論
説
（theory theo-

ry

）」
に
対
す
る「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
説（sim

ulation theory

）」
の
一
種
で
あ
る

と
特
徴
づ
け
て
い
る
。
ト
マ
セ
ロ
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
と
同
様
に
、
他
者
の

理
解
は
第
一
義
的
に
は
他
者
の
行
動
の
志
向
・
意
図
の
理
解
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
ト
マ
セ
ロ
に
よ
れ
ば
、
行
動
す
る
と
き
の
私
が
経
験
す
る
目
標
、
目
標
を
達

成
す
る
た
め
の
努
力
の
内
的
な
経
験
、
自
己
受
容
感
覚
な
ど
と
い
っ
た
も
の
が
、

他
者
の
行
動
の
理
解
の
た
め
の
利
用
可
能
な
資
源
と
な
る
。
彼
の
仮
説
の
要
諦

は
、
幼
児
に
お
い
て
「
自
己
の
行
為
者
性
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
新
し
い
経
験

が
発
現
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
直
接
的
な
帰
結
と
し
て
、
他
者
に
つ
い
て
の
新
し

い
理
解
が
発
現
す
る
」（C

O
:70

）
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
し
ば
し
ば
つ
ぎ

の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
子
ど
も
は
自
分
自
身
の
志
向
状
態
を
利
用
し
て

他
者
の
視
点
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
自
分
自
身
の
志
向

状
態
を
概
念
化
す
る
能
力
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は

経
験
的
に
は
正
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
、
ト
マ

セ
ロ
は
、
自
分
は
幼
児
に
お
け
る
「
自
分
自
身
の
心
的
状
態
の
概
念
化
」
ま
で
は

要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
回
答
し
て
い
る
。「
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
を
、
子
ど
も
が
或
る
心
的
内
容
を
概
念
化
し
、
そ
の

間
、
そ
れ
は
自
分
自
身
の
心
的
内
容
で
あ
る
と
意
識
し
続
け
、
そ
し
て
、
そ
れ
を

特
定
の
状
況
で
他
人
に
帰
属
さ
せ
る
と
い
う
明
示
的
な
過
程
で
あ
る
と
は
見
な

さ
な
い
」（C

O
:75

）
の
で
あ
れ
ば
問
題
は
生
じ
な
い
。「
私
の
仮
説
は
単
に
、
子

ど
も
は
他
者
が
『
自
分
に
似
て
い
る
（like m

e

）』
の
で
自
分
と
似
た
よ
う
に
活

動
す
る
は
ず
だ
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
な
判
断
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な

い
」（C

O
:75-76

）。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、「
単
に
、
子
ど
も
た
ち
は
他
者
の
大

ま
か
な
機
能
の
仕
方
を
自
己
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
通
し
て
知
覚
す
る

0

0

0

0

に
す
ぎ
な

い
」（C

O
:76

、
強
調
は
音
喜
多
）
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
ト
マ
セ
ロ
の
考

え
方
は
、
依
然
と
し
て
類
推
説
的
な
言
い
回
し
を
含
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
考
え
方
と
大
き
な
齟
齬
を
き
た
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

第
二
節　
「
共
同
注
意
」
を
め
ぐ
る
ト
マ
セ
ロ
の
議
論

さ
て
、『
幼
児
の
対
人
関
係
』
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
彼
が
幼
児
に
お
け
る

自
他
未
分
化
の
状
態
と
呼
ぶ
段
階
か
ら
、
自
他
が
分
化
し
た
段
階
へ
の
移
行
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
。
自
他
が
分
化
す
る
過
程
の
第
一
段
階
は
生
後
六
か
月
こ
ろ
ま
で
の

身
体
図
式
の
整
備
が
進
む
時
期
で
あ
り
、
第
二
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
そ

れ
以
降
の
鏡
像
の
理
解
が
進
む
時
期
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
三
歳
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こ
ろ
に
は
じ
ま
る
、
い
わ
ゆ
る
「
自
己
意
識
」
の
成
立
お
よ
び
自
分
と
は
別
の
心
や

信
念
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
の
他
人
の
理
解
へ
と
移
行
し
て
い
く
。
こ
こ
で
、
わ
れ

わ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
を
提
出
し
た
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も

『
幼
児
の
対
人
関
係
』
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
身
体
図
式
の
整
備
に
よ
っ
て
可

能
に
な
る
の
は
、
い
ま
だ
自
己
他
者
あ
る
い
は
自
己
対
象
の
二
項
的
な
関
係
に

過
ぎ
ず
、
自
己
と
他
者
が
世
界
内
の
対
象
を
共
同
で
志
向
す
る
と
い
う
三
項
的
関
係

に
ま
で
は
到
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

言
語
活
動
（
パ
ロ
ー
ル
）
は
、
対
話
者
ど
う
し
の
間
で
音
声
的
な
手
段
を
用
い

て
自
然
的
・
文
化
的
世
界
の
諸
対
象
を
目
指
す
と
い
う
共
同
行
為
で
あ
り
、
そ
こ

に
あ
る
の
は
ま
さ
に
自
己

対
象

他
者
の
三
項
的
関
係
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
に
お
い
て
は
、
幼
児
に
お
け
る
二
項
的
関
係
か
ら
三
項
的
関
係
へ
の
移
行

の
時
期
、
つ
ま
り
言
語
の
習
得
が
始
ま
る
生
後
十
二
か
月
前
後
の
幼
児
の
対
人
関

係
の
経
験
的
デ
ー
タ
が
不
足
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の

不
十
分
さ
に
よ
っ
て
、
幼
児
期
の
自
他
未
分
化
の
段
階
が
成
人
の
言
語
的
コ
ミ
ュ

ミ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
根
底
に
残
り
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
と
い
う
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
の
主
張
に
、
一
種
神
話
的
な
響
き
が
も
た
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
。

こ
の
欠
落
を
補
う
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
三
項
的
関
係
の
発
達
を

詳
細
に
研
究
し
て
い
る
ト
マ
セ
ロ
の
成
果
を
参
照
し
て
い
き
た
い
。

ト
マ
セ
ロ
は
、
一
九
九
九
年
の
『
人
間
の
認
知
の
文
化
的
起
源
』（
邦
題
『
心
と

こ
と
ば
の
起
源
を
探
る
︱
文
化
と
認
知
』）
に
お
い
て
、
言
語
習
得
に
お
け
る
社
会

的
認
知
の
基
盤
と
い
う
観
点
か
ら
、
幼
児
の
発
達
を
以
下
の
三
段
階
に
分
け
て
い

る
。
①
生
後
八
か
月
く
ら
い
ま
で
（
養
育
者
と
互
い
に
注
意
を
向
け
合
う
「
原
会

話
」
や
新
生
児
模
倣
が
見
ら
れ
る
時
期
）、
②
生
後
九
か
月
か
ら
十
二
か
月
こ
ろ
に

始
ま
る
時
期
（
共
同
注
意
行
動
と
そ
れ
に
続
く
指
さ
し
や
シ
ン
ボ
ル
的
身
振
り
が

現
れ
る
時
期
︱
︱
ト
マ
セ
ロ
は
こ
の
時
期
を
「
九
か
月
革
命
」
と
呼
ん
で
い
る
）、

③
四
歳
く
ら
い
か
ら（
言
語
習
得
以
降
に
可
能
と
な
る
他
者
の「
信
念
」
や「
思
考
」

の
理
解
、
他
人
が
自
分
と
は
違
う
「
心
」
を
も
つ
こ
と
の
理
解
が
始
ま
る
時
期
）。

ト
マ
セ
ロ
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ト
と
い
う
種
に
固
有
の
言
語
習
得
の
基
盤
に
な
っ
て

い
る
の
は
、
幼
児
が
周
囲
の
大
人
と
共
通
の
目
標
を
も
ち
共
同
で
外
部
の
対
象
を

志
向
す
る
よ
う
に
な
る
②
の
発
達
段
階
で
あ
る
。
①
の
段
階
か
ら
②
の
段
階
へ
の

移
行
期
に
は
、
幼
児
は
他
者
の
目
的
志
向
的
振
る
舞
い
と
し
て
の
志
向
性
を
検
知

で
き
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
共
同
注
意
（joint attention

）、
典
型
的
に
は
視

線
追
従
、
共
同
的
関
わ
り
（joint engagem

ent

）、
社
会
的
参
照
、
模
倣
学
習
と
い

う
か
た
ち
で
現
れ
る
（CO

:62

）。
ま
ず
は
、
外
界
に
存
在
す
る
も
の
に
対
す
る
大

人
の
注
意
と
行
動
に
同
調
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
大
人
が
視
線
を
向
け
る
先

の
対
象
を
幼
児
も
見
る
、
大
人
が
指
さ
し
た
先
の
も
の
を
幼
児
も
見
る
と
い
う
と

こ
ろ
へ
と
進
む
。
こ
れ
は
、
幼
児
大
人
と
い
う
二
項
的
関
係
か
ら
、
幼
児
対
象

大
人
と
い
う
三
項
的
関
係
へ
移
行
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

さ
て
、
生
後
九
か
月
か
ら
十
二
か
月
こ
ろ
に
始
ま
る
時
期
に
起
こ
る
こ
と
に
つ

い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
「
模
倣
」
と
い
う
観
点
か
ら
少
し
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

わ
れ
わ
れ
が
特
に
「
模
倣
」
に
注
目
す
る
の
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
自
身
が
、

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
「
意
識
と
言
語
の
獲
得
」
な
ど
に
お
い
て
、
Ｐ
・
ギ
ョ
ー
ム
の

模
倣
論
に
多
く
の
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
は
、
言
語
の
習
得
過
程
に
あ
る
の
は
、
知
的
な
推
論
や
物
理
的
身
体
の
客
観

的
模
倣
で
は
な
く
、
第
一
義
的
に
は
他
者
の
意
図
の
模
倣
、
言
語
を
用
い
て
世
界

内
の
存
在
を
志
向
す
る
こ
と
の
模
倣
で
あ
る
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「
模
倣
は
、
同
じ
対
象
を
め
ぐ
る
︹
他
者
と
私
の
︺
ふ
た
つ
の
行
為
の
出
会

い
と
し
て
し
か
理
解
さ
れ
な
い
。
模
倣
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
と
同
じ
よ
う

に
ふ
る
ま
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
同
じ
結
果
に
到
達
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
」（C

A
:32

）。「
模
倣
は
目
標
の
共
有
、
つ
ま
り
対
象
の
共
有
に
基
づ
い
て
い
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る
」（C

A
:33

）。
こ
れ
ら
の
引
用
は
、
先
に
わ
れ
わ
れ
が
提
出
し
た
疑
問
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
、
幼
児
と
他
人
と
の
間
の
最
初
期
の
二
項
的

関
係
と
そ
の
後
の
三
項
的
関
係
の
間
の
違
い
に
気
づ
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
、
模
倣
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
三
項
的
関
係

の
発
達
を
促
す
役
割
を
果
た
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
他
者
の
身
体
運
動
の

模
倣
で
は
な
く
、
他
者
の
行
為
の
志
向
や
意
図
そ
の
も
の
の
模
倣
が
可
能
に
な
る

の
は
、
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
メ

ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
十
分
な
経
験
的
な
研
究
成
果
を
示
し
て
は
い
な
い
。

ト
マ
セ
ロ
に
よ
れ
ば
、
生
後
八
か
月
く
ら
い
ま
で
の
期
間
に
中
心
と
な
る
の
は

幼
児
と
大
人
の
二
項
的
な
や
り
と
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
原
会
話
や
新
生
児
模
倣

の
よ
う
な
早
い
時
期
か
ら
見
ら
れ
る
社
会
的
認
知
面
で
の
発
達
が
見
ら
れ
る
。
原
会

話
と
は
、「
親
と
幼
児
が
互
い
に
注
意
を
向
け
合
う
社
会
的
な
相
互
交
渉
」（CO

:59

）

の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
タ
ー
ン
テ
イ
キ
ン
グ
構
造
を
も
つ
。
新
生
児
模
倣
と

は
、
大
人
が
舌
を
突
き
出
し
た
り
、
口
を
開
い
た
り
す
る
こ
と
を
新
生
児
が
再
現
す

る
な
ど
の
こ
と
で
あ
る
。
ト
マ
セ
ロ
が
参
照
し
て
い
る
Ａ
・
メ
ル
ツ
ォ
フ
と
Ａ
・
ゴ

プ
ニ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
新
生
児
模
倣
は
、「
同
種
の
も
の
と
或
る
意
味
で
『
同
一
化

す
る
』」（CO

:60

）
と
い
う
幼
児
の
生
得
的
な
傾
向
性
の
現
れ
で
あ
る
可
能
性
が
あ

る
と
い
う
。
こ
の
最
初
期
の
同
一
化
（「
自
分
に
似
て
い
る
」）
が
基
盤
と
な
り
、
幼

児
に
お
け
る
他
人
の
意
図
的
行
為
の
理
解
も
発
達
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
最
初

期
に
は
目
標
と
な
る
対
象
（
た
と
え
ば
玩
具
）
へ
の
リ
ー
チ
ン
グ
な
ど
し
か
で
き

な
か
っ
た
幼
児
が
、
目
標
ま
で
の
間
の
障
害
物
を
除
去
し
た
り
、
媒
介
と
な
る
手

段
を
利
用
し
た
り
す
る
の
に
必
要
な
自
分
の
感
覚
運
動
的
動
作
を
志
向
的
に
組
織
化

す
る
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
て
く
る
の
と
共
に
、
他
人
の
よ
り
複
雑
な
意
図
的
行
為
の

理
解
も
進
ん
で
く
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
本
来
の
意
味
で
の
「
模
倣
学
習
」、
す

な
わ
ち
「
幼
児
が
、
外
部
の
物
体
に
対
す
る
大
人
の
意
図
的
な
行
為
を
再
現
す
る
」

（CO
:81

）
と
い
う
意
味
で
の
模
倣
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
際
、
言
語
習
得
の
基
盤
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
子
ど
も
が
大
人
と
何
か
を
一

緒
に
お
こ
な
う
遊
び
、
一
緒
に
外
界
の
共
通
の
目
標
に
は
た
ら
き
か
け
る
遊
び
に
従

事
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ト
マ
セ
ロ
に
よ
れ
ば
、
行
為
に
お
い
て
他
人
と
共
通

の
目
標
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
ふ
た
り
が
個
別
の
役
割
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
含

意
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
成
人
の
協
働
活
動
を
例
に
あ
げ
て
み
よ
う
。
あ
な
た
と

私
が
共
通
の
ゴ
ー
ル
を
形
成
し
て
一
緒
に
獲
物
を
追
い
か
け
て
い
る
と
き
は
、
あ
な

た
に
は
あ
な
た
の
役
割
が
あ
り
、
私
に
は
私
の
役
割
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
共
同
で

の
狩
り
が
う
ま
く
い
く
た
め
に
は
、
あ
な
た
か
ら
は
獲
物
は
か
く
か
く
し
か
じ
か
に

見
え
て
お
り
、
私
か
ら
は
か
く
か
く
し
か
じ
か
に
見
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま

り
自
他
の
視
点
が
異
な
る
こ
と
の
相
互
理
解
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ト
マ
セ
ロ
は
、
こ
の
よ
う
な
目
標
の
共
有
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
過
程
に
お
い

て
、
彼
が「
役
割
交
代
を
伴
う
模
倣
」
と
呼
ぶ
も
の
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
タ
イ
プ
の
模
倣
の
場
合
、
大
人
が
新
し
い
お
も
ち
ゃ
を
使
っ
て
い
る
の
を
見

て
、
自
分
も
同
じ
こ
と
を
す
る
の
と
は
少
々
状
況
が
違
う
。
そ
こ
で
は
、
子
ど
も

は
た
だ
大
人
の
か
わ
り
を
自
分
が
す
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
役
割
交
代

を
伴
う
模
倣
」
で
は
、
子
ど
も
と
大
人
と
が
相
互
に
お
も
ち
ゃ
を
受
け
渡
し
す
る

な
ど
の
立
場
の
入
れ
替
え
が
含
ま
れ
る
。
そ
れ
が
言
語
で
あ
ろ
う
と
身
振
り
で
あ

ろ
う
と
伝
達
シ
ン
ボ
ル
（com

m
unicative sym

bols

）
の
使
用
の
場
合
は
、
伝
達

意
図
（com

m
unicative intention

）
は
最
初
大
人
か
ら
子
ど
も
に
向
け
ら
れ
て
い

る
が
、
今
度
は
そ
の
向
き
を
子
ど
も
か
ら
大
人
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま

り
、
子
ど
も
は
、
大
人
が
自
分
に
向
か
っ
て
使
う
の
と
同
じ
よ
う
に
、
大
人
に
向

か
っ
て
記
号
を
使
う
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、「
子
ど
も

が
、
自
分
自
身
を
行
為
者
と
し
て
の
大
人
の
位
置
に
置
き
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
だ
け
で
は
な
く
、「
大
人
を
、
志
向
的
行
為
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
の
子
ど
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も
の
位
置
に
置
き
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（C

O
:105

）。

ト
マ
セ
ロ
に
よ
れ
ば
、
共
同
注
意
場
面
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
自
身
の
役
割
と

大
人
の
役
割
は
と
も
に
「
外
部
の
」
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
て
お
り
、
だ
か
ら
そ
の

ふ
た
つ
は
必
要
に
応
じ
て
自
由
に
交
換
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
ト
マ
セ
ロ
が
し

て
い
る
よ
う
に
、
子
ど
も
が
、
自
分
を
も
含
め
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
状

況
全
体
を
俯
瞰
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
（cf. C

O
:100

）。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
自
分
と
は
異
な
る
他
者
の
パ
ー
ス
ペ

ク
テ
ィ
ヴ
の
理
解
の
第
一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
で
あ

ろ
う
⑵
。
そ
し
て
、
自
分
と
は
異
な
る
者
と
し
て
の
他
者
の
役
割
の
理
解
は
、
他

者
に
と
っ
て
の
自
分
自
身
と
い
う
観
念
の
萌
芽
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
こ
の
時
期
の
幼
児
は
明
確
な
自
己
意
識
を
備
え
て
い
る
の
で
は
な
い
に
し
て

も
、
自
他
未
分
化
の
集
合
的
生
の
う
ち
に
埋
没
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ミ
ニ
マ

ル
な
自
己
を
備
え
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
節　

現
象
学
的
な
間
主
観
性
と
ト
マ
セ
ロ
の
「
共
同
志
向
性
」

さ
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
言
語
の
現
象
学
に
つ
い
て
」（
一
九
五
一
年
）

に
お
い
て
、
パ
ロ
ー
ル
は
「
身
体
的
志
向
性
の
一
つ
の
顕
著
な
ケ
ー
ス
」（S:111

）

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
他
者
の
所
作
の
理
解
に
お
い
て
は
、
私
は
他
者
の
客
観
的

な
身
体
の
位
置
や
運
動
を
推
論
の
手
段
と
し
て
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ

の
人
の
志
向
・
意
図
を
直
接
的
に
理
解
す
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
パ
ロ
ー
ル
の
理

解
と
は
、
他
者
が
音
声
的
な
身
体
的
所
作
を
と
お
し
て
自
然
的
世
界
や
文
化
的
世

界
の
内
の
対
象
を
私
に
指
し
示
し
て
い
る
、
そ
の
志
向
・
意
図
の
理
解
な
の
で
あ

る
（S:111-112, cf.PP:215-216

）。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
ひ
と
つ
の
疑
問
を
呈
し
て
み
た
い
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
の
よ
う
な
考
え
方
で
は
、
言
語
的
な
志
向
性
を
身
体
的
志
向
性
へ
と
還
元
す

る
こ
と
に
な
り
、
言
語
的
な
志
向
性
の
特
殊
性
を
見
逃
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
と
言
っ
て
も
言
語
的
志
向
性
の
ほ
う
は
、
究
極
的
に

は
命
題
の
形
を
と
っ
て
「
知
識
」
や
「
信
念
」、
さ
ら
に
は
「
客
観
性
」
や
「
真
理
」

を
目
指
す
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
身
体
的
志
向
性
の
ほ
う
は
、
い
つ
ま
で
も

主
観
的
・
個
人
的
な
体
験
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し

一
方
で
、
も
し
言
語
獲
得
以
前
に
は
客
観
的
実
在
と
い
う
観
念
が
一
切
存
在
し
な

い
と
す
る
と
、
そ
の
実
在
世
界
を
指
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
言
語
が
習
得
さ
れ
る

う
え
で
の
基
盤
が
、
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
疑
問
も
わ
く
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
成
人
の
抱
く
よ
う
な
客

観
性
の
観
念
の
背
後
に
は
、
知
覚
論
的
な
間
主
観
性
の
世
界
が
存
在
す
る
。
た
と

え
ば
、
私
が
見
て
い
る
こ
の
対
象
に
は
、
私
が
直
接
的
に
は
見
る
こ
と
の
で
き
な

い
背
面
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
私
が
別
の
位
置
に
移
動
す
る
な
ら
ば
見
る
こ

と
の
で
き
る
側
面
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
、
そ
の
位
置
に
い
る
他
者
な
ら
ば
見

る
こ
と
の
で
き
る
側
面
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
身
体
的
存
在
で
あ
る
私
の
意

識
に
現
前
し
て
い
る
視
覚
対
象
の
見
え
に
は
、
可
能
的
な
他
者
の
視
点
が
付
帯
現

前
的
に
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
知
覚
の
レ
ベ
ル
で
の
間
主
観
性
が
、
言
語

に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
よ
う
な
客
観
性
の
観
念
を
支
え
て
い
る
と
い
う
の
が
、
メ

ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
継
承
し
た
間
主
観
性
の
考
え
方
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
私
が
自
他
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
違
い
を
理
解
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
議
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
論
「
哲
学
者
と
そ
の
影
」（
一
九
五
九
年
）
に
お
い
て
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。「
私
の
身
体
の
知
覚
す
る
物
が
本
当
に
存
在
者
に
な

る
の
は
、
そ
れ
が
他
者
に
よ
っ
て
も
見
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
、

推
定
上
、
観
察
者
と
い
う
名
に
価
す
る
す
べ
て
の
者
に
も
見
え
る
は
ず
だ
と
い
う



73 メルロ＝ポンティとトマセロにおける他者の志向性の理解について

こ
と
を
私
が
学
ん
だ
時
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
即
自
的
な
も
の
と
は
、
他

人
が
構
成
さ
れ
た
後
に
し
か
現
れ
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
」（S:212

）。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
よ
う
に
言
う
と
き
に
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
現
象
学

的
な
構
成
の
順
序
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
発
達
の
問

題
と
し
て
捉
え
返
し
、
上
で
見
て
き
た
よ
う
な
言
語
発
達
に
つ
い
て
の
ト
マ
セ
ロ

の
議
論
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
く
る
の
か
考
え
て
み
た
い
。

ト
マ
セ
ロ
は
二
〇
一
四
年
の
『
思
考
の
自
然
誌
』
に
お
い
て
、『
人
間
の
認
知
の

文
化
的
起
源
』
の
成
果
を
、
行
為
の
哲
学
に
お
け
る
「
共
有
志
向
性
（shared in-

tentionality

）」
を
め
ぐ
る
議
論（
Ｊ
・
サ
ー
ル
、
Ｍ
・
ギ
ル
バ
ー
ト
な
ど
）
と
つ
な

ぎ
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
著
で
ト
マ
セ
ロ
は
、
彼
が
か
つ
て
言
語
習
得

の
基
盤
と
見
な
し
た
「
共
同
注
意
場
面
」
で
共
有
さ
れ
て
い
る
志
向
性
の
こ
と
を
、

一
般
的
に「
共
同
志
向
性（joint intentionality

）」
と
い
う
概
念
で
表
現
し
て
い
る
。

ト
マ
セ
ロ
は
、「
九
か
月
革
命
」
の
時
期
の
幼
児
に
お
け
る
他
者
と
の
「
志
向
性

の
接
続
」
に
よ
っ
て
、
言
語
の
獲
得
以
前
に
、
自
ら
の
主
観
的
体
験
の
領
域
を
越
え

た
現
実
と
い
う
意
識
が
萌
芽
的
な
か
た
ち
で
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
真
の
意
味
で
の
「
客
観
性
」
や
「
真
理
」
の
観
念
、
誤
っ
て

い
る
こ
と
も
あ
り
う
る
「
信
念
」
と
い
う
観
念
は
、
命
題
言
語
の
獲
得
や
、
他
人
と

の
立
場
の
違
い
が
明
示
的
に
な
る
言
語
的
な
対
話
へ
の
繰
り
返
し
の
参
加
に
よ
っ
て
、

四
、五
歳
こ
ろ
以
降
か
ら
可
能
に
な
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
レ
ベ
ル
で
の
志

向
性
の
共
有
は
、
ト
マ
セ
ロ
に
よ
っ
て
「
集
合
的
志
向
性
（collective intentionality

）」

と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
文
化
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
社
会
的
規
範
（
慣

習
的
言
語
、
論
理
法
則
、「
理
由
」
の
説
明
、
等
々
）
に
し
た
が
っ
て
、
高
次
の
自
己

モ
ニ
タ
ー
の
能
力
を
駆
使
し
な
が
ら
、
三
人
称
的
な
「
誰
か
ら
の
も
の
で
も
な
い
」

視
点
か
ら
世
界
を
記
述
し
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
と
い
う
レ
ベ
ル
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
本
来
の
意
味
で
の
「
客
観
性
」
や
「
真
理
」
の
観
念
の

成
立
以
前
に
、
共
同
注
意
場
面
に
お
い
て
は
、
共
通
の
目
標
・
対
象
へ
と
向
け
ら

れ
た
志
向
性
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
異
な
っ
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を

も
っ
た
者
ど
う
し
の
間
の
「
概
念
的
共
通
基
盤
」（N

H
:44

）
が
形
成
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
共
通
基
盤
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
受
け
手
は
、
送
り
手
の
新
し
い
指
さ
し
や
シ
ン
ボ
ル
的
身
振
り
が
ど
う
い
う
意

図
で
自
分
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
ど
う
い
う
意
味
で
自
分
の
関
心
に
関
連
し

て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
推
論
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
ト
マ
セ
ロ
は
こ
れ
を

「
関
連
性
の
推
論
（relevance inference

）」（N
H

:52

）
と
呼
び
、
幼
児
に
お
け

る
言
語
習
得
の
土
台
と
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ふ
た
り
で
果
物

を
探
し
て
い
る
と
い
う
状
況
で
、
私
が
遠
く
の
バ
ナ
ナ
の
木
を
指
さ
し
た
ら
、
あ

な
た
は
、
そ
の
時
点
で
バ
ナ
ナ
の
葉
し
か
見
え
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
バ
ナ

ナ
を
見
つ
け
る
ま
で
そ
の
木
を
見
つ
め
続
け
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
バ
ナ
ナ
が
存

在
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
ふ
た
り
の
間
で
す
で
に
共
通
基
盤
と
な
っ
て
い
る
な
ら

ば
、
私
が
執
拗
に
バ
ナ
ナ
の
木
を
指
さ
し
続
け
た
ら
、
そ
れ
は
捕
食
者
が
そ
こ
に

潜
ん
で
い
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
指
さ
し
と

い
う
同
じ
行
為
に
よ
っ
て
、
何
が
指
示
さ
れ
て
い
る
か
を
受
け
手
が
知
る
こ
と
が

で
き
る
た
め
に
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
送
り
手
は
、
受
け
手
に
関
連
性

を
も
ち
、
か
つ
新
規
な
状
況
を
指
し
示
し
て
い
る
」（N

H
:55

）
と
い
う
こ
と
を
、

送
り
手
と
受
け
手
の
双
方
が
理
解
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
ト
マ
セ
ロ
が
と
り
あ

げ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
実
験
は
、
す
で
に
一
歳
児
に
お
い
て
こ
の
こ
と
の
理
解
が

そ
な
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
（N

H
:55-56

）。

こ
の
よ
う
に
、
幼
児
と
大
人
と
の
間
に
は
、
完
全
な
言
語
の
使
用
以
前
に
、
共
同

注
意
場
面
に
お
け
る
指
さ
し
や
シ
ン
ボ
ル
的
身
振
り
の
実
践
を
と
お
し
て
「
概
念
的

共
通
基
盤
」
と
い
う「
他
者
と
共
有
さ
れ
た
現
実
」（N

H
:44

）
が
構
成
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
が
言
語
習
得
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
共
通
基
盤
が
あ
っ
て
は
じ
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め
て
、
他
人
の
伝
達
志
向
性
、
伝
達
意
図
の
理
解
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
う

で
な
け
れ
ば
、
幼
児
は
指
さ
し
の
み
な
ら
ず
、
新
し
く
学
ぶ
言
葉（
た
と
え
ば「
ギ
ャ

バ
ガ
イ
」）
が
何
を
指
示
し
て
い
る
か
を
わ
か
る
よ
う
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
は
、
幼
児
に
お
け
る
他
者
の
身
体
的
志
向
性
の
理
解
の
レ
ベ
ル
に

お
い
て
す
で
に
、
自
分
自
身
の
視
点
を
越
え
る
、
他
者
と
共
有
さ
れ
た
世
界
と
い

う
観
念
の
萌
芽
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
正
し
け
れ

ば
、
共
同
志
向
性
を
め
ぐ
る
ト
マ
セ
ロ
の
議
論
は
、
身
体
的
志
向
性
の
レ
ベ
ル
で

成
立
し
て
い
る
間
主
観
性
が
、
の
ち
に
言
語
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
客
観
的
実
在

の
観
念
を
支
え
て
い
る
と
い
う
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
主
張
を
、
側
面
か
ら
支
持

し
て
く
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

わ
れ
わ
れ
は
、
幼
児
に
お
け
る
他
者
の
志
向
性
の
理
解
に
関
連
し
て
、
メ
ル
ロ

＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
は
、
他
人
と
の
二
項
的
関
係
か
ら
三
項
的
関
係
へ
の
移
行

に
つ
い
て
の
議
論
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
欠
落
を
共
同
注
意
や
共

同
志
向
性
を
め
ぐ
る
ト
マ
セ
ロ
の
議
論
で
補
っ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

最
初
期
の
幼
児
に
お
け
る
「
自
他
未
分
化
の
」
対
人
関
係
が
成
人
の
対
人
関
係
の

基
盤
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
発
想
を
生
か
し
つ
つ
、
こ
れ

ら
ふ
た
つ
の
対
人
関
係
の
様
相
間
の
連
続
性
と
差
異
を
正
当
に
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

【
注
】

⑴　

Zahavi (2014), chap.6 

を
参
照
の
こ
と
。
た
だ
し
、
ザ
ハ
ヴ
ィ
の
目
的
は
こ

の
よ
う
な
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
理
解
が
誤
解
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
こ

ろ
に
あ
る
。
私
は
こ
の
著
の
ト
マ
セ
ロ
評
価
（pp.185-186, pp.230-235 

な
ど
）

も
参
照
し
た
が
、
ザ
ハ
ヴ
ィ
は Tom

asello (2014) 

に
は
言
及
し
て
い
な
い
。

⑵　

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
も
簡
潔
に
で
は
あ
る
が
、
ギ
ョ
ー
ム
を
参
照
し
な
が
ら

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
遊
び
と
は
、
幼
児
と
両
親
が
は
じ
め
て
そ
の

役
割
を
交
換
す
る
は
た
ら
き
で
あ
る
。
幼
児
は
視
点
を
変
え
る
。
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
幼
児
は
他
人
を
自
分
か
ら
区
別
す
る
こ
と
を
学
ぶ
」（C

A
:37

）。

【
文
献
】（
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
と
ト
マ
セ
ロ
の
著
作
に

つ
い
て
は
以
下
の
略
号
を
用
い
て
表
記
す
る
。）

M
erleau-Ponty,M

. (1945), Phénom
énologie de la perception, G

allim
ard. [PP

と
略
記]

M
erleau-Ponty,M

. (1960), Signes, G
allim

ard. [S]

M
erleau-Ponty,M

. (1975), Les Relations avec autrui chez l’enfant, C
entre de 

D
ocum

entation U
niversitaire. [R

A
]

M
erleau-Ponty,M

. (1988), “La Conscience et l’acquisition du langage,” M
erleau-

Ponty à la Sorbonne, résum
é de cours 1949-1952, Cynara, pp.9-87. [C

A
]

Scheler,M
. (1973), W

esen und Form
en der Sym

pathie, G
esam

m
elte W

erke 

Bd.7, Francke.

Tom
asello,M

. (1999), The Cultural O
rigins of H

um
an Cognition, H

arvard U
.P.. [C

O
]

Tom
asello,M

. (2014), A Natural H
istory of H

um
an Thinking, H

arvard U
.P.. [N

H
]

Zahavi,D
. (2014), Self and O

ther: Exploring Subjectivity, Em
pathy, and 

Sham
e, O

xford U
.P.. 

（
音
喜
多
信
博
・
お
と
き
た　

の
ぶ
ひ
ろ
・
岩
手
大
学
）
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先
行
研
究
の
指
摘
の
通
り
（M

oran [2011: 59], C
avallaro [2016: 238], 

etc.

