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人
類
学
研
究
に
お
け
る
人
格
と
自
己

中

川

」
理

〈
要
旨

〉

」
本

稿

で
は

、
人

の
概
念

に

つ
い
て
の
人
類
学
的
研
究

の
学
説
史
を
、
人
格
と
自

己
と

い
う

概
念

の
組
に
注

目
し

て
整
理
す

る
。

こ
れ

ら
二

つ
の
概
念

は
、
多
様

な
地
域

や
ト

ピ

ッ
ク
を
扱
う

研
究
を

人
類
学
と

し
て
理
解
可
能

な
も

の
と
す

る
た
め

に
必
要
な
枠
組

み
を
提
供

し

て
き
た
。

こ

の
語
り

の
枠

組

み
を
明

示
化
し
、
現
在

に
お
け
る
可
能
性
を

摸
索
す

る
こ
と

が
目
的
で
あ

る
。

理
論
的
争

点
を
明
確
化

す
る
た

め
の
試
み
と

し
て
、
筆
者
は
学
説

の
流
れ
を
3

つ
の

局
面

の
連
続
と
し

て
捉
え

る
。

(
!
∀
社
会
的
人
格
ど

心
理
的
自

己
の
対
立
を
想

定
す

る

「
二
重

モ
デ
ル
」
と

、

ロ
サ

ル
ド

に
よ

る
、

こ
の
対
立

が
当

て
は
ま
ら
な

い
非

西
洋
社
会

の
分
析

に
よ

っ
て
、

こ
れ
を
近
代

西
洋

の
構
築
物

と
し

で
退
け

る
立

場

の
対
立
。

(
2
)

ロ
サ

ル
ド
と

ギ
ア
ツ
に
代

表
さ
れ
る
解
釈
学
的
な
人

の
概
念
研
究
と

、
彼
(女
)ら
の
方
法

は
実
際
に

は
文
化
的

規
範

の
記

述

で
あ
り

、
人

々
に
よ

る
自

己

の
経
験
を
捉
え

て

い
な

い
と
す
る
批
判

の
対

立
。
後
者

の
立
場
は
、
実

は
装

い
を
新

た
に
し
た

コ

董

モ
デ
ル
」

の
再
導
入

で
あ

る
ど
分
か
る
。

(
3
)
自

己
を
変

動
す

る
生
産
過
程
と
し
て
捉
え
、
責
任

あ

る

エ
ー
ジ

ェ
ン
シ
ー

の
割

り
当

て

の
文
化

的
過
程

を
分
析
す

る
試

み
の
あ
ら
わ

れ
。

こ

の
ア

プ

ロ
ー
チ
は
ま
だ

萌
芽
的
段
階

に
あ

る
が
、
西
洋

と
非
西
洋

の
二
分
法
と
内

的

自
己

の
絶
対
化
を
と

も
に
乗
り
越
え

よ
う

と
す
る
批
判

的
人
類
学

の
試

み
と
し

て
注

目

さ
れ
る
。

キ

ー

ワ
、ー

ド

人
格

、

自

己

、

経

験

、

エ
ー
ジ

ェ
ン
シ

ー

、

ア

ン

チ

パ

ー

ソ
ナ

リ

ス
ト

・
ア
プ

ロ
ー

チ
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1

は
じ
め

に

人
の
概
念
は
社
会
と
そ
の
成
員

に
つ
い
て
の
文
化
的
概
念
化
の
最
も
基
本
的

な
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
人
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
心
と
は
何
か
、
精
神
と
身

体

の
関
わ
り
は
ど
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
か
、
人
の
ふ
る
ま
い
は
ど
の
よ
う
に

理
解
さ
れ
る
か
。
こ
れ
ら
の
基
本
的
な
観
念
が
文
化
に
よ

っ
て

(あ
る
い
は
状

況
に
よ

っ
て
)
異
な
る
と

い
う
認
識
は
、
人
類
学
理
論
に
前
提
さ
れ
て
い
る
社

会

.
文
化
と
個
人
と
の
関
係
の
概
念
化
の
根
本
に
批
判
を
投
げ
か
け
、
再
定
式

化
を
迫

っ
て
き
た
。
こ
の
再
帰
的
性
格
が
、
人
類
学
批
判
に
よ

っ
て
い
か
が
わ

し
い
他
者
化

の
言
説
と
み