）、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
に
お
い
て
習
慣
概
念
は
主
題
的
に
は
考
察
さ
れ
て
い

な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
体
験
遂
行
や
そ
の
成
果
が
そ
れ
以
降
の
体
験
ひ
い
て
は
体
験

主
体
の
自
我
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
、
と
い
う
大
掴
み
の
定
義
を
与
え
る
こ
と
は

可
能
だ
が
、
そ
れ
で
も
あ
る
程
度
の
不
明
瞭
さ
は
残
る
。
ゆ
え
に
、
た
と
え
ば
先

に
挙
げ
た
よ
う
な
自
我
論
的
な
研
究
で
は
自
我
の
具
体
性
な
ど
と
の
関
連
で
、
ま

た
時
間
論
的
な
研
究
（
た
と
え
ば
山
口［2020

］な
ど
）
で
は
過
去
か
ら
現
在
へ
の

影
響
な
ど
と
の
関
連
で
、
習
慣
概
念
の
解
明
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
習
慣
概
念
が
未
解
明
で
あ
る
以
上
、
上
記
の
よ
う
な
諸
研
究
は

意
義
あ
る
も
の
だ
が
、
本
稿
は
そ
の
よ
う
な
方
向
を
採
ら
な
い
。
む
し
ろ
本
稿

は
、
ど
の
習
慣
も
時
間
・
体
験
流
無
し
に
成
立
し
得
な
い
こ
と
を
示
し
、
こ
れ
を

踏
ま
え
て
習
慣
の
前
提
た
る
体
験
流
の
自
己
構
成
（
＝
時
間
構
成
）
の
性
格
を
再

考
す
る
。
つ
ま
り
習
慣
を
、
解
明
さ
れ
る
べ
き
不
明
瞭
な
概
念
と
し
て
で
は
な
く

時
間
構
成
の
考
察
の
手
掛
か
り
と
し
て
再
解
釈
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
通
じ
て
、

時
間
構
成
は
先
時
間
的
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
時
間
の
中
に
登
場
す
る
、
と
い
う

性
格
を
再
考
察
す
る
の
が
本
稿
の
最
終
目
標
で
あ
る
。

先
時
間
的
な
時
間
構
成
の
「
時
間
の
中
に
登
場
す
る
」
と
い
う
性
格
は
、
す
で

に H
eld [1966] 

に
よ
っ
て
鮮
烈
な
仕
方
で
示
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
れ
を
批

判
せ
ず
、
途
中
ま
で
は
こ
れ
に
同
調
し
つ
つ
最
終
的
に
ヘ
ル
ト
（
あ
る
い
は
フ
ッ

サ
ー
ル
）
の
洞
察
に
一
つ
の
こ
と
を
付
け
加
え
る
。
予
め
述
べ
て
お
く
と
、「
生

き
生
き
し
た
現
在
」
が
そ
の
先
時
間
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
在
と
し
て
／
現
在
に

お
い
て
時
間
・
体
験
流
に
登
場
し
て
く
る
と
い
う
の
が
ヘ
ル
ト
の
指
摘
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
、「
現
在
」
の
時
間
構
成
に
よ
る
体
験
流
に
過
去
の
時
間

構
成
も4

登
場
す
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
過
去
の
時
間
構
成
が
密
か
に
現
在
の

時
間
構
成
を
支
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
る
。
こ
れ
は
、
習
慣
が
成
立

す
る
た
め
に
は
、「
現
在
」
に
お
い
て
構
成
さ
れ
た
体
験
流
に
過
去
の
体
験
遂
行

4

4

4

4

が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
過
去
の
体
験
遂
行
と
一
体
的

に
自
己
構
成
し
た
体
験
流
が
、「
現
在
」
に
お
い
て
自
己
構
成
し
て
い
る
体
験
流

と
一
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。
本
稿
で
は
以
上
の
こ
と
を
示
す
。

な
お
フ
ッ
サ
ー
ル
は
習
慣
を
多
様
に
表
現
す
る
が
、
各
表
現
の
間
に
意
味
上
の
大

き
な
違
い
は
無
い
よ
う
だ
（M

oran [2011: 59]

）。
本
稿
もH

abitus, H
abitualität, 

G
ew

ohnheit, 

を
一
括
し
て
「
習
慣
」
と
捉
え
た
。

第
一
節　

体
験
流
を
前
提
と
す
る
習
慣

も
う
一
度
大
雑
把
に
言
え
ば
、
習
慣
と
は
、
諸
々
の
体
験
遂
行
お
よ
び
そ
れ
ら

の
様
々
な
成
果
が
、
そ
れ
以
降
の
体
験
、
ひ
い
て
は
自
我
に
何
ら
か
の
仕
方
で
影

響
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら

フ
ッ
サ
ー
ル
時
間
論
に
お
け
る
時
間
構
成
の
習
慣
に
よ
る
再
解
釈
１

栁

川

耕

平



76

の
影
響
の
仕
方
に
は
踏
み
込
ま
ず
、
そ
も
そ
も
こ
れ
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
時

間
・
体
験
流
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
簡
単
に
確
認
す
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
自
我
の
高
次
の
段
階
に
も
低
次
の
段
階
に
も
習
慣
を
見
出
し
て

い
る
の
だ
が
（IV

 255

）、
い
ず
れ
の
段
階
の
習
慣
に
関
し
て
も
、
最
低
限
、
過

去
の
体
験
が
何
ら
か
の
形
で
保
持
さ
れ
る

4

4

4

4

4

こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
。

例
え
ば
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』

§２９
や
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』（
以
下
『
省
察
』
と
略
記
）

§３２
で
は
、「
態
度
決
定
」
や
「
確
信
」
と
い
っ
た
高
次
の
作
用
の
習
慣
が
記
述
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
習
慣
は
、
当
該
の
諸
作
用
を
も
た
ら
し
た
動
機
づ
け
連
関

が
自
我
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
、
妥
当
す
る
限
り
は
持
続
す
る
と
さ
れ
て
い

る
（I 100-101, IV

 112

）。
ま
た
、
低
次
の
段
階
の
習
慣
と
し
て
は
身
体
の
制
御

能
力
や
衝
動
・
本
能
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
身
体
の
制
御
能
力
に
関
し
て
は

「
練
習
」（IV

 254

）
に
よ
る
獲
得
が
指
摘
さ
れ
、
ま
た
衝
動
に
関
し
て
は
「
あ
る

衝
動
に
従
う
こ
と
は
習
慣
的
に
〈
従
い
た
く
な
る
衝
動
〉
を
基
礎
づ
け
る
」（IV, 

255

）
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
２
。
こ
こ
で
は
繰
り
返
し
の
中
で
の
獲
得
と
い
う
側

面
が
顕
著
だ
が
、
そ
も
そ
も
繰
り
返
し
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
た
め
に
は
、
最
低

限
、
そ
の
都
度
の
体
験
が
何
ら
か
の
形
で
保
持
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま

た
『
省
察
』

§３８
–§３９
で
は
能
動
的
綜
合
を
支
え
る
「
最
低
次
の
層
」（I 112

）
と
し

て
の
受
動
的
綜
合
が
登
場
す
る
が
、
こ
れ
は
「
歴
史
」（ebd.

）
を
持
ち
、「
習
慣

の
中
で
」
形
成
さ
れ
る
（I 113

）
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
対
象
が
対
象
と
し
て
触
発

的
に
現
れ
て
く
る
仕
方
さ
え
、
諸
体
験
の
蓄
積
の
中
で
成
立
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
過
去
の
体
験
の
保
持

4

4

が
見
出
さ
れ
３
、

こ
れ
を
習
慣
の
成
立
の
最
低
条
件
と
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、「
保
持
」
の
内
実
で
あ
る
。
第
一
に
、
こ
れ
は
明
瞭

に
想
起
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
過
去
の
態
度
決
定
・
確
信
の

遂
行
そ
れ
自
体
が
「
深
く
隠
さ
れ
て
い
る
」
場
合
も
、
そ
れ
が
再
び
顕
在
化
さ
れ

る
可
能
性
さ
え
保
持
さ
れ
て
い
れ
ば
そ
の
習
慣
は
保
た
れ
る
（IV

 222

）。
ま
た
、

そ
の
動
機
づ
け
連
関
が
本
当
は
曖
昧
な
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
明
示

的
に
打
ち
消
さ
れ
る
ま
で
は
効
力
を
持
ち
、
習
慣
を
保
持
す
る
（IV

 221-222

）。

し
た
が
っ
て
、
本
能
的
習
慣
や
身
体
的
習
慣
は
言
う
に
及
ば
ず
、
高
次
の
理
性
的

な
作
用
の
習
慣
で
あ
っ
て
も
、「
保
持
」
と
は
明
瞭
に
想
起
さ
れ
得
る
よ
う
に
保

存
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
第
二
に
、『
省
察
』
の
議
論
で
今
も
効
力
を
持
つ
か

つ
て
の
確
信
が
「
私
の
確
信
」
や
「
習
慣
的
に
自
分
固
有
の
確
信
」
と
さ
れ
て
い

た
よ
う
に
（I 101

）、
過
去
の
体
験
は
「
私
の
」
体
験
で
あ
る
限
り
で
現
在
に
対

し
て
影
響
を
持
つ
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
習
慣
は
自
我
の
具
体
性
に
関
与
す
る
。

第
三
に
、
こ
の
「
私
」
は
あ
く
ま
で
体
験
流
の
相
関
者
（IV

 112

）
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
に
よ
れ
ば
、
時
間
性
が
「
体
験
と
体
験
と
を
結
び
つ

け
る
あ
る
必
然
的
な
形
式
」（III/1 182

）
と
表
現
さ
れ
、「
各
体
験
は
一
つ
の
無

限
な
『
体
験
流
』
に
属
し
て
い
る
」（ebd.

）
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
体
験
流
と

は
諸
体
験
が
内
在
的
時
間
と
い
う
形
式
に
従
っ
て
流
れ
と
し
て
統
一
さ
れ
た
も
の

だ
と
言
え
る
。
ま
た
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
で
も
体
験
流
が
「
無
限
な
内
在
的
時
間
の

統
一
体
」（IV

 113

）
だ
と
さ
れ
、
習
慣
を
担
う
「
私
」
は
こ
の
体
験
流
に
「
数

的
に
一
個
の
同
一
の
自
我
」（IV

 112

）
と
し
て
属
す
と
さ
れ
る
（ebd.

）。
以
上

を
踏
ま
え
る
と
、
過
去
の
私
の
体
験
と
い
う
の
は
、
現
在
の
体
験
が
属
し
て
い
る

の
と
同
じ
体
験
流
に
属
し
て
い
る
過
去
の
体
験
の
こ
と
だ
と
解
釈
し
直
せ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
過
去
の
体
験
の
保
持
と
は
、
必
ず
し
も
明
瞭
に
想
起
さ
れ

る
と
は
限
ら
な
い
形
で
、
過
去
の
体
験
が
、
現
在
の
体
験
が
属
す
の
と
同
じ
体
験

流
に
「
組
み
込
ま
れ
て
い
るsich einordnen

」（I 109

）
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
体
験
流
に
お
け
る
保
持
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
想
定
す
る
習
慣
が
成
立

す
る
た
め
の
最
低
条
件
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
習
慣
は
体
験
流
を
前
提
す

る
と
言
え
る
。
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第
二
節　

時
間
構
成

前
節
で
は
習
慣
が
体
験
流
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
が
、
体
験
流
は

ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
の
か
。
予
め
述
べ
て
お
く
と
、
時
間
形
式
を
伴
う
体
験

流
は
自
己
構
成
、
つ
ま
り
自
分
自
身
を
構
成
す
るsich konstituieren

と
い
う
仕

方
で
生
じ
（I 81, X

 80, 116 etc.

）、
し
か
も
こ
れ
は
「
現
在
」
に
お
い
て
生
じ

て
い
る
。
以
下
で
そ
の
こ
と
を
確
認
し
よ
う
。

ま
ず
、
そ
も
そ
も
知
覚
に
は
原
印
象
・
予
持
・
把
持
と
い
う
基
本
的
な
時
間
的
志

向
性
が
見
出
さ
れ
る
。
何
ら
か
の
時
間
的
な
拡
が
り
が
知
覚
さ
れ
る
際
、
そ
の
拡
が

り
の
諸
位
相
は
こ
れ
ら
の
志
向
性
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
、「
現
在
」
に
お
い
て
全
て

い
ち
ど
き
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（X

 81, M
at V

III, 66-67

）。
さ
ら
に
本
稿
の

議
論
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
一
度
把
持
に
捉
え
ら
れ
た
出
来
事
は
、
基
本
的
に
は

保
持
さ
れ
続
け
る
。
例
え
ば
、
今
コ
ン
サ
ー
ト
の
二
曲
目
の
演
奏
を
聞
い
て
い
る

と
す
る
と
、
把
持
は
こ
の
曲
の
始
ま
り
ま
で
し
か
志
向
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な

く
、
明
瞭
さ
の
程
度
は
別
と
し
て
、
一
曲
目
や
昼
食
、
さ
ら
に
そ
の
前
の
出
来
事

を
も
志
向
し
て
い
る
。『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』（
以
下
『
時
間
意
識
講
義
』

と
略
記
）

§１０
の
図
（X

 28

）
は
こ
の
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
だ

ろ
う
。
知
覚
に
は
以
上
の
よ
う
な
時
間
構
造
が
あ
る
が
、
知
覚
は
体
験
遂
行
そ
れ

自
体
を
も
、
そ
れ
が
生
じ
て
い
る
ま
さ
に
そ
の
時
に
自
己
意
識
的
に
知
覚
し
て
お

り
、
こ
れ
が
体
験
流
の
自
己
構
成
に
関
与
し
て
い
る
（X

 80-82, 116

）４
。
つ
ま

り
、
あ
る
体
験
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
ま
さ
に
そ
の
時
、
こ
の
遂
行
の
働
き
そ
れ
自

身
が
自
己
知
覚
的
に
、
よ
り
正
確
に
は
自
己
原
印
象
的
に
捉
え
ら
れ
５
、
ま
た
本
稿

の
議
論
に
関
係
す
る
限
り
で
言
え
ば
、
限
り
な
く
延
び
る
自
己
把
持
に
よ
っ
て
過

去
の
諸
々
の
体
験
遂
行
も
捉
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
が
「
現
在
」
に
お
い
て
い
ち
ど
き

に
取
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
体
験
遂
行
そ
れ
自
身
に
対
す
る
自
己

知
覚
と
そ
こ
に
備
わ
る
時
間
的
構
造
に
よ
り
、「
現
在
」
に
お
い
て
、
時
間
的
秩
序

に
従
っ
て
統
一
さ
れ
た
体
験
流
が
自
己
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（M

at. V
III 4

）６
。

前
節
で
は
あ
る
体
験
が
体
験
流
の
中
へ
「
組
み
込
ま
れ
る
」
と
い
う
表
現
を
用

い
た
が
、
上
記
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
れ
は
体
験
流
の
自
己
構
成
と
同
義
だ

と
解
釈
で
き
る
。
と
い
う
の
も
体
験
流
の
自
己
構
成
は
、
先
述
の
通
り
、
あ
る
体

験
に
対
す
る
そ
の
体
験
遂
行
と
一
体
的
な
自
己
知
覚
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
の
で

あ
り
、
言
う
な
れ
ば
、
自
己
知
覚
さ
れ
て
い
る
そ
の
体
験
を
中
心
と
し
て
諸
体
験

が
統
一
さ
れ
、
体
験
流
が
構
成
さ
れ
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
体
験
が
体

験
流
へ
組
み
込
ま
れ
る
と
い
う
の
は
、
何
ら
の
体
験
も
含
ま
な
い
空
虚
な
体
験
流

が
構
成
さ
れ
、
し
か
る
後
に
体
験
が
そ
の
中
へ
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
ま
さ
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
そ
の
体
験
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
位
置
に
そ

の
体
験
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
体
験
流
が
全
体
と
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
だ

と
解
釈
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

ま
た
、
体
験
流
の
自
己
構
成
が
生
じ
る
「
現
在
」
は
時
間
上
の
一
時
点
と
し
て

の
現
在
で
は
な
い
（M

at. V
III 6

）。
な
ぜ
な
ら
、
時
間
・
体
験
流
が
構
成
さ
れ

る
場
面
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
が
前
提
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
か
ら

だ
。
む
し
ろ
、
こ
れ
は
時
間
・
体
験
流
の
根
源
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
先
時
間
的
な
性
格
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
時
間
・
体
験
流
を
生
み
出
す
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
現
在
」
は
時
間
構
成

と
い
う
働
き
の
生
き
生
き
さ（
生
動
性
）
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、

時
間
構
成
を
も
た
ら
す
自
己
知
覚
の
体
験
遂
行
と
の
一
体
性
を
考
慮
す
る
と
、
こ

れ
は
体
験
が
遂
行
さ
れ
る
際
の
生
動
性
と
し
て
も
解
釈
で
き
る
。
た
だ
、
こ
の
よ

う
な
先
時
間
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
「
現
在
」
は
、
反
省
・
記
述
の
際
に
、

さ
ら
に
言
え
ば
自
己
知
覚
・
自
己
意
識
の
際
に
は
す
で
に
、
自
分
自
身
に
対
す
る

対
象
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
対
象
で
あ
る
が
ゆ
え
に
時
間
的
な
性
格
を
付
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与
さ
れ
、
本
来
は
不
適
切
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
、
な
ど
と
表
現
さ
れ

る
（M

at. V
III 7

）。

以
上
で
確
認
し
た
、
時
間
に
先
立
ち
時
間
を
可
能
に
す
る
、
し
か
し
時
間
・
体

験
流
内
部
の
現
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う
、
体
験
遂
行
の
生
動
性
そ
の
も
の

と
し
て
の
「
現
在
」
と
い
う
の
は
、
ヘ
ル
ト
が
指
摘
し
た
「
生
き
生
き
し
た
現
在
」

そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ル
ト
の
指
摘
を
踏
ま
え
れ
ば
、
時
間
構
成
は
こ
の
「
現

在
」
に
お
い
て
す
で
に
「
時
間
の
中
に
登
場
す
る
」
と
い
う
性
格
を
持
つ
の
だ
が

（H
eld[1966: 63]

）、
こ
れ
に
関
し
て
は
次
節
後
半
で
論
じ
る
。

第
三
節　
「
時
間
の
中
に
登
場
す
る
」
と
い
う
性
格

第
三
節
⒜
　
習
慣
と
時
間
構
成

第
一
節
で
は
体
験
流
が
習
慣
成
立
の
た
め
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
、
第
二
節
で
は
そ
の
体
験
流
が
ま
さ
し
く
今
の
体
験
遂
行
と
一
体
的
に
、
時
間

の
根
源
と
し
て
の
「
現
在
」
に
お
い
て
自
己
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

以
下
で
は
時
間
構
成
と
習
慣
の
問
題
を
考
え
併
せ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
明
示
的
に
は

語
ら
な
か
っ
た
内
容
を
組
み
立
て
る
。

習
慣
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
過
去
の
体
験
遂
行
と
現
在
の
体
験
遂
行
が
同
じ

体
験
流
に
「
組
み
込
ま
れ
」
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
っ
た
。
ま
ず
第
二
節

の
考
察
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
体
験
遂
行
が
そ
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
体
験
流
は
こ

の
体
験
遂
行
と
一
体
的
に
自
己
構
成
し
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
体
験
遂
行
と
時
間

構
成
と
の「
現
在
」
に
お
け
る
一
体
性
を
踏
ま
え
る
と
、
過
去
の
体
験
遂
行
が「
現

在
」
に
お
い
て
構
成
さ
れ
た
体
験
流
に
属
す
、
と
い
う
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
に

な
る
。
と
い
う
の
も
、
過
去
の
体
験
遂
行
は
、
現
在
、
初
め
て
体
験
流
に
組
み
込

ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
遂
行
さ
れ
た
ま
さ
に
そ
の
時
（
＝
現
在
か
ら
見
た

過
去
）
に
体
験
流
に
「
組
み
込
ま
れ
」、
そ
し
て
過
去
の
体
験
遂
行
が
そ
こ
に
「
組

み
込
ま
れ
る
」
体
験
流
は
、
そ
の
体
験
遂
行
と
一
体
的
に
自
己
構
成
し
た
か
ら
で

あ
る
。
体
験
流
に「
組
み
込
ま
れ
る
」
こ
と
な
く
保
持
さ
れ
た
体
験
と
い
う
の
は
、

少
な
く
と
も
フ
ッ
サ
ー
ル
時
間
論
の
枠
組
に
同
意
す
る
限
り
は
反
意
味
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
う
で
あ
る
以
上
、「
現
在
」
に
お
い
て
過
去
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る

体
験
遂
行
も
、
か
つ
て
生
き
生
き
と
遂
行
さ
れ
、
そ
の
遂
行
と
一
体
的
に
自
己
構

成
し
て
き
た
体
験
流
の
中
に
（
そ
の
時
の
）
現
在
の
体
験
遂
行
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
習
慣
成
立
の
た
め
に
は
過
去
の
体
験
遂
行
と
現
在
の
体

験
遂
行
と
が
同
一
の
体
験
流
に
属
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
、
現

在
の
体
験
遂
行
が
体
験
流
に
「
組
み
込
ま
れ
る
」
際
に
過
去
の
体
験
遂
行
も
初
め

4

4

て4

、
直
接

4

4

同
じ
体
験
流
に
「
組
み
込
ま
れ
る
」
と
い
う
仕
方
で
生
じ
る
の
で
は
な

く
、
現
在
の
体
験
遂
行
が
そ
こ
に
「
組
み
込
ま
れ
る
」
体
験
流
が
過
去
の
体
験
遂

行
と
一
体
的
に
構
成
さ
れ
た
体
験
流
と
同
一
の
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う

仕
方
で
生
じ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
短
く
言
え
ば
「
現
在
」
の
時
間
構
成

は
、
過
去
の
時
間
構
成
と
同
一
の
も
の
を
構
成
す
る
よ
う
に
機
能
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
こ
れ
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
暗
黙
的
に

4

4

4

4

、
少
な
く
と
も
過
去
の
時
間

構
成
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
保
持
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
の
過
去
と
は
、
過
去
の
体
験
が
遂
行
さ
れ
た
そ
の
時
の
こ
と
で
あ

る
。
体
験
遂
行
は
体
験
流
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
た
め
、
こ
れ
は
体
験
流
上
の
過

去
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
習
慣
成
立
の
た
め
に

は
、「
現
在
」
に
お
い
て
自
己
構
成
し
て
く
る
体
験
流
に
は
過
去
の
体
験
遂
行
も

属
し
て
い
る
が
、
体
験
遂
行
と
時
間
構
成
の
一
体
性
に
よ
り
、
過
去
の
体
験
遂
行

に
影
の
よ
う
に
付
き
ま
と
う
過
去
の
時
間
構
成
も
「
現
在
」
の
体
験
流
に
暗
黙
的

4

4

4

に4

含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
留
保
が
あ
る
。
第
一
に
、「
現
在
」
の
時
間

構
成
と
過
去
の
時
間
構
成
と
は
同
列
で
は
な
い
。
体
験
流
は
常
に
「
現
在
」
に

お
い
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、「
現
在
」
の
体
験
流
の
内
部
に
過
去
の
時
間
構
成
が

見
出
さ
れ
る
と
し
て
も
こ
れ
は
も
は
や
生
動
的
で
は
な
く
、「
現
在
」
に
お
け
る

体
験
流
の
成
立
に
直
接
に
は
参
与
し
な
い
。
ゆ
え
に
、
過
去
の
時
間
構
成
と
は
い

わ
ば
時
間
構
成
の
抜
け
殻
の
よ
う
な
も
の
、（
本
当
は
）
も
は
や
時
間
構
成
で
は

な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
「
現
在
」
の
時
間
構
成
は
過
去
の
時
間
構

成
（
だ
っ
た
も
の
）
に
対
し
て
優
位
を
持
つ
。
第
二
に
、
過
去
の
時
間
構
成
は
決

し
て
明
示
的
な
仕
方
で
対
象
と
し
て
現
れ
る
の
で
は
な
く
、
暗
黙
的
に
、
つ
ま
り

過
去
の
体
験
遂
行
に
付
き
ま
と
う
よ
う
な
仕
方
で
し
か
現
れ
ず
、
し
か
も
先
述
の

よ
う
に
、
厳
密
に
言
え
ば
も
は
や
時
間
構
成
で
は
な
い
も
の
と
し
て
し
か
現
れ
な

い
。
第
三
に
、「
同
一
」
の
体
験
流
が
構
成
さ
れ
る
と
言
わ
れ
る
と
き
、
こ
の
同

一
性
は
、
過
去
と
「
現
在
」
の
二
つ
の
体
験
流
を
並
べ
て
外
か
ら
確
認
さ
れ
る
の

で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
対
象
化
は
、
体
験
流
に
は
（
そ
し
て
時
間
構
成
に
も
）

不
適
切
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
の
「
同
一
性
」
は
、
体
験
流
（
ひ
い
て
は
時

間
構
成
）
そ
れ
自
身
の
内
部
か
ら
見
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
体

験
流
（
ひ
い
て
は
時
間
構
成
）
を
主
体
的
に
遂
行
す
る
際
の
生
動
性
か
ら
理
解
さ

れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
最
後
に
、
時
間
構
成
が
現
在
と
過
去

に
見
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
時
間
構
成
は
「
持
続
」
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
時

間
・
体
験
流
を
成
立
さ
せ
る
た
め
、
こ
れ
は
時
間
構
成
の
体
験
流
上
で
の
過
去
か

ら
現
在
へ
の
持
続
と
し
て
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
以
上
を
踏
ま
え
て
も
な
お
、「
現
在
」
の
時
間
構
成
が
過
去
の
時
間
構

成
を
暗
黙
的
に
含
む
こ
と
、「
現
在
」
に
お
い
て
自
己
構
成
し
て
い
る
体
験
流
の

内
部
に
過
去
の
時
間
構
成
が
暗
黙
的
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
覆
ら
な
い
だ
ろ
う
。

た
だ
前
節
末
尾
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
時
間
構
成
が
先
時
間
的
な
「
生

き
生
き
し
た
現
在
」
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
時
間

構
成
の
時
間
へ
の
（
現
在
に
お
け
る
／
現
在
と
し
て
の
）
登
場
を
含
意
し
て
い

る
。
本
稿
が
指
摘
す
る
「
時
間
の
中
に
登
場
し
て
く
る
」
と
い
う
性
格
は
、「
生

き
生
き
し
た
現
在
」
の
そ
れ
と
ど
う
違
う
の
か
。
こ
れ
ら
に
答
え
る
べ
く
、
最
後

に
「
生
き
生
き
し
た
現
在
」
を
参
照
す
る
。

第
三
節
⒝
　
生
き
生
き
し
た
現
在
と
の
対
比

ま
ず
、「
生
き
生
き
し
た
現
在
」
と
は
何
か
を
概
観
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

ヘ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
が
問
題
に
し
た
の
は
意
識
が
根
源
的
に
生

き
生
き
と
世
界
へ
向
き
合
う
場
面
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
時
間
・
体
験
流
さ
え
も
が

そ
こ
で
構
成
さ
れ
る
よ
う
な
根
源
的
な
生
成
の
場
で
あ
り
、
時
間
・
体
験
流
を
可

能
に
す
る
が
ゆ
え
に
先
時
間
的
な
も
の
と
さ
れ
る
（H

eld[1966: 112-118]

）。
さ

ら
に
こ
れ
に
は
「
流
れ
つ
つ
立
ち
と
ど
ま
る
」
と
い
う
性
格
が
見
出
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
一
方
で
こ
れ
は
生
が
不
断
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
そ
の
場
面
・
そ
の
生
動

性
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
絶
え
ず
生
が
生
き
生
き
と
遂
行
さ
れ
て
い
る
限
り
は
常
に

そ
の
遂
行
の
場
面
で
見
出
さ
れ
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
私
の
目
の
前
に
常
に
「
立

ち
と
ど
ま
る
」、
別
言
す
れ
ば
、
時
間
的
な
変
化
を
被
る
こ
と
な
く
常
に
同
一
的

で
あ
り
続
け
る
（H

eld[1966: 63, 126-128]

）。
他
方
で
こ
れ
は
反
省
に
お
い
て
、

あ
る
い
は
そ
も
そ
も
体
験
遂
行
と
一
体
的
な
自
己
知
覚
に
お
い
て
対
象
と
し
て
捉

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
本
来
は
不
適
切
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
体
験
流
上
の
現
在
と
し
て
、
時
間
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら

れ
、
こ
の
点
で
「
流
れ
る
」
と
さ
れ
る
（H

eld[1966: 63, 79 etc. ]

）。
以
上
よ
り
、

問
題
の
場
面
は
「
生
き
生
き
し
た
現
在
」
と
呼
ば
れ
、
時
間
の
根
源
と
し
て
常
に

同
一
的
で
あ
り
先
時
間
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
独
特
の
仕
方
で
体
験
流
の

中
に
登
場
し
て
く
る
と
さ
れ
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
、
こ
れ
は
第
二
節
で
確
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認
し
た
も
の
と
同
一
の
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
ヘ
ル
ト
の
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
れ

ば
、
時
間
構
成
は
そ
も
そ
も
そ
れ
自
身
で
す
で
に
時
間
・
体
験
流
へ
と
登
場
す
る

の
で
あ
り
、
本
稿
で
確
認
さ
れ
た
「
時
間
の
中
に
登
場
し
て
く
る
」
と
い
う
性
格

も
こ
れ
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
が
持
ち
上
が
る
。

冒
頭
で
も
述
べ
た
が
、
第
二
節
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
本
稿
はH

eld[1966]

に

同
調
し
て
い
る
。
つ
ま
り
時
間
構
成
が
現
在
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

／
現
在
と
し
て

4

4

4

4

4

時
間
・
体

験
流
に
登
場
す
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
ヘ
ル
ト
に
完
全
に
同
意
す
る
。
し
か
し

本
稿
は
習
慣
と
の
関
連
に
お
い
て
、「
現
在
」
に
お
い
て
構
成
さ
れ
た
体
験
流
に

過
去
の

4

4

4

時
間
構
成
も4

登
場
す
る
こ
と
を
も
指
摘
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
論
者
の

見
る
と
こ
ろ
、
こ
の
過
去
の

4

4

4

時
間
構
成
の
体
験
流
へ
の
登
場
は
、「
生
き
生
き
し

た
現
在
」
の
現
在
に
お
け
る
／
現
在
と
し
て
の
体
験
流
へ
の
登
場
と
は
異
な
る
。

こ
の
差
異
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
の
は
、
本
節
前
半
で
確
認
し
た
、
真
の
意
味

で
の
時
間
構
成
は
「
現
在
」
の
時
間
構
成
だ
け
で
、
過
去
の
時
間
構
成
は
厳
密
に

言
え
ば
も
は
や
時
間
構
成
で
は
な
く
、
暗
黙
的
に
し
か
現
れ
な
い
と
い
う
点
で
あ

る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、「
現
在
」
の
時
間
構
成
、
過
去
の
時
間
構
成
と
言

わ
れ
る
と
き
の
「
現
在
」
と
過
去
の
性
格
の
違
い
が
露
に
な
る
。

く
ど
い
よ
う
だ
が
、
体
験
流
は
常
に
体
験
遂
行
ひ
い
て
は
時
間
構
成
そ
れ
自
体

の
生
動
性
で
あ
る
「
現
在
」
に
お
い
て
自
己
構
成
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
現
在
」

と
は
、
時
間
の
根
源
と
し
て
の
先
時
間
的
な「
生
き
生
き
し
た
現
在
」
な
の
だ
が
、

自
己
知
覚
に
お
い
て
対
象
化
さ
れ
、
現
在
と
い
う
時
間
的
な
規
定
を
帯
び
て
体
験

流
の
中
に
登
場
す
る
。
さ
て
、「
生
き
生
き
し
た
現
在
」
が
不
可
避
的
に
帯
び
て

し
ま
う
現
在
と
い
う
時
間
的
規
定
は
、「
生
き
生
き
し
た
現
在
」
の
本
来
の
先
時

間
性
を
踏
ま
え
る
と
た
し
か
に
不
適
切
な
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
完
全
に
的
外
れ
な

規
定
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
「
生
き
生
き
し
た
現
在
」
は
、
そ

の
先
時
間
性
ゆ
え
に
体
験
流
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も

「
生
き
生
き
し
た
現
在
」
と
体
験
流
上
の
現
在
は
、
少
な
く
と
も
共
に
現
在
で
あ

る
か
ら
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
生
き
生
き
し
た
現
在
」
が
先
時
間
的
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
現
在
と
い
う
時
間
的
な
規
定
が
不
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て

さ
え
い
れ
ば
、
こ
の
規
定
は
そ
の
不
適
切
さ
ゆ
え
に
む
し
ろ
先
時
間
的
な
「
生
き

生
き
し
た
現
在
」
へ
の
参
照
指
示
、
あ
る
い
は
通
路
と
し
て
機
能
し
得
る
。
フ
ッ

サ
ー
ル
ひ
い
て
は
ヘ
ル
ト
が
、「
生
き
生
き
し
た
現
在
」
を
不
適
切
に
も
か
か
わ

ら
ず
現
在
と
呼
ん
だ
の
も
、
以
上
の
理
由
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

翻
っ
て
過
去
の
時
間
構
成
と
言
う
と
き
の
過
去
に
は
、
も
は
や
先
時
間
性
へ
の

通
路
と
し
て
の
性
格
は
無
い
。
現
在
と
い
う
規
定
は
、
そ
の
不
適
切
さ
も
含
め

て
、
時
間
の
根
源
と
し
て
の
生
動
的
な
時
間
構
成
を
規
定
し
得
た
の
に
対
し
、
過

去
の
、
と
い
う
規
定
が
示
す
の
は
、
そ
れ
が
も
は
や
生
き
生
き
と
は
働
い
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
、
も
は
や
時
間
の
根
源
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
過
去
と
い
う
規
定
は
何
ら
の
先
時
間
性
も
指
し
示
さ
な
い
。
し
か
し
そ
う
は

言
っ
て
も
「
過
去
の
時
間
構
成
」
は
、
た
と
え
「
現
在
」
の
体
験
流
の
成
立
に
直

接
参
与
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
た
し
か
に
時
間
構
成
と
し
て
生
き
生
き
と
働
い

て
い
た
こ
と
が
あ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
過
去
の
時
間
構
成

4

4

4

4

と
は
呼
べ
な
い
。
そ
の
意
味
で
過
去
の
時
間
構
成
は
、
厳
密
に
は
も
は
や
時
間
構

成
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
完
全
に
別
物
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
過
去
の
時
間

構
成
は
、
過
去
の
体
験
遂
行
に
付
き
ま
と
う
も
の
と
し
て
し
か
見
出
さ
れ
ず
、
し

か
も
そ
れ
自
身
は
も
は
や
「
現
在
」
の
体
験
流
の
成
立
に
は
参
与
し
て
い
な
い
。

「
現
在
」
の
体
験
流
に
お
い
て
過
去
の
時
間
構
成
が
暗
黙
的
に
登
場
す
る
と
言
わ

れ
る
と
き
、
登
場
し
て
く
る
「
過
去
の
時
間
構
成
」
と
は
こ
の
よ
う
に
お
ぼ
ろ
げ
な

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
お
ぼ
ろ
げ
・
暗
黙
的
な
過
去
の
時
間
構
成
が「
現
在
」

の
体
験
流
に
お
い
て
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
現
在
」
の
時
間
構

成
が
過
去
の
自
分
の
働
き
の
履
歴
を
引
き
受
け
て
い
な
け
れ
ば
、
過
去
の
体
験
遂
行
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が
「
現
在
」
の
体
験
流
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
く
、
習
慣
と
い
う
も
の
も
成
立

し
得
な
い
。
ヘ
ル
ト
（
お
よ
び
フ
ッ
サ
ー
ル
）
の
洞
察
に
こ
の
内
容
は
見
出
さ
れ

ず
、
こ
の
点
で
本
稿
は
彼（
ら
）
の
洞
察
に
付
け
加
え
を
行
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
習
慣
ま
で
考
慮
に
入
れ
て
時
間
構
成
を
考
察
し
、「
現
在
」
の
時
間

構
成
に
お
い
て
成
立
す
る
体
験
流
の
内
部
に
、
過
去
の
、
も
は
や
生
き
生
き
し
て

い
な
い
時
間
構
成
が
登
場
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
習
慣
の
前
提
と
し

て
の
時
間
・
体
験
流
の
成
立
の
た
め
に
は
、
現
在
に
お
け
る
／
現
在
と
し
て
の
時

間
構
成
の
み
な
ら
ず
、
過
去
の
時
間
構
成
ま
で
も
が
、「
現
在
」
の
時
間
構
成
に

よ
っ
て
成
立
す
る
時
間
・
体
験
流
の
中
へ
と
登
場
し
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
、「
現
在
」
の
時
間
構
成
は
自
分
自
身
の
働
き
の
履
歴
を
引
き
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
考
察
が
意
味
す
る
の
は
、
同
一
の
体
験
流
が
今
も

4

4

あ
り
か
つ
て
も

4

4

4

4

あ
っ

た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
し
て
時
間
構
成
は
、
体
験
流
上
で
持

続
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
の
時

4

4

4

も
そ
の
前

4

4

4

も
働
い
て
い

た
し
、
そ
れ
ら
を
引
き
受
け
て
ま
さ
に
今4

働
い
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
第
三
節
で
も
確
認
し
た
よ
う
な
い
く
つ
か
の

留
保
は
付
く
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
今
回
の
考
察
は
、
現
在
の
時
間
構
成
を
過
去

の
時
間
構
成
（
時
間
構
成
だ
っ
た
も
の
）
が
密
か
に
支
え
て
い
る
と
い
う
構
図
を

示
唆
し
て
い
る
と
言
え
る
。
例
え
ば
、「
流
れ
つ
つ
立
ち
と
ど
ま
る
」
の
「
立
ち

と
ど
ま
る
」
は
、「
常
に

4

4

同
一
の
も
の
で
あ
り
続
け
る

4

4

4

」
と
い
う
意
味
に
解
釈
で

き
る
が
、
こ
れ
ら
の
「
常
に
」
や
「
⋮
し
続
け
る
」
と
い
う
表
現
も
、
現
在
の
時

間
構
成
に
対
す
る
か
つ
て
の
時
間
構
成
の
暗
黙
的
な
参
与
を
表
現
し
た
も
の
と
し

て
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
考
察
し
た
の
は
時
間
構
成
の
こ
の
あ
る
種
の
時

間
性
、
持
続
性
、
あ
る
い
は
習
慣
性
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
時
間
構
成
に
お
い
て

過
去
が
担
う
、（
現
在
と
は
違
う
意
味
で
の
）
時
間
の
基
底
と
し
て
の
役
割
を
示

唆
し
て
い
る
。
こ
れ
を
よ
り
詳
細
に
解
明
で
き
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
の
中

で
、
時
間
論
は
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
ば
自
我
と
他
我
（
こ
れ
は
し
ば
し
ば
現
在
と

非
現
在
と
類
比
的
に
語
ら
れ
る
）
を
扱
う
自
我
論
・
他
者
論
７
な
ど
に
対
し
て
、

多
少
な
り
と
も
展
開
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
。

註1　

査
読
コ
メ
ン
ト
を
受
け
、
発
表
時
か
ら
タ
イ
ト
ル
を
修
正
し
た
。

2　

別
の
草
稿
で
は
、
食
欲
の
よ
う
な
本
能
的
な
欲
求
さ
え
も
欲
求
対
象
に
対
す

る
志
向
と
そ
の
充
実
の
繰
り
返
し
に
お
い
て
徐
々
に
構
成
さ
れ
る
と
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
が「
衝
動
習
慣
性Triebhabitualität

」（X
LII 95

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

原
始
的
な
欲
求
さ
え
も
志
向
と
充
実
の
繰
り
返
し
の
中
で
成
立
す
る
と
い
う
記

述
は
別
の
箇
所
に
も
見
ら
れ
る
（vgl. M

at.V
III 257-259

）。
こ
こ
か
ら
、
フ
ッ

サ
ー
ル
は
本
能
で
さ
え
も
志
向
と
充
実
の
繰
り
返
し
お
よ
び
そ
の
前
提
と
し
て

の
体
験
の
「
保
持
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
考
え
、
そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は

こ
れ
を
習
慣
と
呼
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

₃　

な
お
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
で
は
上
述
の
最
低
層
の
時
間
的
な
生
成
を
認
め
て
い
な

い
よ
う
だ
が
（IV

 253

）、
こ
の
著
作
は
最
低
層
が
習
慣
的
で
あ
る
と
も
述
べ
な
い
。

ま
た
、『
経
験
と
判
断
』

§２５
の
習
慣
は
「
い
わ
ば
わ
れ
わ
れ
の
助
力
無
し
に
」（EU

 

138
）
形
成
さ
れ
る
点
で
『
省
察
』
や
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
の
も
の
と
は
多
少
異
な

る
が
、
こ
こ
で
も
体
験
の
保
持
と
い
う
特
徴
は
見
出
さ
れ
る
（EU

 136-138

）。

₄　

た
と
え
ば
、『
時
間
意
識
講
義
』

§３９
で
は
「
把
持
の
把
持
」
が
記
述
さ
れ
（X
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）、
こ
れ
の
お
か
げ
で
「
流
れ
そ
れ
自
体
の
統
一
性
が
︹
⋮
︺
お
の
れ
を

構
成
す
る
」（X

 82

）
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
補
遺
Ⅷ
で
は
、
よ
り
直
接
的
に

「
こ
の
︹
体
験
流
の
︺
統
一
性
は
、
そ
の
流
れ
そ
れ
自
体
の
事
実
に
よ
っ
て
原
本

的
に
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
事
実
と
は
︹
⋮
︺
注
意
す
る
光
線
が
そ
の
中
で
流
れ

へ
と
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
内
的
意
識
に
お
い
て
与
え

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
」（X

 116

）
と
さ
れ
て
い
る
。

₅　

Zahavi [1999, 71-72] 

に
お
い
て
も
時
間
構
成
に
お
け
る
自
己
意
識
の
関
与
、

お
よ
び
体
験
遂
行
と
時
間
意
識
の
一
体
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

₆　

予
持
、
把
持
、
原
印
象
に
よ
る
時
間
構
成
に
関
し
て
は
、
栁
川[2017]

を
参

照
さ
れ
た
い
。

₇　

た
と
え
ば
、
田
口［2010

］な
ど
。

凡
例

・
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
か
ら
の
引
用
や
参
照
は
、
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
、
頁
数
を
ア

ラ
ビ
ア
数
字
で
表
記
し
た
。
資
料
版
か
ら
の
も
の
は
巻
数
にM

at. 

を
付
し
た
。

『
経
験
と
判
断
』
か
ら
の
も
の
はEU

と
表
記
し
た
。

・
引
用
に
お
け
る
︹　

︺
は
引
用
者
の
補
い
を
、︹
⋮
︺
は
引
用
者
に
よ
る
中
略
を

示
す
。
引
用
に
お
け
る
そ
の
他
の
記
号
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
。
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立
命
館
大
学
・
間
文
化
現
象
学
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
二
〇
二
二
年
の
二
月
に

「
第
２
回
東
ア
ジ
ア
間
文
化
現
象
学
会
議
」、
三
月
に
間
文
化
現
象
学
・
国
際
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
「〈
あ
い
だ
〉
と
〈
越
境
〉
│
│
間
文
化
現
象
学
の
展
開
と
新
た
な
は

じ
ま
り
」
と
い
う
二
つ
の
オ
ン
ラ
イ
ン
国
際
会
議
を
開
催
し
た
。
い
ず
れ
も

二
〇
二
〇
年
に
開
催
予
定
で
あ
っ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
コ
ロ
ナ
禍
の
初
期
の
影
響
で

延
期
と
な
り
、
海
外
か
ら
の
招
聘
が
困
難
な
状
況
が
続
く
な
か
、
オ
ン
ラ
イ
ン
を

使
っ
て
あ
ら
た
め
て
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
コ
ロ
ナ

禍
の
な
か
で
実
施
に
い
た
る
ま
で
の
経
緯
を
含
め
て
、
両
イ
ヴ
ェ
ン
ト
の
開
催
報

告
を
記
し
て
お
き
た
い（
本
文
中
、
お
名
前
の
敬
称
は「
氏
」
で
揃
え
て
い
ま
す
）。

な
お
間
文
化
現
象
学
研
究
セ
ン
タ
ー
と
は
、
現
象
学
の
国
際
的
研
究
拠
点
を
目

指
し
て
二
〇
〇
九
年
に
立
命
館
大
学
に
創
設
さ
れ
た
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
。
私
は
セ

ン
タ
ー
の
第
一
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
発
表
者
と
し
て
参
加
し
、
そ
の
後
運
営
委
員

に
加
わ
り
、
さ
ら
に
谷
徹
氏
、
加
國
尚
志
氏
の
後
を
継
い
で
二
〇
二
一
年
度
か
ら

は
セ
ン
タ
ー
長
と
し
て
そ
の
運
営
に
携
わ
っ
て
い
る
。

一　

第
２
回
東
ア
ジ
ア
間
文
化
現
象
学
会
議

二
〇
二
二
年
二
月
二
六
日
、
立
命
館
大
学
・
間
文
化
現
象
学
研
究
セ
ン
タ
ー
と

中
国
・
中
山
大
学
哲
学
系
の
共
催
で
、「
第
２
回
東
ア
ジ
ア
間
文
化
現
象
学
会
議
」

が
開
催
さ
れ
た
。
日
本
・
中
国
・
台
湾
・
香
港
な
ど
を
出
身
と
す
る
東
ア
ジ
ア
諸

国
の
研
究
者
が
一
堂
に
会
す
る
会
議
で
あ
る
。
九
名
の
研
究
者
が
発
表
を
お
こ
な

い
、
最
後
の
討
議
に
は
さ
ら
に
三
名
が
加
わ
っ
て
、
充
実
し
た
会
と
な
っ
た
。
プ

ロ
グ
ラ
ム
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
時
間
は
日
本
時
間
）。

九
時
三
〇
分
～
九
時
四
〇
分　

開
会
挨
拶 

九
時
四
〇
分
～
一
一
時
〇
〇
分

亀
井
大
輔
（
立
命
館
大
学
文
学
部
・
教
授
） 「
デ
リ
ダ
の
〈
経
験
〉
論
」

黃
雅
嫺
（
台
湾
国
立
中
央
大
学
・
助
理
教
授
）「
贈
与
か
ら
見
た
デ
リ
ダ
の

ギ
フ
ト
現
象
学
」 

一
一
時
一
〇
分
～
一
二
時
三
〇
分

張
偉
（
中
山
大
学
哲
学
系
・
教
授
）「
愛
の
秩
序
と
心
の
論
理
︱
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
、
パ
ス
カ
ル
か
ら
シ
ェ
ー
ラ
ー
ま
で
の
「
西
方
心
学
」
に
つ

第
２
回
東
ア
ジ
ア
間
文
化
現
象
学
会
議
と
間
文
化
現
象
学
・
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
開
催
報
告

亀

井

大

輔
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い
て
」 

佐
藤
勇
一
（
福
井
工
業
高
等
専
門
学
校
・
准
教
授
）「
わ
れ
わ
れ
の
な
か
の

異
邦
、
異
邦
の
な
か
の
わ
れ
わ
れ
︱
︱
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
ケ
ネ
ー
に
お

け
る
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
自
然
法
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
」 

（
一
二
時
三
〇
分
～
一
四
時
〇
〇
分　

昼
食
休
憩
）

一
四
時
〇
〇
分
～
一
六
時
〇
〇
分

朱
剛
（
中
山
大
学
哲
学
系
・
教
授
）「
与
え
る
者
か
、
与
え
ら
れ
る
者
か
？

︱
マ
リ
オ
ン
の
「
自
我
」
に
対
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
解
釈
に
つ
い
て
」

鈴
木
崇
志
（
立
命
館
大
学
文
学
部
・
准
教
授
）「
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
共

同
精
神
と
歴
史
的
世
界
」

廖
欽
彬
（
中
山
大
学
哲
学
系
・
准
教
授
）「
田
辺
元
の
西
田
批
判
と
現
象
学
」 

一
六
時
一
〇
分
～
一
七
時
三
〇
分

張
政
遠
（
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
・
准
教
授
）「「
形
な
き
も
の

の
形
を
見
る
こ
と
」
と
「
声
な
き
も
の
の
声
を
聞
く
こ
と
」」

方
向
紅
（
中
山
大
学
哲
学
系
・
教
授
）「「
貞
」
の
現
象
学
的
経
験
に
帰
る
」

一
七
時
四
〇
分
～
一
八
時
四
〇
分　

討
論

討
論
参
加
者　

谷
徹
（
立
命
館
大
学
文
学
部
・
特
任
教
授
）、

　
　
　
　
　
　

加
國
尚
志
（
立
命
館
大
学
文
学
部
・
教
授
）、

　
　
　
　
　
　

鄭
辟
瑞
（
中
山
大
学
哲
学
系
・
教
授
）

一
八
時
四
〇
分
～
一
八
時
五
〇
分　

閉
会
挨
拶

こ
の
会
議
はZoom

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
使
用
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
実
施
さ
れ
た
。

な
ぜ
こ
の
時
期
に
開
催
に
い
た
っ
た
の
か
、
そ
の
経
緯
を
記
し
て
お
く
。

も
う
六
年
前
に
な
る
が
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
、「
東
ア
ジ
ア
間
文
化
現
象
学

会
議
」
が
立
命
館
大
学
で
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
は
、
立
命
館
大
学
文
学
部
の

谷
徹
氏
と
中
山
大
学
の
哲
学
研
究
者
と
の
長
年
の
交
流
に
も
と
づ
い
て
、
中
山
大

学
の
哲
学
系
教
員
の
意
向
を
受
け
、
立
命
館
大
学
の
間
文
化
現
象
学
研
究
セ
ン

タ
ー
が
立
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
会
議
で
は
、
中
国
と
香
港
か
ら
五
名
の
研
究
者

を
立
命
館
大
学
の
衣
笠
キ
ャ
ン
パ
ス
に
招
き
、
中
国
・
広
州
の
中
山
大
学
か
ら
三

名
と
立
命
館
大
学
か
ら
二
名
が
発
表
し
、
議
論
し
た
。
発
表
内
容
は
西
洋
の
哲
学

や
現
象
学
だ
け
で
な
く
、
日
本
や
中
国
の
哲
学
・
倫
理
学
な
ど
に
及
ん
だ
。
ま
た

小
さ
な
居
酒
屋
で
の
懇
親
会
も
賑
や
か
で
、
旧
交
を
温
め
た
り
、
新
た
な
出
会
い

が
あ
っ
た
り
と
、
終
始
和
や
か
な
雰
囲
気
だ
っ
た
。
会
議
で
の
発
表
に
も
と
づ
い

た
論
文
の
日
本
語
版
は
、『
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
第
一
一
三
号

に
特
集
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
中
国
語
版
が
中
国
の
学
術
雑

誌
『
中
国
現
象
学
与
哲
学
評
論
』
第
二
四
輯
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
第
一
弾
と
し
て
、
第
２
回
の
会
議
を
開
催
し
た
い
と
の
打
診
が
中
山
大

学
の
廖
欽
彬
（Liao C

hin-Ping

）
氏
よ
り
寄
せ
ら
れ
た
の
が
、
今
回
の
話
の
発

端
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
日
本
に
研
究
滞
在
中
の
廖
氏
と
私
が
日
本
語
の
メ
ー
ル
で

連
絡
を
と
り
な
が
ら
、
二
〇
一
九
年
九
月
頃
か
ら
準
備
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ

た
。
中
国
の
研
究
者
が
来
日
す
る
た
め
に
は
ビ
ザ
の
発
行
が
必
要
で
、
二
〇
一
九

年
の
年
末
に
は
立
命
館
大
学
の
リ
サ
ー
チ
オ
フ
ィ
ス
の
ス
タ
ッ
フ
の
手
を
煩
わ
せ

な
が
ら
ビ
ザ
申
請
の
た
め
の
作
業
を
お
こ
な
っ
た
。
二
〇
二
〇
年
一
月
中
旬
ま

で
、
実
施
に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
を
受
け
て
、
開
催
は
延
期
と

な
っ
た
。
同
年
一
月
か
ら
中
国
の
「
新
型
肺
炎
」（
と
当
初
は
呼
称
さ
れ
た
）
の

ニ
ュ
ー
ス
が
日
本
で
も
注
目
さ
れ
始
め
た
よ
う
に
思
う
が
、
中
国
で
は
地
域
に

よ
っ
て
、
団
体
旅
行
の
出
国
禁
止
、
個
人
の
渡
航
禁
止
、
教
育
機
関
の
開
学
延
期

と
い
っ
た
措
置
が
と
ら
れ
、
中
山
大
学
の
教
員
が
渡
航
で
き
な
く
な
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
廖
氏
か
ら
延
期
の
申
し
出
が
あ
っ
た
の
は
一
月
二
七
日
の
こ
と
で
あ
る
。
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日
本
で
は
そ
の
後
、
二
月
に
入
っ
て
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
プ
リ
ン
セ
ス
号
で
の
感
染

事
例
が
報
道
さ
れ
て
か
ら
、
よ
う
や
く
深
刻
な
事
態
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
よ

う
に
思
う
。
ご
存
知
の
よ
う
に
そ
れ
以
降
日
本
で
の
感
染
拡
大
が
始
ま
り
、
新
学

期
を
前
に
大
学
の
開
講
延
期
や
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
へ
の
変
更
な
ど
、
事
態
は
急
変

し
た
。

さ
て
、
延
期
し
た
会
議
に
つ
い
て
は
、
中
国
か
ら
日
本
へ
の
入
国
が
可
能
と

な
っ
て
か
ら
あ
ら
た
め
て
開
催
す
る
選
択
肢
も
あ
っ
た
。
し
か
し
感
染
状
況
を
め

ぐ
る
今
後
の
見
通
し
は
全
く
つ
か
な
い
状
況
で
あ
り
、
ま
た
当
セ
ン
タ
ー
で
は
コ

ロ
ナ
禍
を
理
由
と
し
た
予
算
の
繰
り
越
し
が
こ
れ
以
上
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
事

情
も
あ
っ
て
、
ギ
リ
ギ
リ
で
予
算
の
執
行
可
能
な
時
期
で
あ
る
二
〇
二
二
年
二
月

に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
あ
ら
た
め
て
実
施
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
開
催
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。

な
お
こ
の
期
間
中
、
廖
氏
は
京
都
の
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
滞
在
し

て
共
同
研
究
会
を
立
ち
上
げ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
や
対
面
で
会
議
を
開
催
し
、
そ
こ
に

私
も
出
席
し
た
。
こ
の
研
究
会
の
成
果
は
『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
哲
学
の
生
成
と

展
開
│
│
間
文
化
の
視
点
か
ら
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
二
二
年
）
と
い
う

大
部
の
論
文
集
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
非
常
に
興
味
深
く
有
意
義
な
研
究
会

に
声
を
か
け
て
も
ら
っ
た
こ
と
で
、
も
っ
ぱ
ら
西
洋
哲
学
に
だ
け
取
り
組
ん
で
い

た
私
も
東
ア
ジ
ア
の
哲
学
思
想
へ
と
関
心
を
広
げ
る
機
会
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た

共
同
で
の
活
動
の
一
環
と
し
て
、
第
２
回
東
ア
ジ
ア
間
文
化
現
象
学
会
議
も
ぜ
ひ

実
現
し
た
い
と
い
う
思
い
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

二
〇
二
一
年
一
月
か
ら
相
談
を
再
開
し
、
四
月
に
開
催
日
程
と
参
加
者
を
確
定

し
た
。
中
国
側
で
は
発
表
者
の
一
部
変
更
、
日
本
側
で
は
新
た
な
発
表
者
の
追
加

が
あ
っ
た
。
二
〇
二
二
年
一
月
か
ら
本
格
的
な
詰
め
の
打
ち
合
わ
せ
に
入
っ
た
。

具
体
的
に
は
、
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
、
原
稿
と
翻
訳
の
手
配
、
謝
金
の
手
続

き
、Zoom

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
設
定
、
等
で
あ
る
。
会
議
で
の
使
用
言
語
は
日
本

語
と
中
国
語
の
二
か
国
語
で
あ
る
。
日
本
の
発
表
者
は
日
本
語
で
原
稿
を
作
成
し

て
日
本
語
で
発
表
し
、
そ
の
原
稿
を
事
前
に
中
国
語
に
翻
訳
し
て
も
ら
い
、
中
国

の
参
加
者
は
中
国
語
訳
を
読
み
な
が
ら
発
表
を
聞
く
。
中
国
の
発
表
者
も
同
様

に
、
中
国
語
の
原
稿
で
発
表
し
、
日
本
語
訳
を
配
布
す
る
。
発
表
後
の
質
疑
や
討

論
は
同
時
通
訳
を
介
し
て
行
わ
れ
る
。
中
国
語
か
ら
日
本
語
へ
の
翻
訳
は
河
合
一

樹
氏
と
山
村
奨
氏
、
日
本
語
か
ら
中
国
語
へ
の
翻
訳
は
中
山
大
学
の
大
学
院
生
の

諸
氏
に
ご
担
当
い
た
だ
い
た
。
同
時
通
訳
と
し
て
発
表
者
で
も
あ
る
廖
欽
彬
氏
と

張
政
遠
氏
に
ご
活
躍
い
た
だ
い
た
。

当
日
、
会
議
は
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
な
く
進
行
し
た
。
登
壇
者
が
多
い
た
め
、
オ

ン
ラ
イ
ン
で
の
参
加
者
は
関
係
者
に
限
定
し
て
、
主
に
登
壇
者
同
士
で
質
疑
応
答

や
議
論
を
繰
り
広
げ
た
。
前
回
と
同
様
に
「
間
文
化
現
象
学
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と

し
つ
つ
、
第
２
回
会
議
で
も
西
洋
の
哲
学
か
ら
日
本
哲
学
・
中
国
哲
学
に
い
た
る

幅
広
い
議
論
が
行
わ
れ
た
。
発
表
者
の
発
表
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て

の
本
格
的
な
研
究
の
最
新
成
果
を
披
露
す
る
も
の
で
あ
り
、
議
論
で
は
た
い
へ
ん

活
発
で
忌
憚
の
な
い
や
り
と
り
が
続
い
て
、
水
準
の
非
常
に
高
い
も
の
と
な
っ

た
。
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
哲
学
研
究
の
交
流
は
、
日
本
の
研
究
者
が
中
国
や
台
湾

な
ど
ア
ジ
ア
の
哲
学
研
究
の
動
向
を
知
る
貴
重
な
機
会
と
な
る
。
個
人
的
に
は
デ

リ
ダ
や
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
中
国
や
台
湾
で
の
研
究
状
況
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で

き
た
こ
と
は
有
益
で
あ
っ
た
し
、
自
分
の
研
究
に
対
す
る
率
直
な
反
応
を
も
ら
え

た
こ
と
も
有
り
難
か
っ
た
。
会
議
で
の
発
表
に
も
と
づ
く
論
考
は
、
日
本
語
版
が

『
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
に
掲
載
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
中
国
語

版
も
中
国
に
て
刊
行
さ
れ
る
予
定
と
の
こ
と
で
あ
る
。

終
了
後
、
第
３
回
は
渡
航
の
制
限
が
解
け
て
か
ら
、
中
山
大
学
に
て
対
面
で
実

施
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
は
日
本
側
が
広
州
を
訪
れ
て
、
再
び
議
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論
を
交
わ
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
。

二　

間
文
化
現
象
学
・
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「〈
あ
い
だ
〉
と
〈
越
境
〉
─
─

間
文
化
現
象
学
の
展
開
と
新
た
な
は
じ
ま
り
」

二
〇
二
二
年
三
月
二
七
日
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「〈
あ
い
だ
〉
と
〈
越
境
〉

│
│
間
文
化
現
象
学
の
展
開
と
新
た
な
は
じ
ま
り
」
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
し

た
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
間
文
化
現
象
学
研
究
セ
ン
タ
ー
の
創
設
者
で
あ
る

谷
徹
氏
の
文
学
部
教
授
退
職
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）
を
記
念
し
た
企
画
で
あ
り
、

谷
氏
が
交
流
を
続
け
て
き
た
海
外
の
研
究
者
を
招
聘
し
て
行
わ
れ
た
。
と
同
時

に
、
セ
ン
タ
ー
も
一
〇
年
間
の
活
動
を
終
え
て
次
の
構
想
を
打
ち
出
す
タ
イ
ミ
ン

グ
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
意
味
で
ひ
と
つ
の
区
切
り
と
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
記
念
す

る
も
の
で
も
あ
り
、「
新
た
な
は
じ
ま
り
」
と
も
題
さ
れ
た
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
六
時
〇
〇
分
～
一
六
時
一
〇
分　

開
会
挨
拶

亀
井
大
輔
（
立
命
館
大
学
）

一
六
時
一
〇
分
～
一
七
時
三
〇
分

講
演
：
ナ
ミ
ン
・
リ
ー
（
ソ
ウ
ル
大
学
校
）「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
主

観
性
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
」

コ
メ
ン
ト
：
谷
徹
（
立
命
館
大
学
）、

質
問
：
黒
岡
佳
柾
（
中
国
・
福
州
大
学
）、

司
会
：
鈴
木
崇
志
（
立
命
館
大
学
）

一
八
時
〇
〇
分
～
一
九
時
二
〇
分

講
演
：
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
シ
ュ
タ
ウ
デ
ィ
グ
ル
（
ウ
ィ
ー
ン
大
学
）「
生
き
ら

れ
た
宗
教
の
両
義
性
│
│
宗
教
と
暴
力
の
関
係
を
再
概
念
化
す
る
た
め

の
現
象
学
的
提
案
」

コ
メ
ン
ト
：
谷
徹
、

質
問
：
蛯
子
良
風
（
立
命
館
大
学
大
学
院
）、

司
会
：
亀
井
大
輔

一
九
時
三
〇
分
～
二
〇
時
五
〇
分

講
演
：
ゲ
オ
ル
ク
・
シ
ュ
テ
ン
ガ
ー
（
ウ
ィ
ー
ン
大
学
）「〈
あ
い
だ
〉
か
ら

〈
変
形
〉
へ
の
往
還
│
普
遍
主
義
と
個
別
主
義
お
よ
び
グ
ロ
ー
バ
ル
性

と
ロ
ー
カ
ル
性
を
越
え
る
新
た
な
動
き
︱
」

コ
メ
ン
ト
：
谷
徹
、

質
問
：
神
田
大
輔
（
立
命
館
大
学
）、

司
会
：
加
國
尚
志
（
立
命
館
大
学
）

二
〇
時
五
〇
分
～
二
一
時
〇
〇
分

謝
辞
・
閉
会
挨
拶　

谷
徹
・
加
國
尚
志

こ
の
企
画
に
つ
い
て
も
実
施
の
経
緯
を
述
べ
て
、
そ
の
次
に
内
容
を
紹
介
さ
せ

て
い
た
だ
く
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
本
来
は
二
年
前
の
二
〇
二
〇
年
三
月
一
四
日
に
、
韓

国
、
中
国
か
ら
一
名
ず
つ
、
そ
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
か
ら
二
名
の
研
究
者
を
招
聘

し
て
開
催
す
る
予
定
だ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
会
議
参
加
者
の
顔
ぶ
れ
が
固

ま
っ
た
段
階
で
、
招
聘
者
へ
の
連
絡
係
と
し
て
準
備
に
あ
た
っ
て
い
た
。
会
場
と

し
て
キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
大
教
室
を
予
約
し
、
海
外
の
四
名
の
研
究
者
と
英
語
で

メ
ー
ル
の
や
り
と
り
を
し
な
が
ら
、
招
聘
者
に
よ
っ
て
は
航
空
券
の
手
配
を
終
え

る
と
こ
ろ
ま
で
準
備
が
進
ん
で
い
た
。

し
か
し
二
月
一
九
日
に
、
運
営
委
員
で
相
談
し
た
う
え
で
、
主
催
者
と
し
て
開
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催
延
期
を
決
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
時
点
で
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
や
ア
メ
リ
カ
で
の
感
染
拡
大
は
さ
ほ
ど
大
き
く
広
が
っ
て
い
な
か
っ
た
と
記
憶

す
る
が
、
日
本
で
は
感
染
が
広
が
り
始
め
て
お
り
、
招
聘
者
は
感
染
の
心
配
を
し

な
が
ら
の
渡
航
に
な
る
と
思
わ
れ
た
こ
と
、
ア
ジ
ア
方
面
の
航
空
便
の
運
行
が

キ
ャ
ン
セ
ル
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
中
国
か

ら
の
招
聘
者
か
ら
は
渡
航
で
き
な
い
と
の
連
絡
が
す
で
に
あ
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
大
学
で
は
東
ア
ジ
ア
へ
の
渡
航
を
控
え
る
よ
う
教
員
に
通
達
が
あ
っ
た
と
の
連

絡
も
受
け
て
お
り
、
韓
国
政
府
が
日
本
へ
の
渡
航
自
粛
を
要
請
し
た
と
い
う
報
道

も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
動
向
も
受
け
て
の
延
期
の
判
断
で
あ
っ
た
。
先
行
き
は
見

え
な
い
が
、
影
響
が
次
第
に
世
界
的
に
広
が
っ
て
い
く
こ
と
が
予
感
さ
れ
た
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
中
止
で
は
な
く
延
期
と
し
た
が
、
そ
の
後
も
や
は
り
日

本
へ
の
招
聘
は
困
難
な
状
況
が
続
い
た
た
め
、
先
述
の
会
議
と
同
様
の
理
由
で
、

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
実
施
を
提
案
す
る
こ
と
に
し
た
。
中
国
の
研
究
者
は
（Zoom

を
使
用
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
）
辞
退
さ
れ
た
が
、
残
る
三
名
の
研
究
者
は

オ
ン
ラ
イ
ン
へ
の
変
更
を
快
諾
し
て
い
た
だ
い
た
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
む
に
あ
た
っ
て
懸
念
し
た
の
は
、
時
差
の
問
題
で
あ
る
。
韓

国
と
の
時
差
は
な
い
の
で
さ
ほ
ど
気
に
し
な
く
て
よ
い
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の

時
差
は
八
時
間
な
の
で
、
お
互
い
に
無
理
の
な
い
時
間
帯
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
し
か
も
当
日
が
現
地
の
サ
マ
ー
タ
イ
ム
開
始
日
で
あ
る
こ
と
も
少
し
心

配
し
た
）。
結
局
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
方
の
発
表
時
間
は
、
日
本
時
間
の
一
八
～

二
一
時
半
、
現
地
時
間
で
は
朝
の
九
～
一
二
時
半
の
あ
い
だ
に
設
定
す
る
こ
と
に

し
た
。

各
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
発
表
者
に
五
〇
分
程
度
の
講
演
（
英
語
で
の
発
表
、
日
本

語
訳
を
配
布
し
同
時
通
訳
）
を
し
て
い
た
だ
い
た
後
、
谷
氏
が
コ
メ
ン
ト
を
し
て

や
り
と
り
を
し
、
次
い
で
原
稿
の
日
本
語
訳
者
（
若
手
研
究
者
を
含
む
）
に
特
定

質
問
者
と
し
て
質
問
を
し
て
も
ら
う
、
そ
の
後
ウ
ェ
ビ
ナ
ー
参
加
者
か
ら
の
質
問

を
受
け
付
け
る
、
と
い
う
流
れ
を
想
定
し
た
。
使
用
言
語
は
英
語
で
あ
り
、
日
本

の
登
壇
者
は
日
本
語
で
発
言
し
、
通
訳
者
に
よ
る
同
時
通
訳
を
介
し
て
議
論
を
進

め
る
（
通
訳
用
に
あ
る
程
度
の
発
言
内
容
の
文
章
を
事
前
に
作
成
し
た
）。Zoom

ウ
ェ
ビ
ナ
ー
の
管
理
と
同
時
通
訳
は
業
者
に
委
託
し
た
。

当
日
は
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
な
く
順
調
に
進
行
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
発
表
を
簡
単

に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
ナ
ミ
ン
・
リ
ー
氏
の
講
演
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
構
成
」

と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
解
釈
」
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
に
お
い
て
、
超
越
論
的
現

象
学
と
解
釈
学
的
現
象
学
の
よ
う
に
対
立
的
な
関
係
と
し
て
誤
っ
て
理
解
さ
れ
て

き
た
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
最
新
の
研
究
に
も
と
づ
い
て
、「
世
界
」
と
い
う

観
点
か
ら
両
者
の
あ
い
だ
に
あ
る「
根
本
的
な
類
似
性
」
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
シ
ュ
タ
ウ
デ
ィ
グ
ル
氏
の
講
演
は
、
宗
教
と
暴
力
の
関
係
と
い

う
問
題
に
、
シ
ュ
ッ
ツ
の
現
象
学
的
社
会
学
の
理
論
を
適
用
し
て
考
察
す
る
も
の

だ
っ
た
。「
聖
な
る
も
の
」
な
ど
の
超
越
的
な
も
の
と
の
遭
遇
に
潜
む
暴
力
、
日

常
的
な
社
会
的
関
係
が
そ
れ
に
よ
っ
て
変
形
を
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
暴
力
、

さ
ら
に
は
宗
教
的
な
知
識
体
系
を
言
語
に
よ
っ
て
物
語
る
こ
と
に
潜
む
暴
力
が
、

そ
の
両
義
性
と
と
も
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

最
後
の
講
演
者
ゲ
オ
ル
ク
・
シ
ュ
テ
ン
ガ
ー
氏
は
〈
間
文
化
性
〉
の
哲
学
を
提

唱
し
た
第
一
人
者
で
あ
り
、
い
わ
ば
当
セ
ン
タ
ー
の
理
念
が
由
来
す
る
と
こ
ろ
の

重
要
人
物
で
あ
る
。
シ
ュ
テ
ン
ガ
ー
氏
は
、
西
洋
と
東
洋（
中
国
と
日
本
を
含
む
）

の
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
│
│
文
字
通
り
古
今
東
西
の
│
│
諸
哲
学
を
手
が
か

り
に
し
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
〈
あ
い
だ
〉
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か

を
め
ぐ
っ
て
考
察
を
繰
り
広
げ
た
。
そ
の
浩
瀚
な
考
察
と
た
い
へ
ん
精
力
的
な
発

言
に
は
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
助
言
や
激
励
の
意
味
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
以

上
の
講
演
と
議
論
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
谷
氏
と
間
文
化
セ
ン
タ
ー
を
「
記
念
」
す
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る
も
の
と
な
っ
た
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
と
し
て
は
、
シ
ュ
テ
ン
ガ
ー
氏
の
講
演
原
稿
（
日

本
語
訳
）
と
谷
氏
の
コ
メ
ン
ト
が
『
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
に
掲

載
さ
れ
る
。
リ
ー
氏
と
シ
ュ
タ
ウ
デ
ィ
グ
ル
氏
の
原
稿
の
日
本
語
訳
は
『
立
命
館

哲
学
』
第
三
十
二
集
（
立
命
館
大
学
哲
学
会
、
二
〇
二
一
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
当
日
の
様
子
の
録
画
は
立
命
館
大
学
・
人
文
科
学
研
究
所
Ｈ
Ｐ
の
「
イ
ベ
ン

ト
」
よ
り
閲
覧
可
能
で
あ
る
（
現
在
は
同
時
通
訳
音
声
抜
き
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
音
声

の
み
限
定
公
開
中
）。

お
わ
り
に

C
ovid-19

の
感
染
拡
大
に
よ
り
、
人
文
系
の
研
究
活
動
や
学
会
運
営
は
大
き
な

影
響
を
被
っ
て
き
た
。
一
定
期
間
、
学
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
研
究
会
の
実
施
形

態
は
オ
ン
ラ
イ
ン
に
な
っ
た
。
ま
た
、
国
境
間
の
移
動
が
一
時
期
は
ほ
ぼ
全
面
的

に
ス
ト
ッ
プ
し
た
た
め
に
、
海
外
へ
の
出
張
や
留
学
が
困
難
と
な
り
、
同
様
に
海

外
か
ら
日
本
へ
の
招
聘
も
停
止
し
た
。
こ
の
文
章
で
報
告
し
た
の
は
、
こ
う
し
た

影
響
を
受
け
た
二
つ
の
事
例
で
あ
る
。

今
後
、
こ
う
し
た
企
画
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
完
全
に
対
面
に
戻
す
か
、
オ
ン

ラ
イ
ン
も
併
用
と
す
る
か
、
オ
ン
ラ
イ
ン
を
メ
イ
ン
と
す
る
か
、
場
合
に
よ
っ
て

さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
。
オ
ン
ラ
イ
ン
は
当
初
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
移
動
や
集
会

が
制
限
さ
れ
る
な
か
で
研
究
教
育
活
動
を
停
滞
さ
せ
な
い
た
め
の
手
段
と
し
て
活

用
さ
れ
た
が
、
現
状
で
は
も
は
や
避
難
措
置
で
は
な
く
、
有
効
な
実
施
形
態
の
選

択
肢
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
感
が
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
の
ノ

ウ
ハ
ウ
は
蓄
積
さ
れ
て
き
た
の
で
、
今
後
は
多
様
な
か
た
ち
で
国
際
会
議
が
実
施

さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
懇
親
会
が
で
き
な
い
こ
と
や
休
憩
時
間
の
味
気
な
さ
な

ど
、
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
の
物
足
り
な
い
点
は
多
々
あ
り
、
逆
に
対
面
で
の
開
催
は

今
ま
で
以
上
に
貴
重
な
場
に
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
間
文
化
現
象
学
研
究
セ
ン

タ
ー
と
し
て
も
今
後
、
複
数
の
可
能
性
を
追
求
し
な
が
ら
、
国
際
会
議
を
含
め
た

研
究
活
動
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
う
。

最
後
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
イ
ヴ
ェ
ン
ト
の
開
催
に
あ
た
っ
て
、
多
大
な
る
ご
尽

力
を
た
ま
わ
っ
た
関
係
者
の
皆
様
、
ご
参
加
い
た
だ
い
た
皆
様
に
あ
ら
た
め
て
御

礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

（
亀
井
大
輔
・
か
め
い　

だ
い
す
け
・
立
命
館
大
学
）
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は
じ
め
に
（
秋
富
克
哉
）

こ
の
た
び
、
本
誌
に
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
事
典
』（
ハ
イ
デ
ガ
ー
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
編
、

昭
和
堂
、
二
〇
二
一
年
）
に
つ
い
て
の
特
集
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
に
際
し
、

こ
の
提
案
と
決
定
を
し
て
下
さ
っ
た
編
集
委
員
会
の
方
々
に
、
事
典
の
編
集
委
員

お
よ
び
執
筆
者
を
代
表
し
て
、
ま
ず
は
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。
本
事
典
を

特
徴
づ
け
る
種
々
の
項
目
や
作
業
経
過
等
に
つ
い
て
の
報
告
に
先
立
ち
、
簡
単
な

前
置
き
を
記
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

そ
も
そ
も
こ
の
事
典
が
計
画
さ
れ
た
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
メ

ン
バ
ー
を
中
心
に
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
読
本
』
の
続
編
を
公
刊
し
た
二
〇
一
六
年
、
当

時
昭
和
堂
編
集
部
の
鈴
木
了
市
さ
ん
か
ら
『
事
典
』
製
作
の
提
案
を
受
け
た
こ
と

に
遡
る
。
法
政
大
学
出
版
局
に
よ
る
読
本
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
、
正
続
二
編
構
成
と

い
う
特
例
で
の
製
作
を
こ
な
し
た
後
で
あ
っ
た
が
、
術
語
も
訳
語
も
き
わ
め
て
特

殊
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
用
語
解
説
書
を
求
め
る
声
は
そ
の
後
も
相
変
わ
ら
ず
聞
こ
え

て
お
り
、
そ
の
作
業
が
済
ま
な
い
か
ぎ
り
最
後
の
宿
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

思
い
だ
っ
た
の
で
、
鈴
木
さ
ん
の
提
案
は
、
ま
さ
に
「
渡
り
に
船
」
だ
っ
た
。

二
〇
一
六
年
九
月
名
古
屋
大
学
で
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
年
次
大
会
後
に
結
成
し
た
編

集
委
員
会
は
、
東
京
と
京
都
交
互
に
対
面
で
計
一
二
回
、
二
〇
二
〇
年
春
の
コ
ロ

ナ
禍
拡
大
以
降
は
オ
ン
ラ
イ
ン
に
切
り
替
え
、
当
初
の
期
限
を
延
期
し
て
も
ら
っ

た
翌
年
五
月
末
の
校
了
直
前
ま
で
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
で
計
一
八
回
、
こ
の
間
東
西
そ
れ
ぞ

れ
別
個
に
立
ち
上
げ
た
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
会
合
、
そ
し
て
メ
ー
ル
審
議
や

個
別
の
や
り
取
り
ま
で
含
め
る
と
、
ま
さ
に
数
え
切
れ
な
い
回
数
に
上
る
。

最
初
の
難
題
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
膨
大
な
量
の
項
目
と
執
筆
者
お
よ
び
交

渉
担
当
者
の
選
定
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
ど
こ
か
ら
ど
う
手
を
着
け
た
か
、
今
と

な
っ
て
は
思
い
出
せ
な
い
。
そ
の
つ
ど
か
な
り
の
時
間
と
労
力
を
費
や
し
な
が

ら
、
そ
れ
で
も
対
面
の
委
員
会
で
決
ま
ら
な
い
こ
と
は
、
ス
プ
レ
ッ
ド
シ
ー
ト
を

共
有
し
て
の
個
々
の
記
入
と
相
互
の
検
討
と
な
っ
た
が
、
本
当
に
気
の
遠
く
な
る

よ
う
な
作
業
を
通
し
て
、
し
か
し
時
間
の
経
過
と
と
も
に
、
収
ま
る
べ
き
と
こ
ろ

に
収
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
う
の
が
素
直
な
思
い
で
あ
る
。
資
料
編
の
各
項
目
も
、

作
業
を
通
し
て
次
第
に
現
れ
て
く
る
事
典
イ
メ
ー
ジ
を
そ
の
つ
ど
共
有
し
な
が

﹃
ハ
イ
デ
ガ
ー
事
典
﹄
の
編
集
を
振
り
返
っ
て

執
筆
者　

秋
富
克
哉
・
陶
久
明
日
香
・
松
本
啓
二
朗
・
金
成
祐
人

景
山
洋
平
・
田
鍋
良
臣
・
貫
井　

隆
・
鈴
木
了
市

編　

者　

古
荘
真
敬　
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ら
、
ま
さ
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
事
典
」
た
る
べ
く
求
め
ら
れ
る
多
様
な
「
事
象
」

に
編
集
委
員
一
同
呼
応
し
て
い
く
な
か
か
ら
生
じ
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ

の
一
方
で
、
執
筆
内
容
の
修
正
依
頼
や
提
出
催
促
に
際
し
て
は
、
交
渉
担
当
者
一

同
、
悪
人
に
徹
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
不
愉
快
な
思
い
を
さ
せ
た
執
筆
者
諸
氏
に

は
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
お
詫
び
申
し
上
げ
た
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
積
み
上
げ
ら
れ
た
各
部
門
や
項
目
お
よ
び
作
業
の
詳
細
は
、

以
下
共
同
作
業
メ
ン
バ
ー
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

大
き
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
の
連
携
（
陶
久
明
日
香
）

今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
一
〇
〇
名
を
超
え
る
研
究
者
の
方
に
ご
協
力
い
た

だ
い
た
。
編
集
委
員
一
九
名
全
員
で
話
し
合
う
機
会
を
頻
繁
に
設
け
る
の
は
難
し

く
、
膨
大
の
量
の
原
稿
を
ま
と
め
て
事
典
の
形
に
す
る
作
業
は
予
想
以
上
に
困
難

で
あ
っ
た
。
執
筆
項
目
や
使
用
訳
語
等
の
確
定
に
至
る
ま
で
だ
け
で
も
時
間
が
か

か
っ
た
が
、
そ
れ
が
済
め
ば
順
調
に
事
が
進
む
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
最
初
は
人
名
項
目
の
字
数
は
一
律
で
同
じ
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
し
か
し
い
ざ
原
稿
を
集
め
て
検
討
し
て
み
る
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
関
係
が
近

い
人
物
と
、
そ
こ
ま
で
近
く
は
な
い
人
物
の
紹
介
が
同
じ
字
数
と
い
う
の
は
や
は

り
変
だ
と
気
づ
い
た
り
す
る
。
ま
た
事
典
と
し
て
必
須
の
、
関
連
し
た
項
目
間
の

内
容
の
統
一
を
は
か
る
の
が
難
し
か
っ
た
り
、
関
東
と
関
西
の
Ｗ
Ｇ
と
の
間
で
原

稿
の
検
討
の
仕
方
が
若
干
違
う
こ
と
が
判
明
し
た
り
と
い
う
よ
う
に
、
会
議
を
行

え
ば
そ
の
つ
ど
新
た
な
問
題
が
浮
上
し
、
解
決
の
た
め
に
時
間
を
か
け
て
話
し
合

わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
中
、
共
同
作
業
を
継
続
し
完
成
に
漕
ぎ
つ
け

る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、「
事
典
全
体
の
こ
と
を
考
え
る
」
と
い
う
軸
が
委
員
の

中
で
ぶ
れ
な
か
っ
た
、
ま
た
細
部
の
検
討
に
取
り
組
む
委
員
と
、
作
業
経
過
全
体

を
俯
瞰
す
る
委
員
と
が
互
い
を
尊
重
し
、
連
携
で
き
た
か
ら
だ
と
思
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
執
筆
者
の
方
々
が
こ
ち
ら
の
要
求
に
柔
軟
に
対
応
し
て
下
さ
っ
た
と
い

う
こ
と
に
も
非
常
に
多
く
を
負
う
て
お
り
、
そ
の
他
の
協
力
者
の
方
々
に
も
本
当

に
助
け
ら
れ
た
。
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

個
人
的
に
は
い
く
つ
か
の
資
料
作
成
に
も
携
わ
っ
た
が
、
と
く
に
時
間
を
要
し

た
の
は
、
英
語
の
翻
訳
リ
ス
ト
の
作
成
で
あ
る
。
こ
の
リ
ス
ト
に
は
全
集
の
も
の

で
部
分
訳
が
存
在
す
る
も
の
や
、
複
数
の
書
籍
に
分
散
さ
れ
て
収
録
さ
れ
て
い
る

も
の
ま
で
全
て
含
め
た
。
た
と
え
ば
全
集
第
五
巻
『
杣
径
（H

olzw
ege

）』
は“O

ff 
the B

eaten Track”

と
し
て
英
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
収
録
論
文
の
一
つ
「
世
界
像

の
時
代
（D

ie Zeitalter des W
eltbildes

）」
で
あ
れ
ば
、“The A

ge of the W
orld 

Picture”

と“The A
ge of the W

orld V
iew

”

と
い
う
二
つ
の
訳
が
存
在
し
、
別
の

本
に
そ
れ
ぞ
れ
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
も
の
も
既
在
の
文
献
表
を
ベ
ー
ス

に
し
つ
つ
、
調
べ
ら
れ
る
だ
け
調
べ
て
掲
載
し
た
。
そ
し
て
量
が
多
い
た
め
全
集

版
に
対
応
す
る
も
の
の
み
紙
媒
体
に
載
せ
、
残
り
は
Ｗ
ｅ
ｂ
版
の
資
料
編
に
載
せ

る
と
い
う
方
法
を
採
っ
た
。
作
業
は
フ
ラ
ン
ス
語
訳
の
リ
ス
ト
を
担
当
し
た
齋
藤

元
紀
氏
と
随
時
相
談
し
な
が
ら
行
っ
た
。

な
お
、
各
種
リ
ス
ト
の
確
認
、
書
き
込
み
は G

oogle 

ス
プ
レ
ッ
ド
シ
ー
ト
で

行
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
と
て
も
便
利
だ
っ
た
。
連
絡
、
相
談
は
基
本
的

に G
oogle 

グ
ル
ー
プ
を
使
っ
た
。
約
五
年
間
の
作
業
で
ス
レ
ッ
ド
の
数
だ
け
で

九
六
三
件
に
な
っ
て
い
た
。

コ
ロ
ナ
禍
の
も
と
で
の
編
集
作
業
（
松
本
啓
二
朗
）

二
〇
一
六
年
九
月
に
始
ま
っ
た
本
事
典
の
編
集
作
業
の
進
捗
を
一
変
さ
せ
た
の

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
拡
大
だ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ま
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で
は
対
面
で
の
編
集
委
員
会
が
開
か
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
叶
わ
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
の
時
点
で
、
テ
ー
マ
編
・
用
語
編
・
人
名
編
の
原
稿
の
お

お
よ
そ
は
揃
っ
て
い
た
が
、
資
料
編
の
作
成
と
全
体
の
校
正
作
業
が
残
っ
て
い

た
。
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
の
不
安
の
な
か
、
残
さ
れ
た
膨
大
な
作
業
を
前
に
し
て

途
方
に
く
れ
た
二
〇
二
〇
年
三
月
の
京
都
で
の
対
面
最
後
の
編
集
委
員
会
の
こ
と

は
、
よ
く
覚
え
て
い
る
。

対
面
で
の
編
集
委
員
会
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
編
集
作
業
は
オ

ン
ラ
イ
ン
で
行
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
い
く
つ
か
の
方
法
を
検
討
し
た
結

果
採
用
さ
れ
た
の
が
、A

dobe A
crobat

を
用
い
て
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
共
有
し

な
が
ら
作
業
す
る
や
り
方
だ
っ
た
。
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
た
共
有
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ

ル
に
各
編
集
委
員
が
修
正
箇
所
や
検
討
事
項
を
書
き
込
み
、
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
を
用
い
た

編
集
委
員
会
で
検
討
し
て
い
く
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
な
ん
と
か

作
業
を
続
け
て
い
く
こ
と
は
可
能
に
な
っ
た
が
、
大
部
の
事
典
で
あ
る
が
ゆ
え
に

校
正
作
業
は
困
難
を
極
め
た
。
訳
語
や
表
記
の
統
一
な
ど
、
い
っ
た
ん
方
針
を

決
め
て
も
全
体
を
見
直
し
て
い
く
な
か
で
再
検
討
が
必
要
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た

し
、
書
き
込
ん
だ
修
正
指
示
が
反
映
さ
れ
る
前
に
共
有
フ
ァ
イ
ル
が
更
新
さ
れ
て

し
ま
い
、
何
度
も
同
じ
修
正
指
示
を
書
き
込
む
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
も
し
ば
し
ば

だ
っ
た
。
事
典
完
成
直
前
の
二
〇
二
〇
年
冬
か
ら
翌
年
初
夏
に
か
け
て
の
数
か
月

間
は
、
そ
う
し
た
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
校
正
作
業
を
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

共
有
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
へ
の
書
き
込
み
は
、
私
個
人
と
し
て
、
総
計
で
お
よ
そ

三
六
〇
〇
箇
所
に
も
な
っ
た
。

し
か
し
改
め
て
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
の
作
業
に
は
利
点
も
多

か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
編
集
委
員
相
互
の
意
思
疎
通
が
対
面
と
同
じ
よ
う
に
は
い

か
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
何
か
を
調
べ
直
し
た
り
す
る
必
要
が
出
て
き
た
場
合

な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
宅
あ
る
い
は
研
究
室
か
ら
参
加
し
て
い
る
の
で
、
テ
ク

ス
ト
を
す
ぐ
に
見
直
す
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
共
有
し
て

い
る
た
め
、
各
編
集
委
員
が
全
体
の
検
索
を
瞬
時
に
行
う
こ
と
も
で
き
た
。
や
む

な
く
採
用
さ
れ
たA

dobe A
crobat

を
用
い
た
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
校
正
作
業
だ
っ

た
が
、
大
規
模
な
編
集
を
共
同
で
行
う
に
は
、
実
に
効
率
的
な
や
り
方
で
あ
っ
た

よ
う
に
思
う
。
コ
ロ
ナ
と
い
う
禍
が
転
じ
て
、
最
良
の
方
法
が
見
つ
け
出
さ
れ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

二
つ
の
概
念
図
（
金
成
祐
人
）

『
ハ
イ
デ
ガ
ー
事
典
』
に
は
複
数
の
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
筆
者

が
担
当
し
た
図
の
う
ち
、
二
つ
の
概
念
図
に
つ
い
て
記
し
て
お
き
た
い
。

『
存
在
と
時
間
』
は
独
特
の
用
語
が
多
く
、
そ
れ
ら
の
連
関
も
複
雑
で
あ
る
。

分
量
や
構
成
の
難
解
さ
も
相
俟
っ
て
、
挫
折
す
る
一
般
読
者
も
少
な
く
な
い
。
そ

こ
で
、
全
体
の
な
か
で
の
諸
概
念
の
位
置
づ
け
を
一
目
で
確
認
で
き
る
よ
う
な
図

を
作
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
デ
ザ
イ
ン
の
考
案
は
困
難
を
極
め
た
が
、
ひ
と
ま

ず
情
報
量
重
視
の
案
１
と
、
デ
ザ
イ
ン
性
重
視
の
案
２
を
作
成
し
、
編
集
会
議
に

提
出
し
検
討
し
た
（
概
念
図
案
１
と
案
２
を
参
照
。
完
成
版
は
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
事

典
』
に
掲
載
）。
最
終
的
に
は
案
１
が
テ
ー
マ
編
「『
存
在
と
時
間
』
の
見
取
り
図

︱
︱
概
念
図
」
と
し
て
採
用
さ
れ
た
が
、
案
２
も
捨
て
が
た
く
、
大
扉
裏
に「『
存

在
と
時
間
』
概
念
相
関
図
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
。

テ
ー
マ
編「『
存
在
と
時
間
』
の
見
取
り
図
︱
︱
概
念
図
」
は
、『
存
在
と
時
間
』

の
諸
概
念
の
結
び
つ
き
を
平
面
的
に
表
し
た
図
で
あ
る
。
こ
の
図
を
見
れ
ば
、
た

と
え
ば
「
開
示
性
」
の
三
つ
の
契
機
で
あ
る
「
理
解
」「
情
態
性
」「
語
り
」
の
各

本
来
的
様
態
か
ら「
決
意
性
」
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た「
決
意
性
」
が「
将

来
」
の
本
来
的
様
態
で
あ
る
「
先
駆
」
と
結
び
つ
い
て
「
先
駆
的
決
意
性
」
が
成
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立
す
る
こ
と
が
視
覚
的
に
理
解
可
能
で
あ
る
。
他
方
、
大
扉
裏
に
あ
る
「『
存
在

と
時
間
』
概
念
相
関
図
」
は
、
諸
概
念
が
「
存
在
の
意
味
」「
存
在
」「
存
在
者
」

の
三
層
の
い
ず
れ
に
配
置
さ
れ
る
の
か
を
立
体
的
に
描
い
た
図
で
あ
る
。
こ
の
図

に
よ
っ
て
、
諸
概
念
が
ど
の
水
準
で
議
論
さ
れ
る
も
の
な
の
か
を
容
易
に
理
解
で

き
る
。
一
目
で
読
者
の
興
味
を
惹
く
こ
と
を
意
図
し
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
本
図

は
、
本
事
典
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
も
使
用
さ
れ
た
。

両
図
と
も
、
図
と
し
て
の
見
や
す
さ
を
優
先
し
た
た
め
に
、
学
術
的
な
物
足
り

な
さ
は
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
完
成
版
で
は
、
概
念
間
の
関
係
は
本
来
性
と
非

本
来
性
の
対
立
関
係
を
除
け
ば
区
別
す
る
こ
と
な
く
実
線
で
描
い
た
。
ま
た
、
煩

雑
さ
を
避
け
る
た
め
に
一
部
の
結
び
つ
き
を
省
略
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一

般
読
者
の
理
解
を
助
け
る
と
い
う
目
的
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
以
上
の
描
き
込
み
は

躊
躇
わ
れ
た
。
お
そ
ら
く
同
様
の
目
的
で
の
図
示
の
試
み
は
今
後
も
な
さ
れ
る
だ

ろ
う
。
そ
の
際
に
は
、
最
初
か
ら
複
数
の
図
案
を
作
成
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
た

い
。
案
１
の
よ
う
な
図
で
あ
れ
ば
、
他
の
哲
学
書
で
も
比
較
的
容
易
に
作
成
可
能

だ
ろ
う
。
案
２
の
よ
う
な
図
は
各
哲
学
書
固
有
の
デ
ザ
イ
ン
で
考
案
す
る
必
要
が

あ
る
が
、
多
く
の
読
者
を
獲
得
す
る
の
に
も
一
役
買
っ
て
く
れ
る
。
本
書
で
試
み

た
図
が
今
後
の
図
示
の
試
み
に
何
ら
か
の
参
考
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

外
国
人
執
筆
者
と
の
や
り
と
り
（
景
山
洋
平
）

『
ハ
イ
デ
ガ
ー
事
典
』
は
多
数
の
日
本
人
研
究
者
の
協
力
を
得
た
が
、
そ
れ
だ

け
で
な
く
外
国
人
研
究
者
も
執
筆
に
加
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
身
国
な
ら
で
は
の

貴
重
な
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
た
。
以
下
で
は
、
外
国
人
研
究
者
へ
の
執
筆
依
頼

の
経
緯
と
事
典
作
成
中
の
苦
労
に
つ
い
て
記
す
。

二
〇
一
六
年
九
月
に
事
典
の
編
集
委
員
会
が
立
ち
上
が
っ
た
後
、
会
議
で
「
各

言
語
圏
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
受
容
」
を
扱
う
こ
と
な
ど
、
事
典
の
構
成
案
が
つ
く
ら
れ

た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
筆
者
は
、
ド
イ
ツ
の
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
フ
ィ
ガ
ー
ル
氏
と

ト
ビ
ア
ス
・
カ
イ
リ
ン
グ
氏（
ウ
ォ
ー
リ
ッ
ク
大
学
）、
ニ
コ
ラ
・
ミ
ル
コ
ヴ
ィ
ッ

チ
氏
（
コ
ブ
レ
ン
ツ
＝
ラ
ン
ダ
ウ
大
学
）
を
訪
れ
て
、
事
典
の
構
成
案
に
関
す
る

意
見
を
求
め
た
。
フ
ィ
ガ
ー
ル
氏
以
外
は
初
対
面
だ
っ
た
が
、
非
常
に
熱
心
に
意

見
を
述
べ
て
く
れ
た
た
め
、
若
手
の
両
名
に
当
初
予
定
に
な
か
っ
た
執
筆
の
打
診

を
そ
の
場
で
行
い
、
現
代
の
実
在
論
と
音
楽
に
関
す
る
項
目
を
書
い
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
っ
た
。
中
国
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
受
容
に
関
し
て
は
、
親
交
の
あ
る
榊
原
哲

也
氏
に
仲
介
を
お
願
い
し
て
、
靳
希
平
氏
（
北
京
大
学
）
に
執
筆
依
頼
で
き
た
。

他
に
は
、
筆
者
の
元
々
の
知
人
で
あ
る
ギ
レ
ル
モ
・
フ
ェ
レ
ル
氏
（
ヴ
ッ
パ
タ
ー

ル
大
学
）
が
ス
ペ
イ
ン
語
圏
の
現
象
学
受
容
の
研
究
チ
ー
ム
を
率
い
て
い
る
の

で
、
ス
ペ
イ
ン
語
圏
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
受
容
に
関
す
る
執
筆
を
依
頼
し
た
。

ま
た
、
米
国
の
学
会
で
知
己
を
得
た
フ
ロ
リ
ア
ン
・
グ
ロ
ッ
サ
ー
氏
（
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
美
術
大
学
）
と
ア
ザ
デ
ー
・
ハ
メ
ダ
ニ
氏
（
サ
イ
モ
ン
・
フ
レ
イ
ザ
ー
大

学
）
が
そ
れ
ぞ
れ
現
代
ド
イ
ツ
文
学
と
イ
ラ
ン
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
研
究
し

て
い
た
の
で
執
筆
を
依
頼
し
た
。
ま
た
、
廖
欽
彬
氏
（
広
州
中
山
大
学
）
が
、
台

湾
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
関
わ
り
に
つ
い
て
執
筆
し
た
い
と
自
分
か
ら
申
し
出
て
く
れ

た
の
で
お
願
い
し
た
。
全
体
と
し
て
感
じ
た
の
は
、
国
籍
が
違
っ
て
も
同
業
の
専

門
家
と
し
て
の
共
感
が
あ
る
の
で
、
事
典
作
成
の
よ
う
な
大
き
な
企
画
に
親
切
に

協
力
し
て
く
れ
る
と
期
待
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

ほ
と
ん
ど
の
外
国
人
執
筆
者
は
日
本
語
を
書
け
な
い
の
で
、
経
験
則
に
し
た

が
っ
て
日
本
語
の
規
定
字
数
を
英
語
や
ド
イ
ツ
語
の
単
語
数
に
置
き
換
え
て
、
執

筆
を
お
願
い
し
た
。
し
か
し
当
然
な
が
ら
、
原
稿
を
日
本
語
に
翻
訳
し
た
後
に
し

か
る
べ
き
字
数
に
き
れ
い
に
収
ま
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
執
筆
者
の
意
図
を

損
ね
な
い
よ
う
に
、
日
本
語
の
分
量
を
調
整
す
る
作
業
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
れ
が
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も
っ
と
も
苦
労
し
た
点
で
あ
る
。
な
お
、
で
き
る
限
り
若
手
研
究
者
に
参
加
し
て

も
ら
う
た
め
に
、
翻
訳
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
研
究
関
連
の
大
学
院
生
に
依
頼
し
、
筆
者

が
訳
稿
の
チ
ェ
ッ
ク
と
修
正
を
行
っ
た
。

読
み
が
い
の
あ
る
年
譜
を
め
ざ
し
て
（
田
鍋
良
臣
）

『
ハ
イ
デ
ガ
ー
事
典
』「
第
４
編　

資
料
編
」
所
収
の
年
譜
（
五
八
六
︲
六
〇
七

頁
）
は
、
酒
詰
悠
太
氏
、
貫
井
隆
氏
、
田
鍋
の
三
名
が
担
当
し
た
。
作
成
に

あ
た
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
生
涯
を
三
つ
の
時
期
（
生
誕
～
一
九
二
〇
年
代
、

一
九
三
〇
年
代
～
一
九
四
〇
年
代
、
一
九
五
〇
年
代
～
死
去
）
に
分
け
、
そ
れ
ら

の
記
事
を
担
当
者
の
三
名
が
そ
れ
ぞ
れ
分
担
し
た
。
記
載
事
項
は
、
作
業
を
進
め

る
な
か
で
、
最
終
的
に
「
人
生
の
出
来
事
」、「
研
究
活
動
」（
著
作
や
論
文
、
講

演
な
ど
）、「
教
育
活
動
」（
講
義
や
演
習
な
ど
）、「
世
界
の
出
来
事
」
と
い
う
四

つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
落
ち
着
い
た
。
記
事
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
年
譜
お

よ
び
伝
記
的
な
著
作
を
参
照
し
、
再
構
成
す
る
仕
方
で
ま
と
め
た
。
作
業
を
開
始

し
た
当
初
は
担
当
者
が
集
ま
っ
て
、
作
成
方
針
や
編
集
方
法
な
ど
を
話
し
合
っ
て

い
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
も
あ
り
、
途
中
か
ら
進
捗
状
況
の
報
告
や
編
集
上
の

相
談
な
ど
は
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
で
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
、
記
事
の
作
成
や

編
集
・
校
正
作
業
は
、G

oogle

ス
プ
レ
ッ
ド
シ
ー
ト
を
用
い
て
デ
ー
タ
を
共
有
し

つ
つ
行
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
が
功
を
奏
し
、
全
体
と
し
て
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
る
こ

と
が
で
き
た
。

本
年
譜
の
特
徴
を
一
つ
挙
げ
る
な
ら
、
近
年
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
全
集
（M

artin 
H

eidegger, G
esam

tausgabe, Frankfurt a. M
.: V

ittorio K
losterm

ann

）
の
刊
行

状
況
を
反
映
さ
せ
た
「
研
究
活
動
」
と
「
教
育
活
動
」
の
充
実
に
あ
る
と
い
え
よ

う
。
本
年
譜
で
は
、
従
来
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
演
習
や
未
刊
の
論
文
、

講
演
な
ど
の
記
録
を
年
代
順
に
整
理
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
が
全
集
の
何
巻
に

収
録
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
記
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
の
代

名
詞
と
も
言
え
る
「
存
在
と
時
間
」
の
語
が
付
録
に
見
出
せ
る
一
九
二
四
年
の
講

演
「（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
関
す
る
）
現
存
在
と
真
存
在
」
や
、
一
九
三
〇
年
代

か
ら
一
九
四
〇
年
代
初
め
に
か
け
て
く
り
返
し
書
き
直
さ
れ
、
そ
の
後
の
思
想
動

向
を
決
定
づ
け
た
講
演
「
真
理
の
本
質
に
つ
い
て
」
の
四
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
、

二
〇
一
六
年
刊
行
の
全
集
第
八
〇
・
一
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
情
報

は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
研
究
に
と
っ
て
基
礎
的
な
も
の
と
い
え
る
が
、
既
存
の
年
譜
や

著
作
一
覧
で
は
、
出
版
時
の
時
間
的
な
制
約
の
た
め
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ア
ク
セ

ス
し
づ
ら
い
状
況
に
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
本
事
典
が
刊
行
さ
れ
た
二
〇
二
一
年

以
降
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
全
集
の
新
巻
は
出
版
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
本

年
譜
も
時
間
的
な
制
約
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
情
報
の
更
新
と
い
う
役

割
は
十
分
に
果
た
せ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

事
典
の
軌
跡
を
た
ど
っ
て
︱
︱
編
集
会
議
書
記
を
務
め
て
（
貫
井
隆
）

今
回
の
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
事
典
』
の
編
集
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
、
私
は
幸
い

に
も
編
集
会
議
の
書
記
を
担
当
す
る
機
会
に
多
く
恵
ま
れ
た
。
何
度
も
編
集
会
議

に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
い
ず
れ
の
会
議
で
も
議
論
が
白
熱
し
、
議
事
録

は
長
大
な
も
の
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
議
論
に
お
い
て
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
解
釈
の

豊
か
な
多
義
性
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
編
集
委
員
間
や
執
筆
者
間
で
意
見
が
分
か

れ
る
こ
と
は
め
ず
ら
し
く
は
な
か
っ
た
。
議
事
録
を
見
返
す
と
、
そ
の
場
で
は
敢

え
て
結
論
が
留
保
さ
れ
、
次
の
会
議
ま
で
に
各
々
が
熟
考
を
重
ね
て
結
論
に
到
達

し
て
い
く
過
程
を
随
所
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
会
議
の
時
間
が

重
点
的
に
割
か
れ
た
の
は
邦
訳
語
の
選
定
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
用
語
は
元
々
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多
義
的
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
反
映
し
て
、
一
つ
の
ド
イ
ツ
語
の
原
語
に
対
し
て

非
常
に
多
く
の
訳
語
が
存
在
す
る
。
訳
語
を
一
つ
に
絞
る
と
多
義
的
な
原
語
の
豊

か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
損
な
わ
れ
か
ね
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
採
用
す
る
訳
語
が
増

え
れ
ば
事
典
と
し
て
の
統
一
性
が
失
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン

ス
を
ど
こ
で
取
る
か
と
い
う
繊
細
な
調
整
に
議
論
が
尽
く
さ
れ
た
こ
と
が
強
く
印

象
に
残
っ
て
い
る
。
最
終
的
に
は
、
各
原
語
に
つ
き
一
、二
の
訳
語
が
事
典
の
統

一
的
な
邦
訳
語
と
し
て
選
ば
れ
、
そ
れ
以
外
の
重
要
と
思
わ
れ
る
邦
訳
語
に
つ
い

て
は
、
各
用
語
項
目
の
説
明
の
中
で
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
私
個
人
は
、
主
要
著
作
の
見
取
り
図
と
年
譜
の
作
成
、
時
間
論
に
関
す
る

用
語
項
目
の
執
筆
、
お
よ
び
一
次
文
献
の
整
理
等
を
担
当
し
た
。
そ
れ
ら
の
制
作

過
程
で
は
、
所
属
や
世
代
を
超
え
て
、
多
く
の
方
か
ら
有
益
な
ご
意
見
を
い
た
だ

い
た
。
主
要
著
作
の
見
取
り
図
で
は
著
作
の
選
定
に
関
し
て
関
口
浩
先
生
か
ら
ご

助
言
を
い
た
だ
き
、
年
譜
に
関
し
て
は
田
鍋
良
臣
先
生
と
酒
詰
悠
太
先
生
と
の
共

同
制
作
を
行
っ
た
。
用
語
項
目
は
関
西
の
編
集
委
員
に
よ
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

プ
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
、
一
次
文
献
表
で
は
京
都
大
学
大
学
院
生
で
あ
る

岡
田
悠
汰
さ
ん
に
ご
助
力
い
た
だ
い
た
。
こ
の
よ
う
な
多
く
の
研
究
者
の
尽
力
に

よ
り
、
本
事
典
が
よ
り
よ
い
も
の
へ
と
発
展
す
る
様
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

私
が
京
都
大
学
大
学
院
に
在
籍
し
た
二
〇
一
三
～
二
〇
一
八
年
に
は
、
日
本
の

ハ
イ
デ
ガ
ー
研
究
者
を
つ
な
ぐ
ハ
イ
デ
ガ
ー
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
二
〇
〇
六
年
に
第

一
回
大
会
）、
お
よ
び
私
が
修
士
の
と
き
か
ら
参
加
し
て
い
る
関
西
ハ
イ
デ
ガ
ー

研
究
会
（
二
〇
一
三
年
に
第
一
回
研
究
会
）
は
い
ず
れ
も
、
す
で
に
盛
況
と
な
っ

て
い
た
。
そ
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
研
究
者
同
士
の
活
発
な
交
流
が
行

わ
れ
て
き
て
お
り
、
本
事
典
の
成
立
は
そ
の
象
徴
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の

度
、
そ
の
編
集
・
執
筆
に
従
事
で
き
た
こ
と
は
私
個
人
に
と
っ
て
は
非
常
に
光
栄

で
あ
り
、
実
り
多
い
経
験
と
な
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
本
事
典
が
今
後
の
ハ
イ

デ
ガ
ー
研
究
全
体
の
更
な
る
深
化
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。

編
集
者
の
視
点
か
ら
（
鈴
木
了
市
）

こ
の
事
典
の
こ
と
を
考
え
始
め
た
の
は
、
約
三
〇
年
前
、『
ヘ
ー
ゲ
ル
事
典
』

が
刊
行
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
だ
。
学
生
時
代
不
勉
強
だ
っ
た
私
に
は
歯
が
立
た
な

か
っ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
就
職
し
て
か
ら
も
私
に
問
い
を
投
げ
か
け
続
け
て
い
た

こ
と
も
あ
り
、
次
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
だ
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
イ
メ
ー
ジ
し
て

い
た
の
は
『
ヘ
ー
ゲ
ル
事
典
』
の
よ
う
な
用
語
事
典
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

『
ヘ
ー
ゲ
ル
事
典
』
は
、
全
テ
キ
ス
ト
が
デ
ー
タ
化
さ
れ
た
こ
と
で
刊
行
が
可

能
に
な
っ
た
と
い
う
。
当
時
、
そ
の
こ
と
に
ず
い
ぶ
ん
感
心
し
た
こ
と
を
記
憶
し

て
い
る
。
ま
だ
ワ
ー
プ
ロ
が
全
盛
の
時
代
で
、
パ
ソ
コ
ン
は
黒
い
画
面
に
コ
マ
ン

ド
を
打
ち
込
む
Ｍ
Ｓ-

Ｄ
Ｏ
Ｓ
だ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
事
典
が
出
せ
れ
ば
⋮
⋮
と

思
い
つ
つ
も
、
全
集
の
刊
行
は
ゆ
っ
た
り
と
し
て
、
全
テ
キ
ス
ト
の
デ
ー
タ
化
な

ど
い
つ
に
な
る
の
か
予
想
も
つ
か
ず
、
い
つ
し
か
事
典
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
も

少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

二
一
世
紀
に
入
り
、
私
に
も
還
暦
、
退
職
が
近
づ
い
て
き
た
あ
る
日
、
ひ
ょ
ん

な
こ
と
か
ら
秋
富
克
哉
先
生
と
電
話
で
お
話
し
す
る
機
会
が
で
き
た
。『
続
・
ハ

イ
デ
ガ
ー
読
本
』
が
刊
行
さ
れ
、
売
れ
行
き
な
ど
を
お
聞
き
し
た
の
だ
が
、
そ
の

流
れ
で
事
典
の
企
画
に
つ
い
て
打
診
し
た
の
で
あ
る
。
た
い
へ
ん
な
作
業
に
な
る

こ
と
は
必
定
、
日
本
で
の
全
集
の
状
況
も
考
え
る
と
二
の
足
を
踏
ま
れ
る
で
あ
ろ

う
と
内
心
で
は
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
用
語
の
解
説
だ
け
で
な
く
現
代
の
課
題

に
向
き
合
う
も
の
と
い
う
こ
と
と
、
二
冊
の
「
読
本
」
の
刊
行
で
下
地
が
で
き
て

い
た
こ
と
か
ら
、
す
ぐ
に
前
向
き
な
お
返
事
を
い
た
だ
き
、
に
わ
か
に
実
現
へ
の

道
が
開
け
た
の
で
あ
る
。
編
集
委
員
会
で
は
、
哲
学
以
外
の
領
域
の
読
者
も
想
定
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す
る
こ
と
に
も
ご
了
解
い
た
だ
き
、
テ
ー
マ
編
の
構
想
、
さ
ら
に
海
外
の
情
報
や

図
式
化
な
ど
の
ア
イ
デ
ア
も
加
わ
り
、
用
語
事
典
を
大
き
く
超
え
る
企
画
と
な
っ

て
い
っ
た
。

そ
の
後
数
年
の
会
議
と
Ｗ
Ｇ
に
よ
る
原
稿
の
検
討
を
経
て
、
よ
う
や
く
初
校
と

い
う
時
期
に
襲
っ
て
き
た
の
が
コ
ロ
ナ
禍
で
あ
る
。
刊
行
予
定
に
あ
わ
せ
て
決

ま
っ
て
い
た
私
の
退
職
に
は
間
に
合
わ
ず
、
最
後
の
半
年
は
在
宅
の
外
注
と
し
て

家
に
閉
じ
こ
も
っ
て
一
人
作
業
を
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
残
っ
て
い
た
他
の
仕

事
も
あ
っ
て
編
集
委
員
や
執
筆
者
に
ご
不
便
や
ご
迷
惑
を
か
け
申
し
訳
な
い
面
も

あ
っ
た
一
方
で
、
時
間
に
縛
ら
れ
ず
随
時
デ
ー
タ
の
共
有
や
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
よ
る
会

議
に
も
対
応
で
き
、
Ｉ
Ｔ
を
利
用
し
た
本
作
り
の
よ
い
機
会
と
も
な
っ
た
と
思
っ

て
い
る
。

や
や
も
す
る
と
、
科
学
技
術
の
進
歩
が
人
間
を
追
い
抜
い
て
い
く
よ
う
な
時
代

で
あ
る
。
未
来
へ
の
見
通
し
が
き
か
な
く
な
る
な
か
で
、
多
く
の
人
び
と
が
「
哲

学
」
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
世
間
の
「
哲
学
」
と
研
究
者
の
そ
れ
と
は
か
な

り
距
離
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
き
な
臭
い
時
代
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
や

京
都
学
派
へ
の
批
判
を
糧
と
し
て
、
哲
学
者
が
粘
り
強
く
社
会
と
対
話
す
る
こ
と

を
期
待
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
も
こ
の
事
典
が
な
ん
ら
か
の
手
が
か
り
と
な
り
う

る
こ
と
と
、
Ｉ
Ｔ
時
代
の
本
づ
く
り
に
新
た
な
可
能
性
を
拓
く
も
の
で
あ
る
こ
と

を
、
心
か
ら
願
っ
て
い
る
。

（
秋
富
克
哉
・
あ
き
と
み　

か
つ
や
・
京
都
工
芸
繊
維
大
学
）

（
陶
久
明
日
香
・
す
え
ひ
さ　

あ
す
か
・
学
習
院
大
学
）

（
松
本
啓
二
朗
・
ま
つ
も
と　

け
い
じ
ろ
う
・
大
阪
教
育
大
学
）

（
金
成
祐
人
・
か
ん
な
り　

ゆ
う
と
・
帝
京
大
学
）

（
景
山
洋
平
・
か
げ
や
ま　

よ
う
へ
い
・
関
西
学
院
大
学
）

（
田
鍋
良
臣
・
た
な
べ　

よ
し
お
み
・
鳥
取
大
学
）

（
貫
井　

隆
・
ぬ
く
い　

た
か
し
・
京
都
工
芸
繊
維
大
学
）

（
鈴
木
了
市
・
す
ず
き　

り
ょ
う
い
ち
・
元
昭
和
堂
）

（
古
荘
真
敬
・
ふ
る
し
ょ
う　

ま
さ
た
か
・
東
京
大
学
）
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伝
達
、
す
な
わ
ち
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
と
と
も
に

考
え
抜
い
た
書
物
で
あ
る
。

本
書
は
、
他
者
に
つ
い
て
の
私
の
経
験
（「
他
者
経
験
」）
を
め
ぐ
る
フ
ッ
サ
ー

ル
の
思
索
の
歩
み
が
ど
の
よ
う
に
進
み
、
最
終
的
に
ど
こ
に
到
達
し
た
の
か
を
追

跡
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
。
と
は
い
え
本
書
の
目
標
は
そ
の
先
、
す
な
わ
ち

フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
他
者
論
を
突
き
詰
め
る
こ
と
で
倫
理
学
に
通
じ
る
道
を
探
る
こ

と
」（p. iv

）
に
あ
る
。
倫
理
学
と
は
、
社
会
規
範
の
一
種
と
し
て
の
倫
理
を
め

ぐ
る
哲
学
的
探
究
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
倫
理
学
は
、
社
会
の
中
で
個
人
が
互
い
に

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
相
互
理
解
や
協
力
な
ど
を
行
う
と
き
に
つ
ね
に
成

り
立
っ
て
い
る
関
係
︱
︱
テ
ン
ゲ
イ
の
表
現
を
借
り
て
「
基
礎
関
係
」
と
呼
ば
れ

る
（p. 264

）
︱
︱
を
め
ぐ
る
考
察
へ
と
送
り
返
さ
れ
る
。
そ
れ
が
ま
さ
に
他
者

論
な
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
本
書
で
考
察
さ
れ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論
は
、
周
知
の

『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
で
の
「
感
情
移
入
」
論
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
感
情

移
入
に
お
い
て
は
、
私
は
自
分
と
は
異
な
る
「
他
の
自
我
」
の
存
在
を
知
る
に
過

ぎ
な
い
。
か
か
る
他
の
自
我
が
「
私
」
に
と
っ
て
の
「
君
」
で
も
あ
り
う
る
こ
と

を
私
に
知
ら
せ
、
本
来
的
な
意
味
で
の
「
共
同
体
」
を
形
成
す
る
も
の
、
そ
れ
は

「
伝
達
」
で
あ
る
。「
君
」
と
は
伝
達
の
パ
ー
ト
ナ
ー
な
の
で
あ
り
、
社
会
と
は

「
伝
達
の
共
同
体
の
相
関
項
と
な
る
共
同
的
世
界
」（p. 195

）
な
の
で
あ
る
。
か

く
し
て
本
書
は
、
伝
達
の
場
面
に
お
け
る
他
者
経
験
に
考
察
の
焦
点
を
定
め
る
こ

と
に
な
る
。
他
者
が
私
に
何
か
を
伝
達
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
受
容
す
る
こ
と
と

し
て
の
「
語
り
か
け
の
受
容
」
を
め
ぐ
る
理
論
こ
そ
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論

の
到
達
点
で
あ
る
と
同
時
に
、「
基
礎
関
係
の
現
象
学
」（p. 265

）
と
し
て
倫
理

学
へ
の
突
破
口
と
な
る
︱
︱
か
か
る
結
論
へ
至
る
本
書
の
議
論
は
、「
フ
ッ
サ
ー

ル
の
文
献
研
究
の
枠
内
」（p. 8

）
に
厳
格
に
と
ど
ま
り
つ
つ
、
そ
の
よ
う
に
一
人

の
哲
学
者
の
思
考
を
考
え
抜
く
こ
と
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
一
つ
の
優
れ
た
哲
学

的
思
考
と
な
る
こ
と
を
存
分
に
示
し
て
い
る
。

以
下
、
本
書
の
内
容
を
概
観
し
て
い
こ
う
。
本
書
は
『
論
理
学
研
究
』
第
一
版

か
ら
『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
の
時
期
ま
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論
と
倫
理
学
を
考
察

す
る
第
Ｉ
部
（
第
一
～
三
章
）
と
、
そ
れ
以
後
、
す
な
わ
ち
『
論
研
』
改
稿
期

か
ら
晩
年
ま
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論
の
展
開
を
追
跡
す
る
第
Ⅱ
部
（
第
四
章

～
終
章
）
か
ら
成
る
。
ま
ず
第
一
章
で
は
、『
論
研
』
が
考
察
の
場
面
を
「
独
白
」

へ
と
限
定
し
て
い
く
こ
と
の
意
義
が
考
察
さ
れ
る
。
表
現
の
送
り
手
の
心
的
体
験

を
表
現
す
る
「
告
知
」
の
機
能
が
度
外
視
さ
れ
る
第
一
研
究
、
そ
し
て
独
自
の
対

象
を
も
つ
「
客
観
化
作
用
」（
知
覚
や
判
断
な
ど
）
に
基
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ

︻
書
評
︼
鈴
木
崇
志
﹃
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論
か
ら
倫
理
学
へ
﹄

︵
勁
草
書
房
、
二
〇
二
一
年
︶

平

岡
　

紘
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の
対
象
に
別
の
仕
方
で
関
わ
る
「
非
客
観
化
作
用
」（
願
望
や
疑
問
な
ど
）
が
度

外
視
さ
れ
る
第
六
研
究
が
検
討
さ
れ
、『
論
研
』
の
独
白
が
他
者
に
伝
達
を
し
な

い
と
い
う
点
を
本
質
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
語
り

手
が
何
か
を
伝
達
し
た
い
と
い
う
意
図
（
願
望
）
を
表
現
（
告
知
）
す
る
こ
と
な

し
に
は
伝
達
は
始
ま
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
告
知
と
非
客
観
化
作
用
は

と
も
に
伝
達
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
（p. 51

）。

『
論
研
』
の
構
図
の
も
と
で
構
想
さ
れ
る
倫
理
学
と
他
者
論
の
特
徴
を
、
続
く

二
つ
の
章
が
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
章
で
は
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
で
の
一
連
の

倫
理
学
講
義
か
ら
、
こ
の
時
期
の
倫
理
学
の
構
想
が
考
察
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
、

理
論
的
判
断
に
基
づ
け
ら
れ
た
非
客
観
化
作
用
で
あ
る
評
価
作
用
が
、
新
た
な
客

観
化
作
用
で
あ
る
価
値
判
断
や
当
為
判
断
の
対
象
で
あ
る
価
値
を
構
成
す
る
と
い

う
点
で
、「
潜
在
的
な
客
観
化
作
用
」（p. 75
）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま

り
非
客
観
化
作
用
の
積
極
的
な
役
割
が
考
慮
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
わ
け
だ
が
、
し

か
し
︱
︱
と
著
者
は
指
摘
す
る
︱
︱
非
客
観
化
作
用
が
伝
達
に
お
い
て
果
た
す
役

割
は
な
お
も
「
等
閑
視
」
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
（p. 76
）。
評
価
作
用
を
根
底
に

置
い
て
構
想
さ
れ
る
倫
理
学
は
「
専
ら
一
人
の
主
観
の
意
志
決
定
の
問
題
」
を
扱

う
「
他
者
論
な
き
倫
理
学
」
な
の
で
あ
る
（p. 76

）。

第
三
章
は
、
同
時
期
の
他
者
論
の
構
想
を
検
討
す
る
。
師
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
告

知
概
念
お
よ
び
彼
を
支
持
す
る
マ
ル
テ
ィ
か
ら
の
批
判
の
検
討
に
よ
り
、
こ
の
時

期
に
フ
ッ
サ
ー
ル
が
告
知
と
そ
の
受
容
の
重
要
性
を
顧
慮
す
る
よ
う
に
な
る
経
緯

が
詳
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
時
期
の
他
者
論
で
重
要
な
役
割
を
果
た

す
「
感
情
移
入
」
の
概
念
が
検
討
さ
れ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
感
情
移
入
論
の
帰
趨
が

追
跡
さ
れ
る
。
一
九
一
〇
年
の
時
点
で
は
感
情
移
入
は
「
非
意
図
的
な
身
体
変
化

か
ら
言
語
表
現
に
至
る
ま
で
の
幅
広
い
媒
体
」（p. 98

）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も

の
と
し
て
「
告
知
の
受
容
」
と
等
し
い
外
延
を
も
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
後
、

超
越
論
的
現
象
学
へ
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
感
情
移
入
は
身
体
的
な
他

者
経
験
へ
と
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
時
期
の
他
者
論
は
、

言
語
的
な
伝
達
表
現
を
介
し
た
告
知
の
受
容
を
度
外
視
し
た
ま
ま
に
と
ど
ま
り
、

「
倫
理
学
な
き
他
者
論
」
の
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
（p. 113

）。

か
く
し
て
『
論
研
』
第
一
版
に
お
い
て
度
外
視
さ
れ
た
「
伝
達
」
の
場
面
と
そ

こ
で
の
「
告
知
の
受
容
」
の
重
要
性
が
陰
画
的
に
示
さ
れ
た
。
こ
れ
を
承
け
て
第

Ⅱ
部
で
は
「
伝
達
」
に
直
接
光
を
当
て
、『
論
研
』
書
き
換
え
以
後
の
時
期
の
他

者
論
の
展
開
が
あ
と
づ
け
ら
れ
る
。
第
四
章
で
は
、
第
六
研
究
の
改
稿
第
二
期

（
一
九
一
三
年
一
二
月
～
翌
年
四
月
）
の
草
稿
に
お
い
て
表
現
の
送
り
手
と
受
け

手
双
方
の
視
点
か
ら
多
角
的
に
記
述
さ
れ
る
伝
達
の
プ
ロ
セ
ス
が
分
析
さ
れ
る
。

送
り
手
が
自
分
の
こ
と
を
相
手
に
伝
達
し
た
い
と
い
う
意
図
な
い
し
願
望
（「
伝

達
意
図
」）
を
も
つ
こ
と
か
ら
始
ま
る
伝
達
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
肝
要
な
の
は
、

伝
達
成
立
の
カ
ギ
と
な
る
、「〈
受
け
手
が
送
り
手
の
伝
達
意
図
の
告
知
を
受
容
す

る
〉
と
い
う
出
来
事
」（p. 140

）
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
受
け
手
の
側
で
な

さ
れ
る
二
種
類
の
告
知
の
受
容
が
あ
る
。
第
一
に
伝
達
意
図
の
告
知
の
受
容
で
あ

り
、「
語
り
か
け
の
受
容
」
と
呼
ば
れ
る
（p. 149

）。
第
二
に
各
種
の
文
に
お
い

て
表
現
さ
れ
て
い
る
各
種
の
作
用
（
そ
の
総
称
が
「
思
考
作
用
」
で
あ
る
）
を
送

り
手
の
意
識
の
中
に
移
入
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
思
考
移
入
」
と
名
づ
け
ら
れ
る

（p. 146

）。
こ
れ
ら
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
私
の
体
験
に
は
与
え
ら
れ
な
い
他

者
の
体
験
に
つ
い
て
の
経
験
と
い
う
意
味
で
、
他
者
経
験
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ

し
い
。
か
く
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
に
あ
っ
て
他
者
経
験
は
感
情
移
入
、
語
り
か
け
の

受
容
、
思
考
移
入
の
三
種
に
な
る
。
こ
の
解
釈
の
独
創
性
は
幾
度
も
強
調
さ
れ
る

べ
き
だ
ろ
う
。

第
五
章
で
は
、
こ
の
ア
イ
デ
ア
が
一
九
二
〇
年
代
に
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て

い
っ
た
か
が
、
非
意
図
的
な
身
体
運
動
や
そ
の
産
物
を
媒
体
と
す
る
感
情
移
入
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と
、
意
図
的
な
身
体
運
動
や
そ
の
産
物
（
声
や
文
字
な
ど
）
を
媒
体
と
す
る
語
り

か
け
の
受
容
お
よ
び
思
考
移
入
の
二
段
階
に
即
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
感
情
移
入
と

は
、
自
分
が
今
い
る
「
こ
こ
」
と
は
別
の
「
あ
そ
こ
」
に
私
の
身
体
と
似
た
身
体

を
見
つ
け
、
私
が
「
あ
そ
こ
」
で
も
つ
は
ず
の
感
性
的
経
験
を
「
あ
そ
こ
」
に
い

る
他
者
へ
移
入
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
成
り
立
つ
共
同
的
世
界
は
「
自
然
」

で
あ
る
（p. 168

）。
こ
れ
に
対
し
て
語
り
か
け
の
受
容
と
思
考
移
入
に
よ
っ
て
成

り
立
つ
共
同
的
世
界
で
は
、
自
他
が
人
格
同
士
と
し
て
種
々
の
表
現
を
理
解
し
あ

い
、
援
助
、
協
働
、
愛
と
い
っ
た
様
々
な
社
会
的
作
用
を
な
す
。
か
か
る
世
界
こ

そ
が「
社
会
的
世
界
」
な
の
だ（pp. 191-195

）。
こ
こ
で
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、

「
感
情
移
入
の
共
同
体
か
ら
伝
達
の
共
同
体
へ
の
移
行
を
可
能
に
す
る
媒
介
項
の

役
割
」
を
果
た
す
「
語
り
か
け
の
受
容
」
で
あ
る
。
伝
達
の
意
図
の
告
知
は
、
一

方
で
は
そ
れ
自
体
が
意
図
的
に
告
知
さ
れ
る
以
上
、「
感
情
移
入
に
よ
っ
て
は
受

容
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
は
ず
で
あ
る
」
が
、
他
方
で
は
「
伝
達
的
表
現
を
初
め
て

可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
自
体
は
伝
達
的
表
現
に
よ
っ
て
完
全

に
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
」（p. 196

）。
要
す
る
に
語
り
か
け
の
受
容
は
「
原

理
的
に
不
確
実
な
も
の
」
な
の
だ
。
本
書
の
議
論
が
乾
い
た
文
体
で
進
め
ら
れ
る

だ
け
に
印
象
的
な
一
節
を
引
く
な
ら
、
感
情
移
入
と
思
考
移
入
に
あ
っ
て
他
者
の

体
験
が
私
の
意
識
の
中
に
「
鏡
映
」
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
他
者
の
伝
達
意
図
は

「
私
の
意
識
と
い
う
鏡
に
映
す
こ
と
の
で
き
な
い
唯
一
の
も
の
」
な
の
で
あ
る
（p. 

197

）。
こ
の
語
り
か
け
の
受
容
が
、
第
六
章
で
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論
の
到
達
点
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
の
感
情
移
入
論
の
位
置
づ
け
や
内

実
が
確
認
さ
れ
た
上
で
、
感
情
移
入
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
共
同
体
よ
り
高
次
の

諸
共
同
体
、
つ
ま
り
語
り
か
け
の
受
容
と
思
考
移
入
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
社
会

的
共
同
体
の
説
明
が
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
実
現
は

果
た
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
経
緯
が
、
一
九
三
二
年
の
草
稿
︱
︱
「
語
り
か
け

の
受
容
」
の
語
が
初
め
て
登
場
す
る
︱
︱
の
読
解
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
語
り
か
け
の
受
容
に
よ
っ
て
成
立
す
る「
伝
達
の
共
同
体
」

こ
そ
が
「
本
来
的
な
意
味
で
の
「
共
同
体
」」
で
あ
り
、
そ
こ
で
な
さ
れ
る
伝
達

こ
そ
が
「
本
来
的
な
意
味
で
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」」
で
あ
る
（p. 236

）。

感
情
移
入
に
よ
っ
て
私
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
自
分
と
は
別
の「
他
の
自
我
」

で
あ
る
が
、
伝
達
の
共
同
体
の
端
緒
と
な
る
語
り
か
け
の
受
容
に
お
い
て
こ
そ

「「
私
」
に
と
っ
て
の
「
君
」
に
つ
い
て
の
意
識
、
そ
し
て
「
私
た
ち
」
に
つ
い
て

の
意
識
」（p. 244

）
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
語
り
か
け
の
受
容
と

は
、
伝
達
意
図
の
告
知
を
受
容
し
て
ほ
し
い
と
い
う
他
者
の
意
志
を
引
き
受
け
る

こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
受
け
手
は
他
者
と
同
じ
意
志
を
も
つ
必
要
は
な
い
。

つ
ま
り
自
他
の
間
に
は
「
意
志
の
差
異
」（p. 244

）
が
残
る
の
で
あ
る
。
か
か
る

差
異
に
お
い
て
現
れ
る
も
の
こ
そ
が
、
伝
達
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
「
君
」
な

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
語
り
か
け
の
受
容
が
い
か
な
る
志
向
的
体
験
で
あ
る
か

と
い
う
問
題
」（p. 245

）
が
先
述
の
構
想
の
実
現
を
阻
ん
だ
こ
と
を
指
摘
し
た
上

で
、
語
り
か
け
の
受
容
を
、「
言
葉
を「
本
当
に
受
け
取
っ
た
」
と
い
う
」︱
︱「
常

に「
嘘
」
で
あ
り
う
る
」︱
︱「
思
い
込
み
」、
受
け
手
の
側
の「
自
己
欺
瞞
」、「
私

た
ち
が
語
り
合
う
た
め
に
不
可
欠
な
嘘
」
と
特
徴
づ
け
る
本
章
末
尾
は
、
前
章
末

尾
と
並
ん
で
印
象
的
な
箇
所
で
あ
る
（p. 248

）。

終
章
で
は
、「
語
り
か
け
の
受
容
」
の
理
論
が
倫
理
学
に
い
か
に
接
続
す
る
か

が
考
察
さ
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
個
人
倫
理
学
」
と
「
社
会
倫
理
学
」
と
い
う

区
分
を
修
正
し
「
社
会
的
作
用
の
担
い
手
と
し
て
の
個
人
を
初
め
か
ら
倫
理
学
の

主
題
と
す
れ
ば
よ
い
」（p. 263

）
と
い
う
見
通
し
の
も
と
で
、
語
り
か
け
の
受
容

の
理
論
を
「
基
礎
関
係
の
現
象
学
」
と
し
て
検
討
す
る
と
い
う
見
解
が
提
示
さ
れ

る
。
語
り
か
け
の
受
容
の
自
明
性
、「
君
」
の
自
明
性
が
「
謎
」
と
し
て
立
ち
現
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れ
る
地
点
ま
で
突
き
進
ん
だ
こ
と
こ
そ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論
の
到
達
点
で
あ

る
︱
︱
こ
の
結
論
は
哲
学
的
に
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
よ
う
。

見
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論
の
核
心
が
「
伝
達
」、
と

く
に
そ
の
成
立
の
カ
ギ
で
あ
り
、
他
者
論
か
ら
倫
理
学
へ
の
突
破
口
と
も
な
る

「
語
り
か
け
の
受
容
」
の
理
論
へ
収
斂
し
て
い
く
様
を
、
緻
密
な
構
成
の
も
と
で

明
ら
か
に
す
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
構
成
ゆ
え
に
歪
め
ら
れ
た
も
の
、
あ
る
い

は
脇
に
置
か
れ
た
も
の
を
一
つ
ず
つ
挙
げ
て
み
た
い
。
ま
ず
、
終
章
で
な
さ
れ

る
、
基
礎
関
係
の
現
象
学
と
し
て
の
フ
ッ
サ
ー
ル
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
比
較
に
つ
い

て
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
他
者
の
最
初
の
言
葉
と
し
て
提
示
す
る
「
汝
殺
す
な

か
れ
」
を
「
表
現
の
送
り
手
と
し
て
の
他
者
が
︹
中
略
︺
私
に
課
す
「
語
り
に
加

わ
れ
」
と
い
う
命
令
」（p. 270

）
と
す
る
正
当
な
解
釈
を
は
じ
め
と
し
て
、
著
者

の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
理
解
は
深
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
の
意
図
へ
加
え

ら
れ
た
歪
み
が
際
立
っ
て
く
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は

「
顔
」
を
起
点
と
し
た
倫
理
学
を
構
築
す
る
こ
と
を
自
ら
の
課
題
と
し
て
は
い
な

か
っ
た
（『
倫
理
と
無
限
』）。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
課
題
は
、
諸
規
則
・
諸
規
範
の
体

系
と
し
て
の
「
倫
理
」
︱
︱
「
倫
理
学 die Ethik

」
︱
︱
か
ら
「
倫
理
的
な
事
柄

das Ethische

」
と
し
て
の
「
倫
理
」
を
区
別
し
、
後
者
の
「
意
味
」
を
探
究
す
る

こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
言
わ
れ
る
倫
理
の
意
味
と
は
、
あ
る
事
象
が
、
そ
れ
が
お

よ
そ
倫
理
的
と
呼
ば
れ
る
限
り
必
ず
満
た
し
て
い
る
べ
き
条
件
の
こ
と
で
あ
る
。

本
書
に
お
い
て
語
り
か
け
の
受
容
が
「
そ
の
つ
ど
語
り
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

何
度
で
も
「
顕
在
的
」
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
」
社
会
の
「
起
源
」
と
言
わ

れ
る
（p. 241

）
の
と
同
じ
意
味
で
、
倫
理
の
「
起
源
」
の
こ
と
で
あ
る
と
言
っ

て
も
よ
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
倫
理
と
は
、「〈
他
者
〉
の
現
前
に
よ
っ
て
私

の
自
発
性
が
問
い
た
だ
さ
れ
る
こ
と
」（『
全
体
性
と
無
限
』
第
Ⅰ
部
Ａ
章
４
）
で

あ
り
、
そ
の
核
心
に
は
「
私
が
自
分
自
身
に
要
求
す
る
こ
と
を
許
す
事
柄
は
、
私

が
〈
他
者
〉
に
要
求
す
る
権
利
を
も
つ
も
の
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
」
と
い
う

「
凡
庸
な
道
徳
的
経
験
」
が
あ
る
（
同
Ｂ
章
１
）。
要
す
る
に
、
私
が
な
す
べ
き
こ

と
と
同
等
の
こ
と
を
君
も
な
せ
と
い
う
態
度
を
と
る
と
き
、
私
は
倫
理
を
捨
て
て

し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
今
述
べ
た
よ
う
な
意
味
で
倫
理

0

0

の
起
源

で
あ
る
と
は
言
え
る
が
、「
道
徳
的
な
対
他
的
行
為

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
起
源
」（p. 272. 

傍
点
引
用

者
）
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
「
基
礎
関
係
に
お
け
る
当
為
」（p. 276

）
を
読

み
込
も
う
と
す
る
と
き
、
著
者
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
か
ら
決
定
的
に
離
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
う
一
点
指
摘
さ
れ
る
べ
き
は
、
本
書
に
お
い
て
「
語
り
か
け
」
の
様
態
の
区

別
、
と
り
わ
け
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
の
区
別
が
注
意
深
く
脇
に
置
か
れ
て
い
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
注
意
深
く
と
言
う
の
は
、
本
書
が
要
所
要
所
で
、
フ
ッ
サ
ー

ル
の
言
う
「
語
り
」
が
広
い
意
味
で
の
言
葉
を
指
す
こ
と
、
あ
ら
ゆ
る
伝
達
に
お

い
て
「
語
り
か
け
の
受
容
」
と
「
思
考
移
入
」
が
成
り
立
つ
こ
と
な
ど
に
注
意
を

う
な
が
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
例
え
ばpp. 137, 148

）。
と
は
言
え
、
第
六
章

で
詳
論
さ
れ
る
「
経
験
一
般
に
お
け
る
ヒ
ュ
レ
ー
の
は
た
ら
き
を
声
に
喩
え
る
」

（p. 231

）
と
い
う
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
の
方
針
は
、
伝
達
の
場
面
で
の
他
者
経
験
も

話
し
言
葉
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
せ
る
。
他
方
、
同
章

註
二
七
（p. 306

）
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
こ
の
区
別
を
念
頭
に
置
い
た
と
き
感

情
移
入
と
語
り
か
け
の
受
容
・
思
考
移
入
の
基
づ
け
関
係
は
逆
転
し
う
る
だ
ろ

う
。
時
間
を
遡
っ
て
『
論
研
』
で
言
え
ば
、
自
分
自
身
に
語
る
独
白
が
、
第
一
章

で
批
判
さ
れ
る
『
声
と
現
象
』
の
デ
リ
ダ
が
引
き
出
す
よ
う
に
「
自
分
が
語
る
の

を
聞
く
」
こ
と
な
の
か
、
浜
渦
辰
二
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
「
読
む
」
こ
と
な
の

か
と
い
う
点
は
小
さ
く
な
い
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
本
書
第
一
章
で

は
こ
の
点
は
度
外
視
さ
れ
て
い
る
。
書
き
言
葉
と
話
し
言
葉
と
い
う
区
別
自
体
が

様
々
に
錯
綜
し
て
い
る
こ
と
は
無
論
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
書
き
言
葉
に
対
す
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る
話
し
言
葉
の
優
位
を
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
だ
が
、
そ

こ
で
両
者
の
区
別
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
送
り
手
た
る
他
者
が
自
身
の
言
葉

に
居
合
わ
せ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
っ
て
、
文
字
も
他
者
が
居
合
わ
せ
て
い
れ
ば

パ
ロ
ー
ル
に
な
り
う
る
。
デ
リ
ダ
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
パ
ロ
ー
ル
が
実
は

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
よ
っ
て
つ
ね
に
す
で
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と

を
企
図
し
て
い
た
。
こ
う
述
べ
る
と
書
き
言
葉
と
話
し
言
葉
の
区
別
は
重
要
で
は

な
い
の
だ
と
い
う
反
論
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
が
、
む
し
ろ
そ
の
錯
綜
ゆ
え
に
両

者
の
区
別
は
他
者
経
験
を
分
析
す
る
際
に
重
要
な
視
点
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

以
上
の
指
摘
は
本
書
の
価
値
を
い
さ
さ
か
も
減
じ
な
い
。「
他
の
自
我
」
と

「
君
」
の
違
い
（
第
六
章
）
や
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
か
っ
た
感
情
移
入
と
共
感
の

違
い
（
第
五
章
）
な
ど
、
哲
学
的
に
重
要
な
洞
察
が
本
書
に
は
散
り
ば
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
を
改
め
て
強
調
し
て
、
本
書
評
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
平
岡　

紘
・
ひ
ら
お
か　

ひ
ろ
し
・
流
通
経
済
大
学
）
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マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
い
う
ひ
と
は
ど
う
も
猜
疑
心
に
満
ち
た
著
者

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
彼
は
自
身
の
思
想
が
き
わ
め
て
容
易
に
誤
解
さ
れ
う
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
常
に
気
に
し
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
彼
の
テ
ク
ス

ト
に
お
い
て
は
常
に
、「
こ
の
こ
と
を
⋮
⋮
と
い
う
仕
方
で
理
解
す
る
な
ら
ば
そ

れ
は
ひ
ど
い
誤
解
で
あ
る
」
と
い
っ
た
表
現
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

お
そ
ら
く
そ
の
ゆ
え
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
研
究
に
お
い
て
誰
か
が
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
思
想
を
、
い
わ
ば
誰
に
で
も
理
解
で
き
る
よ
う
な
仕
方
で
言
い
か
え
た

な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
強
く
警
戒
す
る
よ
う
に
、
い
つ
の
間
に
か
習
慣
づ

け
ら
れ
て
き
た
。
論
文
に
お
い
て
も
入
門
書
に
お
い
て
も
、
安
全
な
の
は
「
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
語
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
語
に
よ
っ
て
説
明
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
て
、
日
常

的
な
イ
メ
ー
ジ
や
哲
学
史
上
の
既
存
の
テ
ー
マ
を
用
い
た
分
か
り
や
す
い
言
い
か

え
を
試
み
る
著
者
は
、
ひ
そ
か
に
嘲
笑
さ
れ
る
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。

そ
れ
で
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
語
っ
た
こ
と
を
明
確
化
し
た
い
と
望
む
な
ら
ば

ど
こ
か
で
彼
自
身
の
説
明
を
越
え
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
と
り
わ
け

ヒ
ュ
ー
バ
ー
ト
・
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
氏
以
来
の
英
語
圏
の
諸
研
究
に
お
い
て
、
現
代

哲
学
の
関
心
に
引
き
付
け
た
日
常
的
な
例
に
即
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
洞
察
を
解

釈
し
、
紹
介
す
る
試
み
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
思
う
に
、
そ
う
し
た
試

み
が
︱
︱
ま
さ
に
そ
の
分
か
り
や
す
さ
の
ゆ
え
に
︱
︱
多
く
の
批
判
を
集
め
て
き

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
年
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
研
究
は
大
き
く
前
進
し
た
と
言
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。

高
井
ゆ
と
里
氏
に
よ
る
、
シ
リ
ー
ズ
「
極
限
の
思
想
」
中
の
本
書
『
ハ
イ
デ

ガ
ー
：
世
界
内
存
在
を
生
き
る
』（
以
下
、「
本
書
」）
は
、
そ
う
し
た
勇
気
あ
る

試
み
の
最
新
版
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
少
な
く
と
も
日
本
語
圏
に
お
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
で
も
っ
と
も
分
か
り
や
す
い
描
像
を
示
し
て
い
る
。

本
書
は
解
釈
史
上
の
そ
の
よ
う
な
決
定
的
な
地
位
を
み
ず
か
ら
認
め
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
高
井
氏
は
、
こ
れ
ま
で「『
プ
ロ
』
の
研
究
者
た
ち
は
、『
存
在
と
時
間
』

に
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、『
プ
ロ
で
な
い
』
人
た
ち
の
期
待
に
答
え

る
十
分
な
回
答
を
示
し
て
こ
な
か
っ
た
」（
六
頁
）
と
断
言
す
る
。

本
書
は
何
よ
り
も
、「
プ
ロ
で
な
い
」
一
般
の
読
者
の
た
め
の
入
門
書
で
あ
ろ

う
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
一
見
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
し
か
し
お
そ
ら

く
高
井
氏
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
入
門
書
は
あ
ま
り
に
「
プ
ロ
」
の
研
究
者

の
方
を
向
き
す
ぎ
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
書
は
、『
存
在
と
時
間
』
の
成
立
ま
で

の
複
雑
な
歴
史
的
な
経
緯
や
、「
未
公
刊
部
」
に
何
が
書
か
れ
る
は
ず
だ
っ
た
か

︻
書
評
︼
高
井
ゆ
と
里
﹃
ハ
イ
デ
ガ
ー　

世
界
内
存
在
を
生
き
る
﹄

︵
講
談
社
、
二
〇
二
二
年
︶

丸

山

文

隆
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の
予
想
と
い
っ
た
「
プ
ロ
」
向
き
の
話
題
へ
の
言
及
は
最
低
限
に
と
ど
め
、『
存

在
と
時
間
』
公
刊
部
の
内
実
と
し
て
の
「
現
存
在
の
分
析
論
」
に
集
中
し
よ
う
と

す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て「『
存
在
と
時
間
』
は
何
が『
す
ご
い
』
の
だ
ろ
う
か
」（
六

頁
）
と
い
う
一
般
読
者
の
素
直
な
問
い
に
ま
っ
す
ぐ
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

研
究
者
た
ち
は
、『
存
在
と
時
間
』
の
な
か
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
そ
こ
で
は

い
ま
だ
完
遂
し
え
な
か
っ
た
「
存
在
の
問
い
」
へ
の
助
走
を
読
み
取
り
、
移
ろ
い

ゆ
く
彼
の
思
索
の
一
断
面
と
し
て
の
み
関
心
を
も
つ
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ

た
。
だ
が
高
井
氏
は
、「『
存
在
と
時
間
』
の
内
容
を
、
の
び
や
か
に
味
わ
」
う
た

め
に
は
そ
う
し
た
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
関
心
は
必
要
な
い
と
強
調
す
る
（
四
六
頁
）。

『
存
在
と
時
間
』
が
ど
う
「
す
ご
い
」
の
か
を
知
る
た
め
に
は
そ
れ
が
既
に
達
成

し
た
も
の
の
み
を
理
解
す
れ
ば
十
分
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
で
こ
の
書
物

は
「『
存
在
の
問
い
』
か
ら
解
放
」
さ
れ
て
か
ま
わ
な
い
（
二
二
頁
）。
か
く
し
て
、

本
書
は
『
存
在
と
時
間
』
を
、
存
在
論
の
書
と
し
て
も
、
或
い
は
ま
た
現
象
学
の

試
み
と
し
て
も
理
解
せ
ず
、
む
し
ろ
「
私
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
『
私
』
の
生
を
生
き

て
い
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
」（
一
二
頁
）
と
い
う
問
い
を
め
ぐ
る
も
の
と

し
て
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
大
胆
な
定
位
を
選
択
す
る
が
ゆ
え
に
、
高
井
氏
は
、
本
書
を
読

む
こ
と
を
『
存
在
と
時
間
』
そ
の
も
の
を
読
む
こ
と
の
代
わ
り
だ
と
思
わ
な
い
よ

う
に
、
繰
り
返
し
読
者
に
要
求
し
て
い
る
。
本
書
は
『
存
在
と
時
間
』
を
読
む
た

め
の
き
わ
め
て
分
か
り
や
す
い
視
点
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く

ま
で
一
つ
の
視
点
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、「
読
者
た
ち
に
は
ぜ
ひ
、
本
書
だ

け
で
な
く
『
存
在
と
時
間
』
を
手
に
取
り
、
あ
る
い
は
他
の
研
究
書
と
も
対
比
し

つ
つ
、
本
書
の
解
釈
が
テ
ク
ス
ト
解
釈
と
し
て
妥
当
性
を
持
っ
て
い
る
か
、
そ
の

つ
ど
吟
味
す
る
つ
も
り
で
本
書
を
読
み
進
め
て
ほ
し
い
」
と
語
ら
れ
る
（
九
頁
）。

そ
し
て
ま
た
本
書
は
、
巻
末
に
詳
し
い
「
文
献
紹
介
」
を
掲
げ
て
い
る
の
み
な

ら
ず
、
学
会
誌
掲
載
論
文
や
外
国
語
文
献
を
も
含
め
た
先
行
研
究
に
対
す
る
参

照
指
示
を
も
厭
わ
な
い
。
こ
う
し
た
ス
タ
イ
ル
は
、
従
来
の
入
門
書
か
ら
す
れ
ば

異
例
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
好
み
の
大
き
く
分
か
れ
る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い

が
、
思
う
に
、
現
代
の
多
様
な
一
般
読
者
に
あ
っ
て
は
一
定
の
強
い
支
持
を
期
待

し
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
が
、
一
般
的
な
観
点
か
ら
み
ら
れ
た
か
ぎ
り
で
の
本
書
に
対
す
る
評
価
で

あ
る
。
本
書
は
決
し
て
、『
存
在
と
時
間
』
の
あ
ら
ゆ
る
読
者
に
と
っ
て
「
存
在

の
問
い
」
へ
の
顧
慮
は
不
必
要
で
あ
る
、
な
ど
と
い
っ
た
過
激
な
立
場
を
述
べ
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、『
存
在
と
時
間
』
を
は
じ
め
て
読
む
際
に
採
り
う
る
一
個

の
明
瞭
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
提
案
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
読
者
に
こ
の

ス
ト
ー
リ
ー
を
説
得
的
か
つ
親
し
み
や
す
い
も
の
と
し
て
提
示
す
る
と
い
う
課
題

に
見
事
に
答
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
か
に
高
井
氏
と
大
き
く
見
解
や
関
心
を

異
に
す
る
研
究
者
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
著
作
が
入
門
書
と
し
て
優
れ
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
の
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
評
者
は
研
究
者
と
し
て
、『
存
在
と
時
間
』
を
「
存
在
の
問
い
」

と
い
う
超
越
論
的
か
つ
現
象
学
的
な
問
題
設
定
の
な
か
で
理
解
す
べ
き
で
あ
る
こ

と
を
強
く
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
ま
さ
に
高
井
氏
と
大
き
く
関
心

を
異
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
そ
う
し
た
関
心
の
相
違
の
ゆ
え
に
評
者

の
目
を
引
い
た
幾
つ
か
の
点
に
つ
い
て
以
下
に
記
し
た
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
本

誌
の
編
集
委
員
会
の
期
待
を
裏
切
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
三

つ
の
こ
と
を
順
に
記
す
。

第
一
に
、『
存
在
と
時
間
』
そ
の
も
の
を
読
む
こ
と
を
一
般
読
者
に
期
待
す
る

か
ど
う
か
に
関
す
る
漠
然
と
し
た
疑
念
が
あ
る
。
評
者
は
、『
存
在
と
時
間
』
の

内
実
が
価
値
の
あ
る
も
の
と
し
て
現
代
の
読
者
に
紹
介
さ
れ
う
る
と
い
う
高
井

氏
の
見
解
に
賛
同
す
る
。
だ
が
そ
の
際
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
の
テ
ク
ス
ト
を
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読
ま
な
い
あ
い
だ
は
そ
う
し
た
理
解
は
不
十
分
に
と
ど
ま
る
と
い
う
見
解
を
も
た

な
い
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
を
学
び
た
い
ひ
と
の
ほ
と
ん
ど
に
と
っ
て
ア
イ
ザ
ッ

ク
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
必
要
が
な
い
の
と
同
様
に
︱
︱
或
い
は

『
ワ
ー
ド
マ
ッ
プ
現
代
現
象
学
』（
植
村
玄
輝
ほ
か
編
著
、
新
曜
社
、
二
〇
一
七

年
）
が
読
者
に
現
象
学
の
古
典
を
読
む
こ
と
を
要
求
し
て
い
な
か
っ
た
の
と
同
様

に
︱
︱
、
評
者
は
『
存
在
と
時
間
』
の
洞
察
か
ら
不
必
要
に
分
か
り
に
く
い
表
現

を
除
去
し
て
提
示
し
な
お
す
こ
と
が
（
原
理
的
に
は
）
可
能
だ
と
考
え
る
。

そ
し
て
評
者
と
し
て
は
そ
う
し
た
際
、
高
井
氏
と
は
異
な
っ
て
、
ど
こ
か
ら
ど

こ
ま
で
が
哲
学
史
上
既
に
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
ど
の
点
が
『
存
在
と

時
間
』
の
あ
ら
た
な
論
点
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
仕
方
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
洞
察

を
紹
介
す
る
の
が
よ
い
と
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、『
存
在

と
時
間
』
の
思
索
が
そ
れ
ま
で
の
哲
学
史
上
の
諸
概
念
と
ま
っ
た
く
無
関
係
な
も

の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
書
き
か
た
を
し
て
い
た
が
、
評
者
は
、
こ
の
自
己
演
出
が

彼
の
思
索
の
受
容
に
際
し
て
き
わ
め
て
有
害
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
失
敗
だ
っ
た

と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
う
し
た
哲
学
史
的
な
説
明
と
比
較
し
て

い
う
な
ら
ば
、
高
井
氏
の
叙
述
は
概
し
て
、〈『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
有
名
か
つ

難
解
な
テ
ク
ス
ト
を
実
際
に
読
ん
で
少
し
で
も
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
み
た
い
〉

と
い
う
一
般
読
者
の
需
要
に
対
し
て
ま
っ
す
ぐ
に
応
答
す
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ

ど
も
、
い
わ
ば
そ
う
し
た
需
要
に
対
す
る
批
判
的
な
視
点
を
欠
い
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
。
も
し
も
、『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
の
は
き
わ
め
て
難
解
で
深
遠
な
、

ま
っ
た
く
独
自
の
思
想
が
書
か
れ
た
「
名
著
」
で
あ
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
観
念

が
、
読
者
の
あ
い
だ
に
何
ら
か
の
権
威
主
義
的
な
ム
ー
ド
を
も
た
ら
し
て
い
る
と

す
る
な
ら
ば
、
高
井
氏
の
叙
述
は
そ
れ
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
こ
れ

を
温
存
す
る
よ
う
に
は
た
ら
き
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
に
、
関
連
し
て
、「
手
許
の
も
の
［Zuhandenes

］」
の
位
置
づ
け
に
つ
い

て
不
明
瞭
さ
が
あ
っ
た
。
高
井
氏
は
、「
世
界
の
中
に
あ
る
も
の
は
（
⋮
）
そ
れ

自
体
で
す
で
に
意
味
を
持
っ
て
存
在
し
て
い
る
」（
六
九
頁
）
と
強
調
す
る
。
た

し
か
に
、「
手
許
の
も
の
の
意
味
や
、
そ
れ
ら
の
意
味
の
連
な
り
を
含
む
『
指
示

連
関
』
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
そ
れ
ら
と
か
か
わ
る
行
為
お
よ
び
行
為
主
体
抜
き

に
は
、
決
し
て
あ
り
え
な
い
」（
七
四
頁
）。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
現
存
在
は
「
世
界

に
意
味
を
見
出
す
」
の
で
あ
っ
て
、「
意
味
を
与
え
る
」
の
で
は
な
い
の
だ
と
い

う（
八
六
頁
）。
こ
の
こ
と
を
述
べ
る
た
め
に
、
高
井
氏
は
、
か
つ
て
で
き
な
か
っ

た
こ
と
が
「
何
ら
か
の
訓
練
を
積
ん
だ
り
、
自
然
に
身
に
着
け
た
り
」
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
っ
た
経
験
に
注
目
す
る
（
八
五
頁
）。
手

許
の
も
の
の
意
味
を
適
切
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ひ
と
は
、
訓
練
等
に

よ
っ
て
で
き
る
よ
う
に
な
り
う
る
。
そ
の
際
、
そ
の
ひ
と
の
「
意
味
を
与
え
る
」

は
た
ら
き
の
ゆ
え
に
、
あ
ら
た
に
物
の
側
に
意
味
が
生
じ
た
の
で
は
な
く
、
変
容

は
行
為
者
（
現
存
在
）
の
側
に
あ
る
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
議
論
は
、
ま
さ
に
「
世
界
内
存
在
」
と
い
う
概
念
の
理
解
に
と
っ
て

重
要
で
あ
る
に
違
い
な
い
の
だ
が
、
超
越
論
的
問
題
設
定
に
馴
染
ん
だ
評
者
か
ら

す
る
と
、
高
井
氏
の
ポ
イ
ン
ト
は
や
や
分
か
り
に
く
い
。『
存
在
と
時
間
』
の
議

論
を
超
越
論
的
観
念
論
と
経
験
的
実
在
論
と
を
両
立
さ
せ
る
カ
ン
ト
的
な
枠
組
み

と
重
ね
合
わ
せ
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
手
許
の
も
の
が
（
経
験
的
に
は
）
わ
れ
わ
れ

か
ら
独
立
に
そ
れ
自
体
で
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
認
め
る
た
め
に
は
、
そ
う
し
た

意
味
を
与
え
た
の
が
（
超
越
論
的
に
は
）
わ
れ
わ
れ
自
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

否
定
す
る
必
要
は
な
い
。
高
井
氏
は
存
在
の
問
い
を
度
外
視
す
る
た
め
、
世
界
の

意
味
の
超
越
論
的
な
基
盤
と
し
て
現
存
在
を
み
る
よ
う
な
視
点
を
と
る
こ
と
も
な

い
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
〈
諸
物
は
わ
れ
わ
れ
か
ら
独
立
に
そ
れ
自
体
と
し
て

（
行
為
者
に
相
関
的
な
）
意
味
を
有
し
て
い
る
〉
と
い
う
や
や
不
明
瞭
な
︱
︱
逆

説
的
で
も
あ
る
よ
う
な
︱
︱
描
像
が
出
来
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
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第
三
に
、
本
書
の
「
本
来
性
」
に
関
す
る
説
明
は
興
味
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

高
井
氏
が
正
し
く
指
摘
す
る
と
お
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
「
非
本
来
性
」
と
い
う

︱
︱
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
︱
︱
名
称
で
意
味
し
て
い
た
の
は
、
何
ら
か
の
不
道

徳
な
状
態
の
こ
と
で
は
な
い
。
評
者
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ゆ
え
、
先
駆
的
決

意
性
は
万
人
に
要
求
さ
れ
た
操
作
で
は
な
い
。
先
駆
的
決
意
性
は
ま
ず
も
っ
て
自

己
了
解
の
一
つ
の
仕
方
な
の
で
あ
っ
て
、『
存
在
と
時
間
』
が
読
者
に
先
駆
的
決

意
性
を
要
求
す
る
の
は
、
読
者
が
お
の
れ
の
存
在
の
特
有
の
様
式
を
正
し
く
（
純

粋
に
）
見
る
こ
と
を
望
む
か
ぎ
り
の
こ
と
で
あ
る
。『
存
在
と
時
間
』
の
見
通
し

に
よ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
現
存
在
は
み
ず
か
ら
の
存
在
を
周
囲
の
「
手
許
の
も

の
」
に
定
位
し
て
理
解
し
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
本
来
わ
れ
わ
れ
の
存
在
様
式

は
手
許
の
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
気
づ

く
た
め
に
は
先
駆
的
決
意
性
と
い
う
特
殊
な
自
己
了
解
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
し

か
る
に
、
高
井
氏
は
こ
う
し
た
存
在
論
へ
の
貢
献
と
い
う
視
点
を
も
た
な
い
の

で
、
そ
の
結
果
、
本
書
の
「
本
来
性
」
に
関
す
る
叙
述
は
︱
︱
高
井
氏
が
と
き
お

り
み
ず
か
ら
の
視
点
を
「
実
存
主
義
的
」
な
視
点
か
ら
区
別
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
︱
︱
、
か
な
り
の
程
度
実
存
主
義
的
な
色
彩
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
「
非
本
来
的
な
」
在
り
か
た
は
、
わ
れ
わ
れ
が
「
一

般
に
意
味
あ
る
生
だ
と
さ
れ
て
い
る
〈
ひ
と
〉
の
規
範
」
の
な
か
で
生
き
る
こ

と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
共
同
的
な
も
の
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
現
存
在
に
と
っ
て

本
質
的
な
在
り
か
た
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
「
果
た
し
て
そ
れ
は
私
に

と
っ
て
意
味
あ
る
人
生
な
の
か
」
と
い
う
問
い
が
常
に
伏
在
し
て
い
る
（
一
五
一

頁
）。
そ
し
て
、
ま
さ
に
本
来
性
と
は
、
こ
の
よ
う
な
問
い
を
こ
と
さ
ら
に
問
う

こ
と
を
通
じ
て
「『
こ
れ
が
私
で
あ
る
』
と
決
意
し
、
世
界
へ
と
踏
み
出
す
こ
と
」

（
一
六
六
頁
）
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
非
本
来
性
と
本
来
性
と
は
、
常
に
一
般
的

な
規
範
か
ら
し
て
自
己
を
了
解
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
う
し
た
一
般
的
規

定
と
の
あ
い
だ
に
ず
れ
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
わ
れ
わ
れ
の
特
有

の
在
り
か
た
に
対
応
す
る
二
者
な
の
で
あ
る
。

評
者
の
理
解
と
対
比
さ
れ
た
な
ら
ば
、
高
井
氏
の
描
像
に
お
い
て
非
本
来
性
と

本
来
性
と
は
、
い
ず
れ
も
わ
れ
わ
れ
が
「
私
で
あ
る
」
在
り
か
た
の
本
質
的
な
両

側
面
と
し
て
、
或
る
仕
方
で
対
等
に
並
び
立
つ
か
の
よ
う
で
あ
っ
て
興
味
深
い
。

印
象
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
『
全
体
性
と
無

限
』
に
お
い
て
、「
自
我
論
で
展
開
さ
れ
る
側
面
と
他
者
論
で
展
開
さ
れ
る
側
面

と
が
併
存
す
る
多
層
的
な
構
造
を
有
し
て
い
る
」
も
の
と
し
て
「
私
」
を
み
て
い

た
、
と
い
う
近
年
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
研
究
に
お
け
る
議
論
も
ま
た
、
こ
う
し
た
描
像

と
の
一
定
の
類
似
の
な
か
で
み
ら
れ
う
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
（
石
井
雅
巳
・

高
井
寛
「
倫
理
は
分
離
を
前
提
と
す
る
：『
全
体
性
と
無
限
』
に
お
け
る
自
我
論

と
他
者
論
の
関
係
に
つ
い
て
」、『
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
研
究
』
第
一
号
、
二
〇
一
九
年
、

六
六
頁
）。

（
丸
山
文
隆
・
ま
る
や
ま　

ふ
み
た
か
・
東
京
大
学
）
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伝
統
的
哲
学
が
陥
っ
て
き
た
存
在
忘
却
を
厳
し
く
批
判
し
、
世
界
内
存
在
と
し

て
の
現
存
在
か
ら
出
発
し
て
存
在
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学

は
、
し
か
し
ま
た
、
当
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
世
界
内
存
在
の
不
可
欠
の
構
成
契

機
で
あ
る
は
ず
の
身
体
や
他
者
を
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
か
ど
で
長

ら
く
批
判
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
批
判
に
応
え
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
の
う

ち
に
身
体
と
他
者
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
の
が
本
書
が
掲
げ
る
目
標
で
あ
る
。

著
者
は
ま
ず
、『
存
在
と
時
間
』
の
途
絶
と
い
う
有
名
な
問
題
の
一
因
と
し
て

同
書
に
お
け
る
「
自
然
」
と
い
う
概
念
の
曖
昧
さ
を
指
摘
す
る
こ
と
か
ら
本
書
の

議
論
を
始
め
る
。
同
書
で
は
、
自
然
と
い
う
語
は
諸
々
の
道
具
的
存
在
者
か
ら
成

る
環
境
世
界
と
、
そ
の
理
論
的
主
題
化
を
通
じ
て
派
生
し
て
く
る
事
物
的
存
在
者

を
専
ら
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
意
味
に
お
け
る
自
然
は
い
ず

れ
も
現
存
在
の
存
在
了
解
の
相
関
項
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
著
者
は
同
書
の
う
ち
で
は
こ
れ
ら
二
つ
の
意
味
に
お
け
る
自
然
と
は
異
な
る

第
三
の
自
然
の
存
在
が
︱
︱
そ
れ
ほ
ど
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
︱

︱
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
現
存
在
自
身
が
そ
の
中
に

巻
き
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
存
在
者
の
全
体
と
し
て
の
自
然
で
あ
る
。
こ
の
第
三

の
意
味
に
お
け
る
自
然
は
、
道
具
の
故
障
と
い
っ
た
事
態
に
お
い
て
既
成
の
存
在

了
解
が
破
綻
を
き
た
し
た
際
に
不
安
と
と
も
に
露
呈
し
て
く
る
よ
う
な
、
現
存
在

に
先
立
っ
て
存
在
す
る
即
自
的
自
然
で
あ
り
、
こ
の
自
然
を
現
存
在
の
時
間
性
と

の
関
係
の
う
ち
に
適
切
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
、『
存
在

と
時
間
』
の
途
絶
、
お
よ
び
基
礎
存
在
論
か
ら
メ
タ
存
在
論
へ
の
移
行
を
動
機
づ

け
て
い
る
と
著
者
は
見
る
（
四
六
四
九
頁
）。

そ
の
う
え
で
、
著
者
は
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
講
義
』
の
議
論
に
注
目
し
な
が
ら
、

前
記
の
第
三
の
意
味
に
お
け
る
自
然
と
、
本
書
の
中
心
的
主
題
で
あ
る
「
身
体
」

と
の
つ
な
が
り
を
指
摘
す
る
（
四
九
頁
）。
た
だ
し
、
こ
こ
で
言
う
身
体
と
は
、

世
界
の
中
の
一
存
在
者
で
は
な
く
、
実
存
論
的
な
空
間
性
と
、
そ
こ
に
お
け
る

諸
々
の
存
在
者
と
の
出
会
い
を
可
能
に
す
る
根
本
的
な
「
場
」
と
し
て
の
身
体
で

あ
る
。
本
書
第
二
章
で
、
著
者
は
こ
の
点
を
『
存
在
と
時
間
』
の
空
間
論
の
う
ち

に
潜
在
的
な
身
体
論
を
見
出
そ
う
と
す
る
セ
ル
ボ
ー
ン
や
、
現
存
在
の
空
間
性
を

時
間
性
と
同
じ
く
根
源
的
な
も
の
と
み
な
す
ア
ル
ワ
イ
ス
な
ど
の
先
行
研
究
に
依

拠
し
な
が
ら
説
き
起
こ
し
て
い
る
。

し
か
し
、『
存
在
と
時
間
』
の
う
ち
に
身
体
論
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
と
し
て
、
な
ぜ
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
れ
を
「
身
体
」
と
い
う
名
で
表
立
っ
て
論
じ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
著
者
は
そ
の
理
由
を
「
場
」
と
し
て
の
身
体
の

︻
書
評
︼
高
屋
敷
直
広
﹃
身
体
忘
却
の
ゆ
く
え　

ハ
イ
デ
ガ
ー
﹃
存
在
と
時
間
﹄

に
お
け
る
︿
対
話
的
な
場
﹀﹄

佐

野

泰

之
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存
在
性
格
そ
の
も
の
の
う
ち
に
求
め
る
。
諸
々
の
存
在
者
と
の
出
会
い
を
可
能
に

す
る
場
と
し
て
の
身
体
は
、
そ
の
よ
う
な
場
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
限

り
に
お
い
て
、
そ
れ
自
体
は
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
安
易
に
名
指
し
主
題
的
に

解
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
身
体
を
存
在
者
化
し
、
そ
れ
が
有
す
る
場
と
し
て
の
特

異
な
機
能
を
逸
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
著
者
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
自
身
が
こ
の
困
難
に
自
覚
的
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
身
体
に
つ

い
て
十
分
に
「
言
え
な
か
っ
た
」
と
い
う
事
実
は
、
身
体
を
め
ぐ
る
洞
察
の
単
な

る
欠
如
や
不
足
の
結
果
で
は
な
く
、
む
し
ろ
身
体
の
場
と
し
て
の
存
在
性
格
と
、

そ
れ
が
言
語
と
の
間
に
有
す
る
根
本
的
な
緊
張
関
係
を
め
ぐ
る
彼
の
深
い
洞
察
を

反
映
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

身
体
が
こ
の
よ
う
に
通
常
の
言
語
表
現
に
抵
抗
す
る
と
す
れ
ば
、
身
体
に
接
近

す
る
こ
と
は
一
体
い
か
に
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
書
第
三
章
で
、
著
者
は

身
体
を
「
身
振
り
」
と
み
な
す
こ
と
で
こ
の
問
い
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
場

と
し
て
の
身
体
は
︱
︱
こ
の
言
葉
が
有
す
る
静
的
で
固
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
反
し

て
︱
︱
動
的
な
も
の
で
あ
り
、
現
存
在
と
存
在
が
呼
応
し
続
け
る
循
環
の
中
で
存

在
者
の
存
在
を
開
示
す
る
働
き
を
絶
え
ず
遂
行
し
て
い
る
。
身
振
り
と
は
、
場
の

こ
の
よ
う
な
動
性
を
言
い
表
す
た
め
の
用
語
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

意
味
で
理
解
さ
れ
た
身
振
り
は
、
た
と
え
そ
れ
が
無
言
の
う
ち
に
遂
行
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
独
特
の
仕

方
で
定
義
し
た
「
語
り
」、
す
な
わ
ち
事
象
を
見
え
る
よ
う
に
す
る
ロ
ゴ
ス
と
し

て
の
性
格
を
そ
な
え
て
い
る
。
現
存
在
の
身
体
の
あ
り
方
は
、
こ
の
よ
う
な
語
り

と
し
て
の
身
振
り
の
う
ち
に
、
い
わ
ば
間
接
的
な
仕
方
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
り
、
こ
の
点
に
対
象
化
゠
客
観
化
と
は
別
の
仕
方
で
場
と
し
て
の
身
体
に
接
近

す
る
可
能
性
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
思
想
に
お
け
る
「
身
体
」
の
可
能
な
位
置
を
こ
の
よ
う
に
見
定
め

た
う
え
で
、
本
書
第
四
章
以
降
で
、
著
者
は
本
書
の
第
二
の
中
心
的
主
題
、
す
な

わ
ち
「
他
者
」
と
の
「
対
話
」
と
い
う
主
題
へ
と
向
き
直
る
。
著
者
は
ま
ず
、
そ

れ
自
体
は
「
中
立
的
」
な
も
の
で
あ
る
現
存
在
が
「
事
実
的
な
性
差
、
事
実
的
な

相
互
存
在
、
ま
た
空
間
性
へ
」
と
「
分
散
」
す
る
契
機
と
し
て
身
体
を
捉
え
る
ミ

ヒ
ャ
ル
ス
キ
ー
の『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
講
義
』
解
釈
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
身
体
は「
実

存
相
互
の
差
異
を
保
持
」
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
複
数
の
異
質
な
他
者
と
の
共

存
在
」
の
場
で
も
あ
る
と
指
摘
す
る
（
一
四
六

一
四
七
頁
）。
し
か
し
、
こ
の

共
存
在
は
「
異
質
な
他
者
と
の
「
倫
理
」
の
関
係
に
ま
で
す
ぐ
さ
ま
至
る
わ
け
で

は
な
」
く
、
無
関
心
や
暴
力
と
い
っ
た
様
式
を
取
る
こ
と
も
あ
り
う
る
（
一
五
八

頁
）。
こ
こ
か
ら
著
者
は
、
身
体
を
通
し
て
異
質
な
諸
状
況
へ
と
投
げ
込
ま
れ
た

実
存
同
士
の
関
係
が
い
か
に
し
て
「
倫
理
」
的
で
あ
り
う
る
の
か
、
そ
し
て
そ
こ

で
言
う
「
倫
理
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
い
う
問
い
を
提
起
す
る
。

こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
著
者
が
取
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
独
創
的
で
あ
る
。
著

者
は
『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
書
物
そ
の
も
の
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
い
う
特
定
の

実
存
が
遂
行
し
た
思
索
の
「
身
振
り
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自

身
が
同
書
の
中
で
表
立
っ
て
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
無
言
の
う

ち
に
遂
行
し
て
お
り
、
そ
の
遂
行
を
通
し
て
間
接
的
な
仕
方
で
表
現
し
て
い
る

「
倫
理
」
を
明
示
化
し
よ
う
と
す
る
。『
存
在
と
時
間
』
の
コ
ン
ス
タ
テ
ィ
ヴ
な
言

明
を
、
い
わ
ば
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に
読
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
同
書
で

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
試
み
て
い
る
、
場
と
し
て
の
身
体
の
構
成
契
機
で
あ
る
実
存
疇
を

独
特
の
用
語
に
よ
っ
て
名
づ
け

0

0

0

、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
存
在
論
的
意
味
を
語
り
明
か

0

0

0

0

す0

と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
、
著
者
の
考
え
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
存
在
と
の

対
話
の
試
み
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
「
倫
理
」
の
原
型
で
あ
る
。『
存
在
と

時
間
』
に
お
い
て
は
こ
の
試
み
は
ま
だ
存
在
の
意
味
を
概
念
化
し
学
的
に
解
釈
す

る
と
い
う
モ
デ
ル
で
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
同
書
の
挫
折
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
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時
期
の
『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』
講
義
に
お
い
て
は
、
こ
の
試
み
は
存
在
の
真

理
に
聴
従
し
な
が
ら
語
る
試
み
と
し
て
、
そ
こ
に
お
け
る
「
聴
取
」
と
い
う
契
機
の

重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
こ
か
ら
著
者
は
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る

「
語
り
」
は
す
で
に
倫
理
性
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
着
想

が
後
期
の
「
根
源
的
倫
理
」
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
と
主
張
す
る
。

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
著
者
が
最
終
的
に
導
き
出
す
「
倫
理
」
は
、
お
よ
そ

次
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
。
現
存
在
が
さ
し
あ
た
り
大
抵
身
を
置

い
て
い
る
平
均
的
日
常
性
と
い
う
あ
り
方
に
お
い
て
は
、
現
存
在
は
己
の
固
有
性

も
他
者
の
固
有
性
も
忘
却
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
お
し
ゃ
べ
り
」
と
呼
ぶ
、
同
質

的
な
集
団
の
中
で
現
行
の
慣
習
や
伝
統
的
な
考
え
方
を
互
い
に
確
認
し
合
う
よ
う

な
非
本
来
的
な
語
り
だ
け
で
満
足
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
に
、
己
の
実

存
に
目
覚
め
た
現
存
在
の
本
来
性
と
い
う
あ
り
方
が
対
比
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ

れ
は
従
来
し
ば
し
ば
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
孤
独
な
現
存
在
に
よ
る
「
実
存
論

的
独
我
論
」
の
立
場
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
現
存
在
は
身
体
と
し
て
世
界
の

中
に
分
散
し
、
異
質
な
他
者
と
の
共
存
と
い
う
原
事
実
の
う
ち
に
投
げ
込
ま
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
存
へ
の
目
覚
め
と
は
、
突
き
詰
め
れ
ば
こ
の
よ
う
な
共
存

と
い
う
原
事
実
へ
の
目
覚
め
を
も
含
意
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
現
存
在
は
本
来

性
と
い
う
あ
り
方
に
お
い
て
、
己
の
固
有
性
だ
け
で
な
く
他
者
の
固
有
性
と
も
向

き
合
い
、
そ
の
差
異
を
本
来
的
な
語
り
を
通
し
て
開
示
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
著
者
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
差
異
の
開
示
は
、
そ
れ
だ
け

で
は
暴
力
や
相
剋
と
い
っ
た
形
を
取
り
う
る
と
い
う
点
で
「
制
限
が
あ
る
と
言
わ

ざ
る
を
え
な
い
」（
二
一
三
頁
）。
こ
の
よ
う
に
多
様
な
あ
り
方
を
取
り
う
る
他
者

と
の
対
話
が
、
と
り
わ
け
「
倫
理
」
的
な
対
話
に
な
り
う
る
の
は
、
著
者
の
考
え

に
従
う
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
多
様
な
対
話
を
可
能
に
す
る
さ
ら
に
根
源
的
な
地

平
と
し
て
「
現
存
在
自
身
に
お
け
る
存
在
と
の
〈
対
話
〉」
が
成
立
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
地
平
へ
と
立
ち
返
り
、「
何
か
が
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」

と
い
う
存
在
論
的
問
い
と
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
自
分
の
存
在
了
解
を
超

え
る
異
質
さ
を
も
つ
他
者
へ
と
聞
き
入
り
、
応
答
す
る
」
と
い
う
倫
理
的
な
対
話

の
可
能
性
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
（
二
一
四
二
一
五
頁
）。

以
上
紹
介
し
て
き
た
著
者
の
議
論
が
、
載
籍
浩
瀚
た
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
研
究
書
の

中
で
ど
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
う
る
か
を
見
定
め
る
能
力
は
評
者
に
は
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
一
つ
一
つ
の
先
行
研
究
の
意
義
と
限
界
を
丁
寧
に
腑
分
け
し
つ

つ
、
自
身
の
解
釈
の
道
筋
を
一
歩
一
歩
堅
実
に
踏
み
固
め
て
い
く
著
者
の
議
論

は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
思
想
に
お
け
る
「
身
体
」
と
「
他
者
」
の
可
能
な
位
置
を
探
求

す
る
独
自
の
試
み
と
し
て
十
分
に
興
味
深
く
ま
た
説
得
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
と

り
わ
け
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
非
専
門
家
で
あ
る
評
者
か
ら
見
た
本
書
の
最
も
大
き
な

功
績
は
、
そ
の
独
特
の
専
門
用
語
と
問
題
設
定
ゆ
え
に
余
人
に
は
近
寄
り
が
た
い

ハ
イ
デ
ガ
ー
思
想
を
、「
身
体
」
と「
他
者
」
と
い
う
よ
り
一
般
的
な
哲
学
的
テ
ー

マ
に
即
し
て
解
釈
す
る
こ
と
で
、
同
世
代
お
よ
び
後
続
世
代
の
哲
学
者
た
ち
と
ハ

イ
デ
ガ
ー
と
の
有
意
義
な
「
対
話
」
の
可
能
性
を
開
い
た
点
に
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
字
数
の
都
合
で
若
干
の
示
唆
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い

が
、
以
下
で
は
「
身
体
」
と
い
う
本
書
の
テ
ー
マ
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
は
別
の
仕
方

で
接
近
を
試
み
た
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
の
思
想
と
著
者
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
解
釈
と
の

間
に
設
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
争
点
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
僭
越
な
が
ら
こ
の
対
話

の
端
緒
を
開
い
て
み
た
い
。

身
体
を
特
定
の
一
存
在
者
で
は
な
く
、
諸
々
の
存
在
者
と
の
関
わ
り
を
可
能
に

す
る
根
本
的
な
︱
︱
言
う
な
れ
ば
超
越
論
的
な
︱
︱
場
と
み
な
し
、
そ
の
よ
う
な

場
を
直
接
的
に
言
い
表
す
こ
と
の
困
難
を
克
服
す
る
た
め
の
特
殊
な
語
り
を
探
し

求
め
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
態
度
は
、『
知
覚
の
現
象
学
』
で
身
体
を
超
越
論
的
な「
地

平
」
な
い
し
（
図
に
対
す
る
地
と
い
う
意
味
で
の
）「
地
」
と
み
な
し
、
そ
れ
を
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表
現
す
る
独
特
の
言
語
の
可
能
性
を
「
語
る
言
葉
」
と
い
う
特
殊
な
言
葉
の
う
ち

に
探
し
求
め
た
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
の
態
度
と
も
重
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点

で
両
者
の
議
論
を
相
互
に
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
は
有
意
義
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
同
時
に
、
身
体
を
取
り
扱
う
両
者
の
態
度
に
は
重
要
な
対
立
点
が
あ
る
。
周
知

の
よ
う
に
、『
行
動
の
構
造
』
や
『
知
覚
の
現
象
学
』
で
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ

は
同
時
代
の
生
理
学
や
心
理
学
と
い
っ
た
経
験
科
学
の
批
判
的
検
討
を
通
し
て
身

体
の
超
越
論
的
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
彼
が
採
用
し
た
こ
の
方
法

は
、
単
な
る
衒
学
で
は
な
く
、
超
越
論
的
な
も
の
は
経
験
的
な
も
の
を
通
し
て
探

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
彼
の
方
法
論
的
洞
察
と
結
び
つ
い
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
講
義
『
感
覚
的
世
界
と
表
現
の
世
界
』
の
中
で
、
彼
は
現
存
在

の
実
存
論
的
分
析
論
が
あ
ら
ゆ
る
心
理
学
や
人
間
学
や
生
物
学
に
先
立
っ
て
い
る

と
い
う
『
存
在
と
時
間
』
の
主
張
の
う
ち
に
「
哲
学
的
形
式
主
義
」
︱
︱
哲
学
は

経
験
科
学
が
手
出
し
で
き
な
い
固
有
の
「
領
土
」
を
も
ち
、
そ
こ
か
ら
経
験
科
学

を
一
方
的
に
裁
定
で
き
る
と
い
う
発
想
︱
︱
の
兆
候
を
見
出
し
、
批
判
し
て
い
る
⑴
。

も
ち
ろ
ん
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
経
験
科
学
を
無
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
身
体
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
経
験
科
学
を
独
断
的
で
不
十
分
な
存
在
論
的

前
提
に
依
拠
し
た
営
み
と
し
て
単
純
に
斥
け
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
の

「
内
在
的
発
展
」⑵
を
通
じ
て
超
越
論
的
領
野
を
開
示
し
よ
う
と
し
た
メ
ル
ロ
゠
ポ

ン
テ
ィ
の
態
度
は
、
そ
の
言
デ
ィ
ス
ク
ー
ル

説
そ
の
も
の
の
あ
り
方
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
の
「
身

振
り
」
と
い
う
点
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
比
較
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
晩
年
の
『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』
の
研
究
ノ
ー
ト
で
彼
は
こ
う
も

書
い
て
い
る
。「
哲
学
的
な
い
し
超
越
論
的
な
も
の
と
経
験
的
な
も
の
（
存
在
論

的
な
も
の
と
存
在
的
な
も
の
、
と
言
っ
た
方
が
い
い
）
の
間
に
絶
対
的
な
差
異
は

存
在
し
な
い
︱
︱
絶
対
に
純
粋
な
哲
学
的
言
説
な
ど
な
い
」⑶
。

実
際
、「
身
体
」
を
語
る
言
説
が
、
経
験
的
な
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
私
た
ち

の
身
体
経
験
そ
の
も
の
を
ど
こ
ま
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ

の
言
説
の
有
効
性
を
見
極
め
る
際
に
常
に
問
う
べ
き
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
本
書

に
お
い
て
身
体
は
中
立
的
な
現
存
在
が
「
差
異
」
や
「
異
質
性
」
へ
と
分
散
す
る

契
機
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、「
差
異
」
や
「
異
質
性
」
と

い
っ
た
言
葉
は
、
そ
れ
自
体
が
抽
象
的
・
形
式
的
・
普
遍
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
考
え
る
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
読
解
を
通
し
て
著
者
が
語
っ
て
い
る
身
体
な
る
も

の
は
、
果
た
し
て
私
た
ち
が
経
験
し
て
い
る
あ
の

0

0

身
体
な
の
だ
ろ
う
か
。
結
局
の

と
こ
ろ
、
そ
れ
は
経
験
を
可
能
に
し
て
い
る
超
越
論
的
先
行
構
造
を
︱
︱
必
ず
し

も
「
身
体
」
と
呼
ば
な
く
て
も
い
い
よ
う
な
内
容
空
疎
な
仕
方
で
︱
︱
言
い
換
え

た
だ
け
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
著
者
が
本
書
を
純
粋
な
超
越
論
哲
学
の
研
究

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
れ
ば
、
評
者
は
こ
の
よ
う
な
疑
念
を
述
べ
よ
う
と
は
思
わ

な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
著
者
は
︱
︱
一
種
の
常
套
句
と
は
い
え
︱
︱
本
書
の

議
論
を
現
代
社
会
の
「
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
課
題
を
解
決
し
て
い
く
見
通
し
」（
八

頁
）
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
本
書
の
身

体
と
あ
の

0

0

身
体
と
の
間
に
評
者
が
感
じ
た
隔
た
り
は
、
書
き
留
め
て
お
く
意
義
が

あ
る
と
思
わ
れ
た
。

⑴　

M
. M

erleau-Ponty, Le m
onde sensible et le m

onde de l’expression. 

C
ours au C

ollège de France N
otes, 1953, M

etis Presses, p. 47.

⑵　

M
. M

erleau-Ponty, Phénom
énologie de la perception, G

allim
ard, coll. 

« Tel », 2004, p. 128.

⑶　

M
. M

erleau-Ponty, Le visible et l’invisible, G
allim

ard, coll. « Tel », 

1964, p. 314.

（
佐
野
泰
之
・
さ
の　

や
す
ゆ
き
・
立
命
館
大
学
）
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川
崎
唯
史
『
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
倫
理
学
』
は
、
モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
（
一
九
〇
八
︱
一
九
六
一
）
の
哲
学
を
、
ひ
と
つ
の
倫
理
学
と
し
て
読
み

解
こ
う
と
す
る
試
み
の
成
果
で
あ
る
。
筆
者
の
川
崎
が
二
〇
一
六
年
に
提
出
し
た

博
士
論
文
に
大
幅
な
加
筆
・
修
正
を
施
し
て
二
〇
二
二
年
に
出
版
さ
れ
た
。
実
存

す
る
私
た
ち
の
社
会
生
活
に
つ
い
て
論
じ
た
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
テ
ク
ス
ト
を

自
身
の
キ
ャ
リ
ア
の
初
期
か
ら
集
中
的
に
取
り
上
げ
て
き
た
著
者
の
研
究
を
「
誕

生
」
と
い
う
観
点
か
ら
ま
と
め
あ
げ
た
集
大
成
と
な
っ
て
い
る
。

日
本
に
お
け
る
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
研
究
の
文
脈
で
言
え
ば
、
著
者
初
の
単
著
と

な
っ
た
こ
の
『
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
倫
理
学
』
は
、
と
も
に
彼
と
同
世
代
の
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
研
究
者
の
業
績
で
あ
る
佐
野
泰
之
『
身
体
の
黒
魔
術
、
言
語
の
白
魔

術
：
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
言
語
と
実
存
』（
二
〇
一
九
）
や
、
酒
井
麻
依

子
『
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ　

現
れ
る
他
者
／
消
え
る
他
者
：「
子
ど
も
の
心
理
学
・

教
育
学
」
講
義
か
ら
』（
二
〇
二
〇
）
に
続
く
若
手
研
究
者
の
成
果
で
あ
る
。
佐

野
・
酒
井
の
著
作
が
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
比
較
的
新
し
い
資
料
（『
言
語
の
文

学
的
用
法
の
研
究
』）
や
こ
れ
ま
で
体
系
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
テ

ク
ス
ト
（「
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
」）
に
光
を
当
て
る
こ
と
で
そ
の
哲
学
の
全
体
像
を
再

構
成
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
の
に
対
し
て
、
本
書
は
す
で
に
解
釈
や
評
価
の
確
立
し

た
テ
ク
ス
ト
群
（『
知
覚
の
現
象
学
』『
意
味
と
無
意
味
』
な
ど
）
に
独
自
の
視
点
か

ら
の
読
解
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
見
通
し
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

川
崎
が
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
新
た
な
見
通
し
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
、
冒
頭

で
述
べ
た
よ
う
に
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
の
う
ち
に
一
貫
し
た
倫
理
学
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
、
あ
る
い
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の（
と
り
わ
け
キ
ャ

リ
ア
の
初
期
に
打
ち
出
し
た
）
哲
学
と
は
、
そ
の
全
体
が
主
体
の
在
り
方
を
め
ぐ

る
ひ
と
つ
の
倫
理
学
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
冒
頭
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
テ
ク
ス
ト

を
倫
理
学
的
な
関
心
の
も
と
に
読
解
す
る
と
い
う
試
み
自
体
は
こ
れ
ま
で
も
数
多

く
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
な
か
で
は
同
時
に
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
哲
学

の
う
ち
に
は
体
系
的
な
倫
理
学
が
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
ま
た
繰
り
返
し

述
べ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
川
崎
に
よ
れ
ば
そ
れ
ら
の
議
論
は
「
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
自
身
が
倫
理
学
を
ど
う
考
え
て
い
た
か
を
精
査
す
る
こ
と
な
し
に

自
前
で
倫
理
学
を
行
う
た
め
の
前
置
き
」（9

）
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
う

し
た
批
判
的
視
座
の
も
と
、
川
崎
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
う
ち
に
一
貫
し
た
倫

理
学
的
主
張
が
見
出
だ
せ
る
こ
と
の
論
証
を
本
書
の
な
か
で
試
み
て
い
る
。

本
書
の
細
か
い
主
張
に
は
こ
の
後
で
立
ち
入
る
こ
と
に
す
る
が
、
さ
し
あ
た
り
。

︻
書
評
︼
川
崎
唯
史
著
﹃
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
倫
理
学　

誕
生
・
自
由
・
責
任
﹄

︵
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
二
二
年
︶

田

村

正

資
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川
崎
が
剔
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
「
倫
理
学
」
の
イ
メ
ー
ジ

を
伝
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
体
系
的
に
構
築
さ
れ
た
原
理
・
原
則
を
提
示
す
る
も

の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
偶
然
性
を
は
ら
み
予
測
不
可
能
な
現
実
の
状
況
に
お
い
て
意

志
決
定
を
行
う
た
め
の
心
構
え
・
生
き
方
を
説
く
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は

も
ち
ろ
ん
、
原
理
・
原
則
の
う
ち
に
安
住
し
て
高
所
か
ら
倫
理
的
な
意
志
決
定
を
行

う
こ
と
そ
れ
自
体
へ
の
危
惧
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
原
理
・
原
則
の
外
に
立

た
さ
れ
た
主
体
が
い
か
に
振
る
舞
お
う
と
す
べ
き
か
、
と
い
う
論
点
を
め
ぐ
る
川
崎

の
関
心
は
、
単
に
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
読
解
の
方
針
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
。
本
書
の
出
版
以
前
の
業
績
を
鑑
み
た
と
き
、
川
崎
が
編
者
・
寄
稿
者
と
し
て

関
わ
っ
た
『
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
入
門
』（
二
〇
二
〇
）
な
ど
か
ら
も
窺
え
る
よ

う
に
、
画
一
的
な
対
応
で
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
他
者
と
の
摩
擦
や
生
き
づ
ら

さ
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
問
題
関
心
が
川
崎
の
研
究
・
執

筆
活
動
に
通
底
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
川
崎
が
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
う
ち

に
見
出
す
「
倫
理
学
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
具
体
的
な
経
験
を
通
じ
て
他
者
と
の
関

わ
り
方
や
よ
り
よ
い
生
き
方
を
模
索
す
る
た
め
の
知
で
あ
る
。
以
下
で
は
そ
の
こ
と

を
、『
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
倫
理
学
』
の
記
述
か
ら
確
認
し
て
い
こ
う
。

本
書
で
展
開
さ
れ
る
川
崎
の
主
張
は
、
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
描
き
出
す
実
存
の
特
徴
と
は
、
反
省
す
る
能
力

を
持
っ
た
主
体
が
世
界
の
な
か
に
産
み
落
と
さ
れ
た
と
い
う
「
誕
生
」
の
出
来
事
に

由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
事
実
の
認
識
か
ら
私
た
ち
の
倫
理
的
な
振
る
舞
い
が

動
機
付
け
ら
れ
る
、
と
い
う
も
の
だ
。
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
哲
学
界
に
お
い
て
支
配
的

だ
っ
た
の
は
、
身
体
に
囚
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
自
由
で
純
粋
な
意
識
と
し
て
主
体
を

捉
え
る
主
知
主
義
的
な
見
解
で
あ
っ
た
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
そ
れ
を
真
っ
向
か

ら
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
を
そ
の
よ
う
に
考
え
る
主
体
が
、
あ
る
日
こ
の
世

界
の
ど
こ
か
に
肉
体
を
持
っ
て
産
み
落
と
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
忘
却
し
て
し
ま
っ

て
い
る
の
だ
、
と
指
摘
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
川
崎
に
よ
れ
ば
「『
知
覚

の
現
象
学
』
は
、
誕
生
の
事
実
か
ら
主
体
を
考
え
直
す
試
み
な
の
で
あ
る
」（iii

）。

こ
の
よ
う
な
誕
生
の
事
実
を
等
閑
視
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
自
覚
し
た
う
え
で

根
本
的
な
反
省
を
遂
行
す
る
こ
と
。
こ
れ
こ
そ
、
川
崎
が
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
う

ち
に
見
出
す
倫
理
学
の
端
緒
で
あ
る
。
そ
の
倫
理
学
は
、
非
倫
理
的
な
振
る
舞
い
や

発
言
を
規
定
・
分
類
し
あ
ら
か
じ
め
選
択
肢
か
ら
消
去
し
て
く
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
自
分
た
ち
の
言
動
が
非
倫
理
的
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
れ
を
自
ら
克
服
し

よ
う
と
す
る
姿
勢
へ
と
私
た
ち
を
導
い
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

「
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
的
な
主
体
も
、
差
別
に
加
担
し
て
し
ま
う
危
険
を
初
め
か
ら

免
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
自
分
が
社
会
に
織
り
込
ま
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と

を
忘
れ
な
け
れ
ば
、
無
知
に
気
づ
き
、
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
に
対
し
て

開
か
れ
て
い
る
。
誕
生
の
事
実
を
重
視
す
る
こ
と
か
ら
は
、
無
知
を
自
覚
し
て
生
き

る
と
い
う
倫
理
的
な
帰
結
も
生
じ
る
の
で
あ
る
」（iv

）。

上
述
の
主
張
を
導
き
出
す
た
め
に
川
崎
が
主
要
な
読
解
の
対
象
と
す
る
の
は
、

『
知
覚
の
現
象
学
』『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
テ
ロ
ル
』『
意
味
と
無
意
味
』
と
い
っ

た
、
彼
が
本
書
の
な
か
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
「
前
期
思
想
」
に
分
類
す
る
著
作

群
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
著
作
群
に
つ
い
て
、
川
崎
は
「
大
部
分
の
テ
ク
ス
ト
は
倫
理

学
の
試
み
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
丸
ご
と
倫
理
学
と
し
て
読
む
べ

き
論
文
も
複
数
あ
る
」（26

）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
テ
ク

ス
ト
の
う
ち
に
は
川
崎
が
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
倫
理
学
の
端
緒
と
み
な
し
て
い
る

よ
う
な
、
誕
生
の
事
実
の
引
き
受
け
、
無
知
の
自
覚
に
つ
い
て
の
議
論
が
含
ま
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
テ
ク
ス
ト
を
そ
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
扱
う
た
め
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
主
体
の
意
識
が
さ
ま
ざ
ま
な
構

造
に
基
づ
け
ら
れ
て
成
立
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
彼
の
現
象
学
な
洞
察
の
う
ち
に
、

す
で
に
そ
こ
で
成
立
す
る
意
識
が
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
洞
察
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も
ま
た
含
ま
れ
て
い
る
、
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
論
証
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

倫
理
学
と
し
て
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
哲
学
を
確
立
す
る
た
め
に
、
川
崎
は
、

『
行
動
の
構
造
』
の
次
の
よ
う
な
一
節
を
引
い
て
い
る
。「
批
判
主
義
的
発
想
の
哲
学

は
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
の
背
後
に
自
分
の
自
由
に
よ
っ
て
思
考
す
る
主
体
を
見
出
す

反
省
に
、
道
徳
を
基
礎
づ
け
る
。
も
し
反
対
に
、
現
象
と
い
う
資
格
に
お
い
て
で
あ

れ
、
意
識
と
意
識
の
堅
固
な
諸
構
造
の
現
実
存
在
を
認
め
る
な
ら
、
私
た
ち
の
認
識

は
私
た
ち
が
何
者
で
あ
る
か
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
道
徳
論
も
、
自
分
自
身

に
つ
い
て
の
心
理
学
的
・
社
会
学
的
批
判
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。
人
間
が
あ
ら

か
じ
め
道
徳
性
の
源
泉
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
保
証
は
な
く
な
り
、
自
己
意
識
も

権
利
上
人
間
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
具
体
的
存
在
の
解
明
に
よ
っ
て
の

み
獲
得
さ
れ
る
も
の
、
ま
た
人
間
が
当
初
そ
の
間
で
引
き
裂
か
れ
て
い
た
︱
︱
心
と

身
体
と
い
う
︱
︱
孤
立
し
た
弁
証
法
の
能
動
的
統
合
に
よ
っ
て
の
み
確
証
さ
れ
る
も

の
と
な
る
」（43

か
ら
の
孫
引
き; SC 240

）。
意
識
の
成
立
と
道
徳
論
が
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
う
ち
で
し
っ
か
り
と
結
び
つ
く
こ
と
が
、『
知
覚
の
現
象
学
』
に
先
駆

け
て
は
っ
き
り
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
川
崎
は
こ
の
引
用
部
分
か
ら
、
本
書
の
読
解

方
針
を
規
定
す
る
三
つ
の
論
点
を
抽
出
す
る
。「（
一
）
世
界
や
他
人
に
つ
い
て
の
私

た
ち
の
認
識
は
ま
っ
た
く
自
由
に
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
自
分
を
構
成
し
て
い

る
過
去
や
周
囲
の
環
境
に
影
響
を
受
け
て
い
る
。［
⋮
］（
二
）
倫
理
規
範
や
行
動
の

指
針
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
普
遍
的
で
形
式
的
な
反
省
か

ら
で
は
な
く
、
各
自
が
成
長
の
過
程
で
身
に
つ
け
た
心
理
的
・
社
会
的
特
性
を
批
判

的
に
考
察
す
る
と
い
う
記
述
的
な
作
業
か
ら
出
発
し
て
の
み
獲
得
し
う
る
も
の
で
あ

る
。（
三
）
自
由
や
道
徳
の
存
在
は
あ
ら
か
じ
め
保
証
さ
れ
て
お
ら
ず
、
人
間
が
身

体
を
心
へ
と
統
合
し
て
い
く
能
動
的
な
運
動
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
う
る
」（44

）。
メ

ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
『
知
覚
の
現
象
学
』
で
意
識
の
構
造
に
つ
い
て
深
く
論
じ
、
さ

ら
に
後
の
著
作
で
は
社
会
的
な
生
活
に
お
け
る
実
存
の
有
り
様
を
描
き
出
そ
う
と
試

み
た
。
こ
の
一
連
の
展
開
を
ひ
と
つ
の
倫
理
学
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
は
、
そ
れ
以

前
に
書
か
れ
た
『
行
動
の
構
造
』
の
う
ち
で
予
告
さ
れ
て
い
た
意
識
の
成
立
と
道
徳

論
の
結
び
つ
き
を
踏
ま
え
れ
ば
、
決
し
て
違
和
感
の
あ
る
試
み
で
は
な
い
。
本
書
で

は
特
定
の
著
作
や
論
文
、
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
各
論
の
な
か
で
も
、
そ
れ
ま
で
の

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
研
究
と
一
線
を
画
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
読
解
が
試
み
ら
れ
て

い
る
が
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
哲
学
を
倫
理
学
と
し
て
読
み
直
す
、
と
い
う
全
体
の

枠
組
み
を
支
え
て
い
る
も
っ
と
も
重
要
な
洞
察
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
個

別
の
ト
ピ
ッ
ク
に
関
す
る
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
見
解
を
捉
え
て
倫
理
学
的
な
主
張

を
展
開
す
る
研
究
は
こ
れ
ま
で
も
数
多
く
な
さ
れ
て
き
た
が
、
彼
の
哲
学
の
中
心
核

に
当
た
る
部
分
に
は
っ
き
り
と
倫
理
的
な
契
機
を
見
出
し
、
通
常
は
密
接
に
関
連
付

け
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
マ
イ
ナ
ー
な
テ
ク
ス
ト
の
議
論
が
そ
の
応
用
で
あ
っ
た
と
す

る
見
通
し
を
示
し
た
こ
と
に
、
本
書
の
大
き
な
価
値
が
あ
る
だ
ろ
う
。

『
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
倫
理
学
』
の
中
心
と
な
る
主
張
を
紐
解
い
た
と
こ
ろ
で
、

各
章
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
ト
ピ
ッ
ク
が
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

本
書
は
大
き
く
二
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一
部
「
倫
理
学
の
基
礎
」
に
お
い

て
は
、
川
崎
が
見
出
す
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
倫
理
学
の
前
提
と
な
る
議
論
が
検
討

さ
れ
る
。
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
で
主
要
な
ト
ピ
ッ
ク
と
な
る
の
は
、
意
識
を

持
っ
た
主
体
の
成
立
す
る
条
件
と
そ
の
主
体
性
に
つ
い
て
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

の
見
解
で
あ
る
。『
知
覚
の
現
象
学
』
を
主
要
な
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
身
体
を

持
っ
て
世
界
の
う
ち
に
生
ま
れ
て
き
た
も
の
と
し
て
の
主
体
を
彼
が
ど
の
よ
う
に

考
え
た
か
が
検
討
さ
れ
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
従
来
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
論
と
さ

し
て
変
わ
ら
な
い
議
論
の
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
が
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
「
道
徳
論
」
と
は
っ
き
り
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
川

崎
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
倫
理
学
」
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
第

三
章
で
「
誕
生
」
と
い
う
鍵
概
念
が
提
示
さ
れ
、
そ
れ
が
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
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考
え
る
主
体
性
の
特
徴
を
表
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
主
体
性
概
念
の

う
ち
に
倫
理
学
の
端
緒
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
理
路
に
つ
い
て

は
す
で
に
確
認
し
て
き
た
。
第
四
章
で
は
、『
知
覚
の
現
象
学
』
の
最
終
章
「
自

由
」
の
議
論
が
、
そ
れ
ま
で
の
議
論
と
親
和
的
に
理
解
で
き
る
こ
と
が
示
さ
れ

る
。
第
五
章
お
よ
び
第
六
章
に
お
い
て
は
、
他
者
の
知
覚
と
他
者
と
の
交
流
に
つ

い
て
、
こ
ち
ら
も『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
け
る
議
論
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

主
知
主
義
的
な
主
体
性
概
念
を
改
訂
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

に
と
っ
て
、
他
者
と
の
交
流
と
は
透
明
で
純
粋
な
意
識
同
士
の
関
わ
り
合
い
で
は

な
く
、
歴
史
的
・
政
治
的
な
文
脈
が
入
り
混
じ
っ
た
状
況
に
お
け
る
、
先
行
き
の

見
え
な
い
な
か
で
模
索
し
な
が
ら
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
営
み
な
の
で
あ
る
。

第
二
部
「
倫
理
学
の
再
構
成
」
に
お
い
て
は
、
第
一
部
で
の
理
論
的
な
探
求
を
踏

ま
え
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
提
示
す
る
倫
理
的
な
主
張
が
再
構
成
さ
れ
る
。
第
七

章
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
倫
理
学
の
基
本
的
な
構
え
に
つ
い
て
概
観
し
た
の
ち
、
第

八
章
以
降
で
具
体
的
な
ト
ピ
ッ
ク
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
第
八
章
で
は
、
自
分
の
過

去
や
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
な
ど
、
自
己
自
身
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
倫
理
学
的
な
問
題

が
扱
わ
れ
る
。
第
九
章
お
よ
び
第
十
章
で
は
、
愛
や
責
任
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
他

者
と
の
交
流
に
お
け
る
倫
理
学
的
な
問
題
が
考
察
さ
れ
る
。
第
十
一
章
で
は
、
前
の

二
つ
の
章
と
は
異
な
り
、
社
会
的
・
歴
史
的
・
政
治
的
文
脈
が
特
に
重
要
な
場
面
に

お
け
る
他
者
と
の
交
流
を
取
り
上
げ
て
倫
理
学
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。

こ
こ
ま
で
、『
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
倫
理
学
』
の
概
要
と
そ
の
独
自
性
に
つ

い
て
論
じ
て
き
た
。
最
後
に
、
ひ
と
つ
だ
け
興
味
深
い
論
点
を
と
り
あ
げ
て
本
論

を
締
め
く
く
ろ
う
。
そ
れ
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る「
未
完
成
な
世
界
」

と
い
う
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

川
崎
が
再
構
成
し
た
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
倫
理
学
に
お
い
て
重
要
な
ポ
イ
ン

ト
の
ひ
と
つ
に
、
私
た
ち
の
言
動
を
導
く
絶
対
的
な
指
針
は
存
在
せ
ず
、
つ
ね
に

私
と
世
界
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
模
索
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う

も
の
が
あ
っ
た
。
絶
対
的
な
指
針
が
存
在
し
な
い
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
が
世
界

を
把
握
す
る
能
力
、
あ
る
い
は
私
た
ち
が
出
来
事
の
経
緯
に
つ
い
て
反
省
す
る
能

力
の
い
ず
れ
か
に
欠
陥
が
あ
る
た
め
に
、
完
成
さ
れ
た
指
針
を
打
ち
立
て
る
こ
と

が
で
き
な
い
、
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
私
た
ち
と
独
立
に
す

で
に
完
成
し
た
世
界
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
不
可
能
だ
、
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
世
界
の
う
ち
に
私
た
ち
は
「
誕
生
」
す
る
。「
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
世
界
は
未
完
成
で
あ
り
、
私
と
世
界
の
関
わ
り
に
よ
っ

て
創
造
さ
れ
続
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
方
は
、
主
体
は
世
界
を
隈
な
く
構
成

す
る
永
遠
的
コ
ギ
ト
で
は
な
く
、
あ
る
時
に
固
有
の
身
体
を
も
っ
て
生
ま
れ
、
世

界
を
知
覚
的
に
探
索
す
る
者
で
あ
る
と
い
う
見
方
と
対
応
す
る
も
の
と
し
て
示
さ

れ
る
」（170

）。
私
た
ち
が
世
界
を
隈
な
く
構
成
し
て
し
ま
う
こ
と
は
な
く
、
ま
た

世
界
の
方
も
完
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
私
た
ち
の
自
由
を
剥
奪
し
、
機
械
仕
掛
け

の
人
形
に
変
え
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
。
倫
理
学
的
な
洞
察
と
存
在
論
的
な
洞
察

が
こ
の
よ
う
に
結
び
つ
く
地
点
に
お
い
て
、
未
完
成
で
あ
る
と
か
両
義
的
で
あ
る

と
か
曖
昧
で
あ
る
と
い
っ
た
特
徴
は
、
や
が
て
解
消
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
で

は
な
く
積
極
的
な
特
徴
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、

つ
ね
に
曖
昧
さ
を
は
ら
ん
だ
状
況
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
か
を
教
え
て

く
れ
る
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
倫
理
学
は
、
つ
ね
に
曖
昧
さ
を
は
ら
ん
で
い
る
こ

と
を
積
極
的
な
特
徴
と
し
て
持
つ
世
界
と
私
た
ち
に
つ
い
て
の
存
在
論
を
反
対
側

か
ら
照
ら
し
出
す
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
本
書
は
、

従
来
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
研
究
と
は
独
立
に
倫
理
学
を
打
ち
立
て
る
も
の
で
は

な
く
、
従
来
の
研
究
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
を
促
す
も
の
に
も
な
っ
て
い
る
。

（
田
村
正
資
・
た
む
ら　

た
だ
し
・
無
所
属
）
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（17）Husserl’s Theory of Manifolds and Ontology: From the Viewpoint of Intentional Objects

Notes
1. Cf. Hua XXII, 303–348. In what follows, we refer to Schuhmann’s edition, which is translated 

in Appendix 1 of Rollinger (1999).
2. The term “real” is used here not in the sense of reality as contrasted with non-existence or 

ideality, but in the sense contrasted with formality.
3. Ryba makes a connection between the ontology of fiction and the theory of manifolds in a 

similar way, implicitly introducing this broader concept of manifolds based on Ideas I and 
Crisis (Ryba 1990, 234ff.).

4. Rang mentions a similar possible-world interpretation in the Editor’s Introduction to Hua XXII 
(Hua XXII, XL–XLI). However, Rang’s discussion on it does not involve the manifold as the 
formal.
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as a correlate, but uses it to distinguish the real world from the “world of myth”, the “world 
of poetry”, and the “world of geometry”; and the “worlds” distinguished from the real 
world are immediately described in terms of “a comprehensive multiplicity of assertions” 
(IG, 159f.). It is certainly acceptable to employ the notion of “world” as a concept derived 
from the real world when the correlate is assumed to be analogous to the real world, as 
is often the case in the “world of mythology”, for example. However, how is it possible 
to consider every “world of geometry”, such as that of Euclidean or non-Euclidean 
geometry, to be analogous to the real world in a proper sense? The same applies to other 
kinds of mathematics and sciences. In contrast, neither the ontology of intentional objects 
in mathematics and fiction nor the theory of science generalizes the “world” as a concept 
derived from the real world. Rather, from a starting point in the mathematical theory of 
manifolds, the ontology of intentional objects in general and the theory of science must be 
described by generalizing and extending the concept of the manifold. From the standpoint 
Husserl takes in IG, it is therefore the manifold that is the most fundamental concept 
prior to the material constituents of the correlate. A correlate of a system of assertions is 
legitimately taken as a “world” only when the correlate is analogous to the real world, as it 
is in many works of fiction.

Conclusion
Husserl’s theory of manifolds poses the question of the manifold’s position and role as 
an ontological concept that is not limited to a mathematical context. According to our 
argument, the ontologies of mathematics and fiction in IG can be reconstructed in relation 
to the theory of manifolds, in terms of the deductive systems based on statements and 
their correlates. Mathematical and fictional objects differ in terms of the formal/material 
distinction, but we may generalize the concept of the manifold to one that can be materially 
filled so that both can be viewed as manifolds in a sense. If we confine the concept of the 
manifold to a formal one instead, in light of the subsequent developments of Husserl’s 
theory of manifolds, and, particularly, if we interpret the manifold as a form of the world, 
it follows from Husserl’s discussion in IG that the concept of the manifold is more 
fundamental than the concept of “world”.

Rollinger compares Husserl’s view in IG to Meinong’s theory of intentional objects 
and its contemporary interpretation (Rollinger 1999, 151f.). The concept of the manifold in 
IG provides a clue to understanding how the view put forth by Husserl in IG can be related 
to formal logic, given the connection between the theory of manifolds and formal logic. 
In this respect, the view taken by Husserl in IG makes it possible to anticipate a theory 
that could be contrasted with contemporary Meinongianism, especially with Meinongian 
semantics as a formal-logical theory of intentional objects.

Acknowledgment. This work was supported by JSPS Grants-in-Aid for Scientific Research 
(JP20J22514).
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4. Manifolds as the formal and the possible worlds
Given the parallel between the correlate of the system of fiction and that of the system of 
mathematics as the correlates of the multiplicities of assertions, it is relatively faithful to the 
text to generalize the concept of the manifold so that it can be materially filled. However, 
in light of the subsequent developments of Husserl’s theory of manifolds, this interpretation 
conflicts with the fact that the theory of manifolds is considered to be the science of the 
formal in the context of ontology and the theory of science beyond mathematics. In fact, 
Husserl calls the theory of manifolds the theory of “theory-forms” (Theorieformen) in the 
Logical Investigations (Hua XVIII, 248; cf. Hua XVII, 110). It is the theory of manifolds as 
the science of the formal that what relates Husserl’s theory of manifolds to formal ontology, 
and given that later in 1906 Husserl refers to “general-formal ontology” (allgemein-formale 
Ontologie) as one of the matters that should have been discussed in the 1894 essay, the 
relation of Husserl’s view in IG to formal ontology deserves substantial consideration (Hua 
XXIV, 447).

If we confine the concept of the manifold to a formal one, considering these external 
conditions, then the role of the manifold will also be confined accordingly. Such a manifold 
in the narrow sense, the formal manifold, is what remains after eliminating real (material) 
constituents from the “correlate”. While mathematics is a purely formal theory of manifolds, 
the “correlate” of a system of fiction will contain not only a formal manifold concerning 
formal ontology but also material constituents due to the materially filled objects, which go 
beyond the concerns of the theory of manifolds.

This interpretation of the correlate as a formal manifold with material constituents 
is similar to that of Smith (2002). Smith observes that Husserl in the Crisis describes the 
formal manifold as “the formal-logical idea of a ‘world-in-general’”, and considers the 
correlate as a whole as the world, or the (sub-worldly) totality of states of affairs, and the 
manifold as its form (“world-form”) (Smith 2002, 106f., 110).

Smith develops his interpretation by drawing mainly on the passages on manifolds 
in the Logical Investigations, but Husserl employs the very expressions “world of myth”, 
“world of poetry”, and “world of geometry” in IG (emphasizing that there is only one 
real world that can be truly called a “world”; IG, 159f.). Thus, it seems that the theory 
of manifolds in IG is compatible with Smith’s interpretation of the correlate as a kind of 
possible world.4 Adding to this point, Husserl seems to allow states of affairs to constitute 
the correlate, given that he explicitly applies his argument not only to objects of presentation 
but also to states of affairs as objects of judgment (IG, 143). The theory of manifolds in IG 
is better understood by considering the correlate, as a whole with material constituents, to 
be equivalent to a world or a totality of states of affairs, and taking a manifold as its “world-
form”.

An important aspect of Husserl’s view in IG is, however, that it fundamentally 
calls attention to the notion of “world”, which occupies a central position in Smith’s 
interpretation of manifolds. In IG, Husserl does not actually endorse the view of the world 
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the assumption. In mathematics, especially in geometry, mathematical manifolds are 
considered to be the correlates. It is thus possible to contrast the concept of the manifold in 
the narrow mathematical sense with the concept of a manifold posited by assertions, which 
is not limited to the mathematical context. In this way, the concept of the manifold can be 
understood as applicable to the ontologies of both mathematics and fiction.

Is it possible, then, to consider the manifolds of intentional (and particularly fictional) 
objects posited by assertions in general to be exactly the same thing as mathematical 
manifolds? As already indicated in IG and consistently emphasized in Husserl’s subsequent 
developments of the theory of manifolds, the important difference between the two lies in 
the distinction between the material and the formal (or, equivalently, between the real and 
the formal). In other words, Husserl assumes that mathematical objects are formal, while 
fictional objects are usually “materially filled”.

Let us take a closer look at this point. Husserl contrasts “formal mathematics” (formale 
Mathematik) and “real mathematics” (reale Mathematik)2, and considers his theory to 
concern mathematical objects in the former sense (IG, 157). While real mathematics is 
supported by intuitions (like the mental image of a geometric figure), formal mathematics 
is detached from all intuitions and deals with “the pure forms of mathematical connections 
and systems in the most general generality” (IG, 157). Hence, the correlate of a system 
in “formal mathematics” is not only formal in terms of its nomological relations but also 
purely formal in terms of the objects belonging to its domain of objects. In a 1901 text 
related to his lecture at the Göttingen Mathematical Society, Husserl simply refers to such 
objects as “formal objects” (formale Objekte), and in the Logical Investigations, he refers 
to the theory of manifolds in mathematics as “formal mathematics in the most general 
sense” (Hua XII, 452; Hua XVIII, 250; Husserl’s emphasis). Unlike formal objects that 
lack material determinations, intentional objects in general are often materially filled: for 
example, the fictional object Cerberus.

We then need to clarify how the manifold posited by assertions, objects belonging to 
which can be materially filled, relates to the manifold in formal mathematics, the manifold 
as the formal. In this regard, it is important to note that the concept of the manifold as 
such does not necessarily preclude the possibility of objects being materially filled. Da 
Silva argues that Husserl himself could have considered the concept of a manifold which 
encompasses materially filled objects (Da Silva 2000, 425). The concept of the manifold can 
thus be extended based on this freedom, consistent with the concept of the manifold posited 
by assertions described in IG. In this interpretation, the manifolds posited by assertions that 
involve intentional objects in general are manifolds in the extended sense, and mathematical 
manifolds are special cases. As such, the application of the theory of manifolds to the 
ontology of fiction allows us to determine the truth of statements about fictional objects as 
intentional objects in relation to the manifold posited by a work of fiction.3
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means that its existence follows from some system of geometry or, equivalently, that it 
exists in some geometric space or manifold posited by some system of geometry.

Based on his exposition, Husserl’s view can be elaborated as follows. A complete and 
pure system of geometry, or the foundations (Grundlagen) of such a system, is nothing 
but a definition that is divided into two kinds of statements, namely, existential statements 
and general, nomological (nomologisch) statements, about the objects posited by the 
system. This amounts to the hypothetical positing (Setzung) of a manifold, a geometric 
space in the context of geometry (IG, 159). In other words, there are a “system of the pure 
consequences” (System der reinen Konsequenzen) and a manifold, and the former posits the 
latter. To amplify Husserl’s example, we may think of the axiomatic system of Euclidean 
geometry and the Euclidean space posited by it as a specific example. What the existence 
of a geometric object means is that “‘[i]n the (definite) space’ there exists a square, but 
not a round square, and a triangle, but not an equilateral right triangle, and so forth” (IG, 
159). We can further broaden this argument to see that what exists will also differ between 
Euclidean and non-Euclidean spaces, for example.

Husserl finds that intentional objects in general, and in particular fictional objects, have 
precisely this structure: as he states, “[s]imilarly we say, after all, that ‘in Greek mythology’ 
there are nymphs, ‘in the German fairy tale’ a Little Red Riding Hood, and so forth: only 
here we are not concerned with scientific hypotheses and pure deductions” (IG, 159). In 
other words, a work of fiction can be understood as a system of existential and nomological 
statements. Although––unlike in mathematics––the entire content of a work of fiction is 
not determined solely by purely logical consequences, the existence or nonexistence of a 
fictional object is still determined to some extent by what is deduced from the statements. 
The assumption “in the work of fiction X, …” is often implicit in fiction as well as in 
mathematics (IG, 160).

As a result, in IG Husserl can be seen as devising a framework for intentional objects 
that consists of the deductive system in a broad sense and the correlate posited by them. 
In this framework, as is the case with the system of geometry and the geometric manifold 
(geometric space), it holds for intentional objects in general that the existential statements 
in some deductive system determine the domain of intentional objects in the correlate of the 
system, and the nomological statements in the system determine the nomological relations 
among objects in the correlate. Thus, in IG the mathematical theory of manifolds, as in 
the case of Euclidean geometry, and the theory of “manifolds posited by assertions” in a 
broader sense covering the ontology of fiction as the theory of fictional objects, share a 
common framework.

3. Theory of manifolds and the formal-material distinction
In IG, Husserl offers a unifying framework for the ontology of intentional objects in 
general, including both mathematical and fictional objects, on the basis of (1) a deductive 
system of some sort as the assumption positing objects and (2) a correlate posited by 
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concern is whether the mathematical manifold and the correlate of the comprehensive 
multiplicity of assertions in general, which we will refer to as the manifold posited by 
assertions, can be equated.

However, putting aside the discussion on the theory of manifolds, the parallel between 
fiction and mathematics raises a problem: if we want to distinguish mathematical truths 
from merely fictional truths, we need to account for the scientific nature and privileged 
status of mathematics. As Rollinger points out, Husserl did not further develop the view he 
expresses in IG, which implies that mathematical truth is a kind of fictional truth, because 
it was incongruous with his demand for a distinction between mathematics and fiction 
(Rollinger 1999, 151f.).

Nevertheless, in spite of Husserl’s choice, the basic direction taken in IG is 
advantageous in terms of ontological simplicity and intuitive persuasion, and is comparable 
to Meinong’s theory of intentional objects and its contemporary interpretations (Rollinger 
1999, 151).

2. Theory of “Intentional Objects”
In IG, Husserl focuses on the problem of objectless presentations: how to explain the 
presentation of something merely possible like a “golden mountain” or something 
impossible like a “round square”. If we characterize presentations by their relation or 
directedness to some object, it should follow that “every presentation has an object”; 
but objectless presentations seem to contradict that position. Husserls also discusses the 
problem of general presentations, such as presentations of “a lion” or “a triangle”, which 
are not presentations of a particular individual object.

As a first step in discussing this issue, Husserl distinguishes between the proper 
(eigentlich) and the improper sense of the statement “every presentation has an object”. 
Husserl denies that every presentation has an object in the proper sense of the statement, 
namely, that some existent object “corresponds” (entsprechen) to every presentation. 
Husserl nevertheless asserts that in the improper sense, every presentation “represents” 
(vorstellen) an object, in terms of “intentional” objects (“intentionale” Gegenstände). In 
this way, Husserl introduces the notion of the “intentional object” into his discussion (IG, 
151).

Although Husserl does not explicitly discuss the ontological status of the intentional 
object, he uses the expression “intentional object” in a theoretically substantial way, even if 
it is an improper expression. Husserl sees, for example, “a round square”, “a square”, and 
“Cerberus” as intentional objects (IG, 151). However, Husserl does not recognize them as 
intentional objects in Twardowski and Meinong’s sense, namely as nonexistent objects. In 
Husserl’s view, intentional objects are admitted under some “hypothesis” (Hypothese) or 
“postulate”.

This view is illustrated most concretely by the example of geometry and its objects (IG, 
159). In Husserl’s view, the existence of a geometric figure as an intentional object actually 
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XXII, 3–43). In IG, Husserl refers to mathematical manifolds with respect to mathematical 
objects, and at the same time places fictional objects, such as those found in myths and 
stories, with mathematical objects in the category of intentional objects.

In this paper, we aim to show how the theory of intentional objects described in IG can 
be reconstructed in connection with the theory of manifolds. In Section 1, we first review 
the textual background of the 1894 essay “Intentional Objects”. In Sections 2–3, we provide 
a detailed discussion of the concept of the manifold and its relation to the intentional object 
as laid out in the essay, and then argue that the formal/real (formal/material) distinction in 
mathematics and fiction determines the theoretical status of manifolds in a broad sense. 
Finally, in Section 4, we discuss the concept of the manifold described in the essay in 
relation to formal ontology and compare it with recent interpretations of Husserl’s theory 
of manifolds. We conclude that Husserl’s discussion in IG suggests the conceptual priority 
of the manifolds over the real world in the context of the ontology of fiction as well as that 
of mathematics. In Sections 2–3, we deal with the theory of manifolds only in terms of 
Husserl’s discussion of it in IG, before reconsidering it in a broader context in Section 4.

1. The 1894 essay “Intentional Objects”
The unpublished essay “Intentional Objects” is the surviving second part of a longer 
manuscript written in 1894 and entitled “Presentation and Object” (cf. Schuhmann 1991, 
138). It presents Husserl’s own view on intentional objects and is critically based on the 
discussion in Twardowski’s On the Theory of the Content and Object of Presentations, 
which was published in the same year.

The essay had been important to Husserl in relation to Meinong’s theory of intentional 
objects for over a decade, including in the years before and after the publication of the 
Logical Investigations, and Husserl even attached the manuscript of the essay to a letter to 
Meinong in 1992 (cf. Rollinger 1999, 187f.). Because of their priority dispute, Meinong 
declined to read the manuscript in his reply. However, in a private note dated 1906, Husserl 
considers publishing the essay in a revised form as a “confrontation” (Auseinandersetzung) 
with Meinong (Hua XXIV, 447).

The essay is distinctive in that it draws a parallel between fictional objects, such as 
mythological characters, and mathematical objects, such as numbers and geometric figures, 
within the category of intentional objects. This parallel between fiction and mathematics 
contributes to the discussion on manifolds as well. In terms of mathematics, Husserl 
mentions manifolds as geometric spaces, that is, mathematical manifolds of a sort (IG, 
159). On the other hand, Husserl also discusses “a comprehensive multiplicity [manifold] 
of assertions” (eine umfassende Mannigfaltigkeit von Aussagen) standing under some 
assumption (Assumption); and the fictional assumption (fiktive Assumption) such as that of 
poetry and of mythology is juxtaposed with the scientific assumption (wissenschaftliche 
Assumption) (IG, 160). As we shall see, a mathematical manifold is the correlate of a 
comprehensive multiplicity of assertions standing under a mathematical assumption. Our 
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Husserl’s Theory of Manifolds and Ontology: 
From the Viewpoint of Intentional Objects 

Kentaro OZEKI 
(Keio University)

Introduction
The concept of the manifold (Mannigfaltigkeit) is discussed by Husserl in two contexts. One 
is that of mathematics, the foundations of mathematics or mathematical logic in particular, 
while the other, which is not specific to mathematics, is that of ontology and the theory of 
science in general. Husserl’s theory of manifolds is a unifying framework that links these 
two contexts. As Husserl states in the Prolegomena of the Logical Investigations (hereafter 
the first edition is referred to), mathematicians call a manifold “the objective correlate of the 
concept of the possible theory, definite only in respect of form”, and the “most general idea” 
of the theory of manifolds is “to be a science which definitely forms the essential types of 
possible theories [(or domains)], and investigates their lawful relations with one another” 
(Hua XVIII, 250f.; Husserl’s emphasis, an insertion in the second edition is marked by []).

It is natural that Husserl develops his theory of manifolds, which originated in 
mathematics, in more detail in the context of mathematical logic, as seen in Formal Logic 
and Transcendental Logic. Contemporary mathematical interpretations of Husserl’s theory 
of manifolds have centered around comparisons with modern model theory; for example, 
examinations of the relationship between Husserl’s theory and the problem of semantic 
completeness.

On the other hand, Husserl consistently discusses manifolds not only in the context 
of pure mathematics but also in the broader context of ontology and the theory of science: 
in the Logical Investigations, Ideas I, and in Formal Logic and Transcendental Logic, 
manifolds are discussed in relation to formal ontology (cf. Hua XVIII, §69; Hua III/1, §72). 
However, these discussions are exclusively developed at a fairly high level of generality 
and few examples are discussed. We need clarification on how the concept of the manifold 
relates to ontology and the theory of science, and how it plays a role in the specific issues 
associated with them, in order to better understand the theoretical scope and the significance 
of Husserl’s theory of manifolds.

In order to develop the discussion on the theory of manifolds from the perspective of 
ontology in general, we focus on the concept of the manifold in an early essay of Husserl’s, 
dated 1894 and entitled “Intentional Objects” (Schuhmann 1991, 142–176; referred to as 
IG hereafter).1 Husserl’s interest in the theory of manifolds can be traced back to at least 
the early 1890s, around the same period as this essay was written; his 1891 review article 
includes a discussion on Schröder’s concept of the manifold in the algebra of logic (Hua 
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Reinterpretation of time construction in 
Husserl’s time theory using habit

Kohei YANAGAWA
(Hokkaido University Center for Human Nature, 

Artificial Intelligence, and Neuroscience)

The “living present” in Husserl’s time theory is the origin of time and is the present time-
construction that gives rise to time. Held [1966] pointed out that this “living present” or 
present time-construction has a peculiar character in that it appears within a constructed 
time or experience stream while constructing the time or experience stream. Herein, as an 
extension of this insight, it is shown that present time-construction must take on past time-
constructions (although, strictly speaking, they are no longer time-constructions).

To accomplish the above, we reexamined time-construction using the concept of “habit.” 
1) For a habit to be established, past experiences must be incorporated into the experience 
stream, but 2) it is at the very moment when an experience is performed that it is incorporated 
into the experience stream, and 3) furthermore, experiences are constituted in the present at 
each time. Thus, it is in the past that former experiences are incorporated into the stream of 
experiences and the experience stream including those former experiences is constituted. 
Therefore, for habit to be possible, the present experience stream must be constructed as 
identical to experience stream constructed in the past, and the present time-construction, as an 
act producing the same as that produced in the past, must take on the past time-construction. 
This differs from the proposition put forward by Held [1966], that the “living present” appears 
to be present in the time or experience stream, while it is the origin of time or experience 
stream.
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Understanding Others’ Intentionality in 
Merleau-Ponty and Tomasello

Nobuhiro OTOKITA
(Iwate University)

This paper aims to reevaluate Merleau-Ponty’s theory of others and language as developed 
in his Phénoménologie de la Perception (1945) and the Sorbonne lectures (1949-51) by 
comparing it with Tomasello’s cognitive psychological research into infant language 
acquisition. According to Merleau-Ponty, language activity (parôle) must be taken primarily 
as embodied action in the world. Thus, infants’ understanding of others’ corporal “motor 
intentionality” must anticipate and support that of others’ language intentionality. However, 
because Merleau-Ponty does not give a clear account of the infant development from dyadic 
relation to triadic relation between the self, the other and the object, he does not succeed to 
fully describe how infants come to understand others’ perspectives and to aim at the same 
objects shared with others in their actions and language activities.

In this paper, I complement Merleau-Ponty’s theory of others and language both with 
Tomasello’s research in The Cultural Origins of Human Cognition (1999), about “joint 
attention” which emerges around the age of nine months and with his theory of “joint 
intentionality” in A Natural History of Human Thinking (2014). My argument proceeds as 
follows. Firstly, I describe the similarity between Merleau-Ponty’s account of understanding 
others’ intentionality and Tomasello’s “simulation theory” of social cognition. Secondly, I 
explore Tomasello’s discussion about the significance of “joint attention” as basis of language 
acquisition. Finally, I utilise this explaration to assert the possibility of phenomenologically 
interpreting Tomasello’s theory of “joint intentionality” as that of the constitution of 
intersubjective or intercorporal world that our language activities presuppose.
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Levinas’s Interpretation of Husserl and the 
Genesis of Diachrony in His Later Works

Masami ISHII
(Keio University)

After Totality and Infinity (1961), his first major work, Emmanuel Levinas demonstrated 
several theoretical transformations in his later works. In particular, in Otherwise than Being 
or Beyond Essence (1974), the other is not present, but is located in a dimension called 
“trace” or “diachrony”. However, previous studies have not sufficiently explained how these 
dimensions called trace and diachrony became possible, nor how Levinas was able to acquire 
these concepts.

This paper is divided into two main parts. First, we focus on Levinas’s interpretation 
of Husserl’s theory of time in “Intentionality and Sensation (1965)” and analyze how the 
structure of diachrony was described. In particular, we explain that taking the situation in 
which consciousness lags behind the original impression as a positive one, Levinas finds 
an archetype of diachrony in which the other has enters consciousness in an unforeseeable 
way. Second, we will discuss the significance and characteristics gained by the late Levinas’s 
ethical thought through the acquisition of the temporal structure of diachrony. By focusing on 
the ethical implications of the temporal relationship of delay, we show that Levinas is able to 
assert the impossibility of avoiding responsibility as a consequence of diachrony.

Our interpretation allow us to answer the question of how and why the structure of the 
“trace” and “diachrony” is acquired and made possible, as well as to provide a new perspective 
on the influence of the temporal characteristics of the ethical thought in Otherwise than Being 
or Beyond Essence.
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Open Recruitment Workshop 

Phenomenology of Racism 
Organizer: Shojiro KOTEGAWA

Speakers: Tetsuya KONO, Sachi SEKIMOTO, Takashi IKEDA

Shojiro Kotegawa (Kokugakuin University)

Tetsuya Kono (Rikkyo University) 

Sachi Sekimoto (Minnesota State University)

Takashi Ikeda (Meiji University)

Relying on Merleau-Ponty’s theory of the body, phenomenology of race has analyzed racist 
attitudes and behaviors in the dimension of corporeality that precedes reflexive thinking. This 
workshop aimed to consider how it can contribute to the analysis of racism and to the anti-
discrimination movement. 

Kono examined the validity of Hountondji’s critique of ethnophilosophy. Ethnophilosophy 
is a position that extracts traditional African religion and thought and makes it the “philosophy” 
of Africa. Paulin J. Hountondji (1942-) criticized it as an internalization of the colonialist 
gaze. His opinion has also given rise to diverse counter-criticism. Kono discussed this major 
controversy in contemporary African philosophy and the problems of “self-stereotyping” in 
light of the phenomenological positions of Hountonji and Serequeberhan.

  Sekimoto elaborated on the phenomenology of race by investigating the relationship 
between skin sensation and lived subjectivity. She focused on the role of the skin not as an 
object of racist categorization, but as a sense organ that establishes and blurs the boundaries 
between self and other. Based on the historical and contemporary examples in the U.S., she 
argued that the racialized relations of sensing are historically established in which whites 
experience the world as the subject of touching, while racialized subjects are treated as 
objects to be touched. 

Drawing upon whiteness studies that has been developed mostly in North American 
countries, Kotegawa and Ikeda examined the “Japaneseness” that the Japanese racial majority 
acquires by racializing or discriminating against racial minorities. The difference between 
whiteness and Japaneseness lies in how white supremacy affects it. An important feature 
of Japaneseness is its “pure-bloodedness,” which creates “non-Japanese” characteristics and 
attributes to a person who considered to be of “non-pure blood”, even if there is no apparent 
difference.
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Theme “Considering the Early Career Development 
of Phenomenological Researchers” 

Speakers: Ai SATO, Yusuke IKEDA, Yuto KANNARI, 
Yutori TAKAI, Masumi NAGASAKA, Rie WAKAMI

Organizer: Hitomi NAKAZAWA

Ai SATO (Ritsumeikan University)

Yusuke IKEDA (National Institute of Technology, Kushiro College)

Yuto KANNARI (Teikyo University)

Yutori TAKAI (Ishikawa Prefectural Nursing University)

Masumi NAGASAKA (Waseda University)

Rie WAKAMI (Shujitsu University)

Hitomi NAKAZAWA (Nihon University)

A researcher’s early career is shaped by a variety of factors other than their own efforts, 
such as human relationships, the surrounding environment, and the state of the times. Each 
individual has his or her own way of building a career, and it is difficult to provide a uniform 
“know-how” that can be described as such. Due to these circumstances, there are not many 
opportunities to discuss the early career development of researchers. However, young 
researchers in particular have significant t interest in how to form their early careers. With 
this in mind, we have organized a workshop to support young researchers, titled “Considering 
the Early Career Development of Phenomenological Researchers,” with the aim of sharing 
various methods for early career development. Early career development is not only an 
issue for young researchers. If we do not consider it an issue that need to be tackled across 
generations, we will be left with difficulties that should be changed but have not been. Thus, 
we asked members who have already undergone a certain level of career development to 
actively participate in the workshop.

This project was not designed to present a model for initial career development. In 
addition to talking about what they had practiced, we focused on sharing various experiences 
related to early career development by asking speakers to talk as much as possible from 
their perspective, such as how they overcame their problems when they were struggling with 
career development.
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Commentary on Yaegashi, Yamaguchi, and 
Tsuruta

Masahiro MORIOKA
(Waseda University)

In this commentary paper, I criticize three arguments presented by Yaegashi, Yamaguchi, and 
Tsuruta. Firstly, Yaegashi examines Husserl’s pessimism on life. I do not have any special 
criticism on Yaegashi’s argument on Husserl. Instead, I pay special attention to Yaegashi’s 
paper on the phenomenology of a life published in 2017. He argues that what is to be discussed 
is a life seen from the inside. I discuss the importance of his point from the perspective 
of the philosophy of life’s meaning. Secondly, Yamaguchi argues that the accomplishment 
of theodicy should not be achieved because the otherness of human suffering is to be 
eliminated from our lives. I argue, instead, that the most important thing for a person who has 
experienced grave suffering would be to survive after the experience. Thirdly, Tsuruta argues 
that all counterarguments on the goodness of eternal life are flawed. Tsuruta examines the 
case of a vampire, but I do not think her argument is persuasive in some cases. Tsuruta also 
criticizes my comments that I made at the conference. I examine her criticisms and further 
present counterarguments on them. The topic of life extension has been heavily discussed in 
the field of bioethics. My curiosity concerns the kinds of new points that can be added to the 
discussion when seen from a phenomenological point of view.
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Desirability of Immortal Human Life 
Reconsidered

Naomi TSURUTA
(Kansai University)

Since Bernard Williams (1973), almost all philosophers who have argued about immortality 
have concluded that an immortal life would not be desirable. I disagree. In this paper, I pose 
six critiques of its desirability. (1) An immortal life must involve the recurrence of the same 
experiences or events. (2) Because an immortal person could achieve anything perfect, she 
would fall into a boredom and think that her life is meaningless. (3) An immortal person must 
necessarily be isolate, (4) would procrastinate because she would have eternity to accomplish 
anything, and (5) would see all things from a god-eye perspective and thus would have no 
interest in morality. (6) (a) Because the elixir of life would be very expensive, it may create 
the difference between rich and poor, and (b) an immortal person could not mentally survive 
for an extraordinary long time. I refute all of them and conclude it is possible for immortality 
to be desirable.
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Toward the Possibility of Untheodical 
Theodicy

Sho YAMAGUCHI
(Kyoto University)

While theodicy would be reasonably criticized for its internal tendency to justify our actual 
sufferings for the sake of God’s glory in His creation, one of my central suggestions in this 
article is that there is a way in which we can find some significance of theodical investigations 
in our contemporary philosophical studies regarding the meaning of life. The reason why 
theodicy is relevant to the philosophy of life’s meaning is, first, that a successful proof of 
God’s justice in His creating this world would carry with it an explanation of how the actual 
existence of horrendous evils keep our lives from falling into the pitfalls of meaninglessness. 
Based on several philosophers’ considerations on theodicy, concretely J. L. Mackie’s, Alvin 
Plantinga’s, John Hick’s, and Marilyn Adams’s, I would like to suggest that any attempt 
to theodically clarify our serious sufferings would result in exceeding our competence in 
intending to justify what is essentially unjustifiable. What I am ultimately going to indicate 
by this suggestion is, however, not that any theodicy should be completely insignificant, but 
that its failing to succeed in each attempt would inform us of something outside of the limit 
of what we could theodically justify. If so, theodicy’s unavoidable failure should have some 
positively “negative” significance in that, through its lack of success in each attempt, we 
would notice that there is something more than what we can make sense of.
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Why Is Life Worth of Living? 
Husserl’s Negation and Affirmation of Life

Toru YAEGASHI
(Hiroshima Institute of Technology)

Abstract
While Husserl often spoke pessimistically about the future of humanity, he seemed to 
believe to the end that reason could reform culture and make the world a better place. This 
paper examines how Husserl attempted to overcome, or could have attempted to overcome, 
his pessimism, and shows that he ultimately did not succeed in doing so. First, I clarify the 
kind of pessimism that is problematic for Husserl and reconstruct the assumptions from 
which it is derived. Next, I examine what line of thought Husserl followed or was able to 
follow in his attempt to overcome pessimism, focusing on three ideas Husserl discussed 
primarily in his ethical writings of the 1920s: the value of love (Liebeswerte), faith in reason 
(Vernunftglaube), and the affirmation of effort and discontentment, though I show that none 
of them allows us to decisively overcome pessimism. Finally, I turn to Husserl’s attempt 
to reform human life through the rigorous sciences. This again does not decisively lead us 
to reject pessimism, but can be understood as a kind of optimism that is compatible with 
pessimism. However, it becomes clear that it is difficult to fully ground this optimism within 
the framework of Husserl’s philosophy.



日
本
現
象
学
会
会
則

第
一
条　

本
会
は
日
本
現
象
学
会
（The Phenom

enological A
ssociation of 

Japan

）
と
称
す
る
。

第
二
条　

本
会
は
現
象
学
の
研
究
を
進
め
、
そ
の
発
展
を
は
か
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

第
三
条　

本
会
は
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
左
の
事
業
を
行
う
。

１　

年
一
回
以
上
の
研
究
大
会
の
開
催

２　

国
内
お
よ
び
国
外
の
関
係
学
術
団
体
と
の
連
絡

３　

会
報
お
よ
び
研
究
業
績
の
編
集
発
行

４　

そ
の
他
必
要
な
事
業

第
四
条　

本
会
の
会
員
は
現
象
学
に
関
心
を
も
つ
学
術
研
究
者
と
す
る
。
入
会

に
は
委
員
会
の
承
認
を
要
す
る
。

第
五
条　

本
会
は
左
の
役
員
を
お
く
。

委　
　

員　

若
干
名

会
計
監
査　

二
名

第
六
条　

総
会
は
年
一
回
定
期
的
に
開
き
、
そ
の
他
必
要
が
あ
れ
ば
、
委
員
会

の
決
議
に
よ
っ
て
臨
時
に
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
総
会
は
会
の
活
動

の
根
本
方
針
を
決
定
し
、
会
員
の
中
よ
り
委
員
お
よ
び
会
計
監
査
を

選
出
す
る
。
ま
た
、
総
会
は
一
般
報
告
な
ら
び
に
会
計
報
告
を
受
け

る
。

第
七
条　

委
員
の
任
期
は
四
年
と
す
る
。

第
八
条　

会
計
監
査
の
任
期
は
四
年
と
す
る
。
会
計
監
査
は
他
の
役
員
を
か
ね

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
九
条　

役
員
は
す
べ
て
重
任
を
さ
ま
た
げ
な
い
。

第
十
条　

委
員
は
委
員
会
を
構
成
し
、
総
会
の
決
定
に
従
っ
て
会
の
運
営
に
つ

い
て
協
議
決
定
す
る
。

第
十
一
条　

会
計
監
査
は
年
一
回
会
計
を
監
査
す
る
。

第
十
二
条　

会
員
は
会
費
と
し
て
年
一
〇
〇
〇
円
を
納
入
す
る
。

第
十
三
条　

本
規
則
は
委
員
会
の
決
議
を
経
て
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但

し
、
総
会
の
承
認
を
要
す
る
。

（
昭
和
五
五
年
五
月
三
〇
日
制
定
）

（
会
費
は
昭
和
六
二
年
度
よ
り
『
年
報
』
代
を
含
め
三
〇
〇
〇
円
に
改
定
）



研
究
奨
励
賞
に
つ
い
て

本
学
会
で
は
、
若
手
研
究
者
を
対
象
と
し
た
「
研
究
奨
励
賞
」
が
設
け
ら
れ
て

お
り
ま
す
。
二
〇
一
二
年
の
設
置
以
来
、
本
賞
は
こ
れ
ま
で
合
計
八
編
の
論
文
に

贈
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
二
〇
二
一
年
度
の
受
賞
者
は
、
小
関
健
太
郎
（
受
賞
論
文

「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
多
様
体
論
と
存
在
論
︱
︱
志
向
的
対
象
の
観
点
か
ら
」）
で
し

た
。
小
関
氏
へ
の
奨
励
賞
授
与
式
は
昨
年
一
一
月
に
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
さ
れ
た
第

四
二
回
研
究
大
会
に
て
行
わ
れ
、
表
彰
状
お
よ
び
副
賞
が
後
日
小
関
氏
に
送
ら
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
今
号
に
は
小
関
氏
の
受
賞
論
文
の
英
語
版
が
掲
載
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

編
集
後
記

『
現
象
学
年
報
』
第
三
八
号
を
み
な
さ
ま
に
お
届
け
し
ま
す
。
印
刷
版
の
会
員

全
員
へ
の
配
布
は
前
号
を
も
っ
て
廃
止
と
な
り
、
今
号
か
ら
は
電
子
版
の
み
と
な

り
ま
す
。
電
子
版
の
配
信
に
つ
い
て
も
、
現
状
で
の
応
急
処
置
的
な
や
り
方
を
な

る
べ
く
早
急
に
改
善
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
い
ま
し
ば
ら
く
お

待
ち
く
だ
さ
い
。

今
号
の
巻
頭
特
集
「
人
生
の
意
味
の
哲
学
と
現
象
学
」
は
、
一
昨
年
度
に
引
き

続
き
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
四
三
回
研
究
大
会
に
お
け
る
同
タ
イ
ト
ル
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
ご
論
考
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
八
重
樫
徹

先
生
、
山
口
尚
先
生
、
鶴
田
尚
美
先
生
、
そ
し
て
御
三
方
の
論
考
へ
の
コ
メ
ン
ト

を
執
筆
し
て
い
た
だ
い
た
森
岡
正
博
先
生
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ち
な
み
に
特

集
タ
イ
ト
ル
の
曖
昧
さ
は
意
図
的
な
も
の
で
あ
り
、「
人
生
の
意
味
の
哲
学
／
と

／
現
象
学
」
と
「
人
生
の
意
味
の
／
哲
学
と
現
象
学
」
と
い
う
読
み
方
の
両
方
を

許
容
す
る
そ
う
で
す
。

本
号
に
は
昨
年
度
研
究
大
会
に
お
け
る
ふ
た
つ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
報
告
文

も
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
男
女
共
同
参
画
・
若
手
研
究
者
支
援
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
「
現
象
学
研
究
者
の
初
期
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
考
え
る
」
の
報
告
文
を
中
澤
瞳
先

生
に
、
公
募
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
人
種
差
別
の
現
象
学
」
の
報
告
文
を
小
手
川
正

二
郎
先
生
に
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
前

号
の
「
編
集
後
記
」
で
申
し
上
げ
た
も
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
事
情
に
よ
り
、
本
号

に
も「
特
別
講
演
」
セ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
せ
ん
。
次
号
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。



そ
の
次
あ
た
り
か
ら
復
活
す
る
と
い
い
で
す
ね
。

個
人
研
究
論
文
セ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
投
稿
論
文
全
九
篇
か
ら
厳
正
な
審
査
に

よ
っ
て
選
ば
れ
た
優
秀
論
文
三
篇
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
年
と
比
べ
る
と
だ

い
ぶ
数
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
採
択
率
に
関
し
て
は
ほ
ぼ

例
年
並
み
で
す
。
投
稿
数
の
減
少
は
、
お
そ
ら
く
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
研
究
大
会
の

オ
ン
ラ
イ
ン
化
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
︱
︱
と
い
う
の
が
編
集
委
員
長
の
私

見
で
す
。

本
号
に
は
二
編
の
エ
ッ
セ
イ
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
亀
井
大
輔
先
生
に
は
、

オ
ン
ラ
イ
ン
国
際
学
会
を
主
催
し
た
経
験
に
つ
い
て
貴
重
な
記
録
を
寄
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
古
荘
真
敬
先
生
の
舵
取
り
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
・
フ
ォ
ー

ラ
ム
と
昭
和
堂
の
大
事
業
、『
ハ
イ
デ
ガ
ー
辞
典
』
の
編
纂
に
関
す
る
共
著
エ
ッ

セ
イ
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た（
な
お
こ
ち
ら
の
エ
ッ
セ
イ
に
つ
い
て
は
、

テ
ー
マ
が
特
殊
で
あ
る
た
め
に
、
例
外
的
に
会
員
外
の
方
に
も
一
部
執
筆
を
担
当

し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
）。
編
者
お
よ
び
執
筆
者
の
先
生
方
に
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。
学
会
の
主
催
や
辞
典
の
編
纂
と
い
っ
た
仕
事
に
つ
い
て
、
そ
の
内
幕
も

含
め
て
記
録
を
残
し
て
お
く
こ
と
は
、
学
会
誌
の
役
割
の
ひ
と
つ
で
あ
る
は
ず
で

す
。
こ
の
役
割
を
よ
り
よ
く
果
た
す
た
め
に
今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
試
行
を
行
う
つ

も
り
で
す
の
で
、
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

書
評
セ
ク
シ
ョ
ン
も
充
実
し
た
内
容
で
す
。
平
岡
紘
先
生
に
は
鈴
木
崇
志
氏

『
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論
か
ら
倫
理
学
へ
』
を
、
丸
山
文
隆
先
生
に
は
高
井
ゆ
と

里
氏
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
』
を
、
佐
野
泰
之
先
生
に
は
高
屋
敷
直
広
氏
『
身
体
忘
却
の

ゆ
く
え　

ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
〈
対
話
的
な
場
〉』
を
、
そ

し
て
田
村
正
資
先
生
に
は
川
崎
唯
史
氏
『
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
倫
理
学　

誕

生
・
自
由
・
責
任
』
を
、
そ
れ
ぞ
れ
評
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
書
評
対
象
と
書
評
者
の
選
定
と
い
う
の
は
毎
回
い
ろ
い
ろ
大
変
な
の

で
す
が
、
い
た
だ
い
た
原
稿
を
読
む
た
び
に
そ
の
苦
労
の
甲
斐
が
あ
っ
た
な
と
い

う
感
慨
を
覚
え
ま
す
。
書
評
欄
の
さ
ら
に
よ
い
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
編
集
委
員

会
は
模
索
を
続
け
て
い
く
所
存
で
す
。

さ
て
、『
現
象
学
年
報
』
は
次
号
よ
り
、
学
会
誌
の
理
念
に
向
け
て
全
面
的
に

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
ま
す
。
ダ
ブ
ル
ブ
ラ
イ
ン
ド
査
読
を
採
用
し
、
投
稿
と
大
会

で
の
発
表
が
切
り
離
さ
れ
、
字
数
制
限
が
大
幅
に
緩
和
さ
れ
、
横
組
み
に
な
っ
た

本
誌
の
姿
を
目
に
す
る
こ
と
を
、
心
よ
り
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。
査
読
関
係

の
制
度
変
更
に
よ
っ
て
、
論
文
の
投
稿
の
た
め
の
各
種
ハ
ー
ド
ル
も
下
が
っ
た
は

ず
で
す
（
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
地
方
を
拠
点
と
す
る
会
員
の
み
な
さ
ん
に
当

て
は
ま
る
こ
と
で
し
ょ
う
）。
ま
た
、
今
後
は
日
本
現
象
学
会
の
委
員
も
問
題
な

く
論
文
が
投
稿
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
（
編
集
委
員
を
除
く
）。
ど
ん
ど
ん
書

い
て
、
遠
慮
な
く
投
稿
し
て
く
だ
さ
い
。
私
も
そ
れ
が
で
き
る
身
分
に
は
や
く
な

り
た
い
も
の
で
す
。

『
現
象
学
年
報
』
の
組
版
と
Ｐ
Ｄ
Ｆ
作
成
は
、
昨
年
ま
で
と
同
様
に
大
阪
書
籍

印
刷
株
式
会
社
に
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
。
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
後
に
つ
い
て
も
同
様

で
す
。
担
当
の
宮
田
末
男
さ
ん
に
は
今
回
も
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

（
植
村
玄
輝　

記
）



訂
正
と
お
詫
び

本
誌
第
三
八
号
に
掲
載
さ
れ
た
呉
羽
真
氏
「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
大
学
授
業
の

オ
ン
ラ
イ
ン
化
は
何
を
示
し
た
か
？ 

︱
︱
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
メ
デ
ィ
ア
の

技
術
哲
学
Ⅱ
」
に
、
著
者
に
よ
る
校
正
の
結
果
が
反
映
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
以
下
の
通
り
訂
正
い
た
し
ま
す
。

【
一
〇
八
ペ
ー
ジ
下
段
】

誤
：
対
面
で
授
業
を
行
っ
た
後
期
に
も
授
業
後
等
の

正
：
対
面
で
授
業
を
行
っ
た
後
期
に
も
授
業
中
・
授
業
後
等
の

【
一
一
〇
ペ
ー
ジ
下
段
】

誤
：
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
事
態
か
ら
何
を
教
訓
と
す
べ
き
か
に
つ
い
て
考
察

す
る

正
：
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
事
態
か
ら
ど
ん
な
教
訓
が
得
ら
れ
る
か
に
つ
い
て

考
察
す
る

【
一
一
〇
ペ
ー
ジ
下
段
】

誤
：
デ
ュ
ー
イ
（D

ew
ey 1916

）
以
来
の
古
典
的
な
も
の

正
：
デ
ュ
ー
イ
（
例
え
ばD

ew
ey 1916

）
以
来
の
古
典
的
な
も
の

【
一
一
一
ペ
ー
ジ
上
段
】

誤
：（
呉
羽 

二
〇
二
〇
）

正
：（
呉
羽 

二
〇
二
〇；

中
津 

二
〇
一
〇
）

【
一
一
一
ペ
ー
ジ
下
段
】

誤
：
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
苦
手
な
人

正
：
テ
レ
ビ
会
議
が
苦
手
な
人

こ
の
件
に
つ
い
て
、
一
切
の
責
任
は
編
集
委
員
会
に
あ
り
ま
す
。
不
完
全
な
原

稿
を
掲
載
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
著
者
で
あ
る
呉
羽
氏
に
お
詫
び
申
し
上

げ
ま
す
。
ま
た
、
同
様
の
ミ
ス
の
再
発
防
止
に
今
後
努
め
る
こ
と
を
こ
こ
に
約
束

い
た
し
ま
す
。

二
〇
二
二
年
一
〇
月

日
本
現
象
学
会
編
集
委
員
長　

植
村
玄
輝



日
本
現
象
学
会
へ
の
入
会
方
法

　

本
会
へ
入
会
を
希
望
さ
れ
る
方
（
入
会
資
格
は
大
学
院
生
を
含
む
現
象
学
研

究
者
）
は
、
左
記
の
学
会
事
務
局
に
ご
照
会
く
だ
さ
い
。
学
会
費
は
、
年
間

三
〇
〇
〇
円
（『
現
象
学
年
報
』
の
代
金
を
含
む
）
で
す
。
ま
た
非
会
員
の
方
で

本
誌
を
購
読
な
さ
り
た
い
場
合
も
、
左
記
事
務
局
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

日
本
現
象
学
会
事
務
局

　

〒
６
５
７

－

８
５
０
１

　

兵
庫
県
神
戸
市
灘
区
六
甲
台
町
１

－

１

　

神
戸
大
学
人
文
学
研
究
科　

中
真
生
研
究
室

　

E-m
ail: paj-offi

ce@
pa-j.jp

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://pa-j.jp/

　
（
入
会
申
込
書
は
こ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手
可
能
で
す
。）



Essays 

 Daisuke KAMEI Reports on The Second Conference for Intercultural Phenomenology 
  in East Asia and Intercultural Phenomenology Symposium

Looking Back on the Editing Process of The Heidegger Encyclopedia, ed. by Heidegger Forum 
in Japan (Showado, 2021)

Katsuya AKITOMI, Asuka SUEHISA, Keijiro MATSUMOTO, Yuto KANNARI, 
Yohei KAGEYAMA, Yoshiomi TANABE, Takashi NUKUI, Ryoichi SUZUKI
(ed. by Masataka FURUSHO)

Book Reviews

 Hiroshi HIRAOKA Takashi SUZUKI, Von Husserls Phänomenologie der Intersubjektivität 
  zur Ethik (Keiso Shobo, 2021)

 Fumitaka MARUYAMA Yutori TAKAI: Martin Heidegger (Kodansha, 2022)

 Yasuyuki SANO Naohiro TAKAYASHIKI, Der Gesprächsort als Weg aus der 
  Leibvergessenheit. Ein Versuch über die Ethik in Heideggers Sein und Zeit 
  (Hosei University Press, 2021)

 Tadashi TAMURA Tadashi KAWASAKI: Merleau-Ponty’s Ethics (Nakanishiya Syuppan, 2022)

English Article

 Kentaro OZEKI Husserl’s Theory of Manifolds and Ontology: From the Viewpoint of   
  Intentional Objects

Abstracts

Toru YAEGASHI, Sho YAMAGUCHI, Naomi TSURUTA, Masahiro MORIOKA, 
Hitomi NAKAZAWA, Shojiro KOTEGAWA, 

Masami ISHII, Nobuhiro OTOKITA, Kohei YANAGAWA
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Jahrbuch der japanischen Gesellschaft für Phänomenologie

Annual Review of the Phenomenological Association of Japan

Annuaire de l’association japonaise des phénoménologues

Contents

Special Issue: Phenomenology and Philosophy of the Meaning of Life 

 Toru YAEGASHI Why Is Life Worth of Living? Husserl’s Negation and Affirmation of Life

 Sho YAMAGUCHI  Toward the Possibility of Untheodical Theodicy

 Naomi TSURUTA Desirability of Immortal Human Life Reconsidered

 Masahiro MORIOKA Commentary on Yaegashi, Yamaguchi, and Tsuruta

Workshop for Gender Equality and Early Career Researcher Support

Theme “Considering the Early Career Development of Phenomenological Researchers”

Speakers: Ai SATO, Yusuke IKEDA, Yuto KANNARI, Yutori TAKAI, 
Masumi NAGASAKA, Rie WAKAMI

Organizer: Hitomi NAKAZAWA

Open Recruitment Workshop

Phenomenology of Racism

Organizer: Shojiro KOTEGAWA
Speakers: Tetsuya KONO, Sachi SEKIMOTO, Takashi IKEDA

Articles Read in the 42st Meeting of PAJ 

 Masami ISHII Levinas’s Interpretation of Husserl and the Genesis of Diachrony in His 
  Later Works 

 Nobuhiro OTOKITA Understanding Others’ Intentionality in Merleau-Ponty and Tomasello

 Kohei YANAGAWA Reinterpretation of time construction in Husserl’s time theory using habit
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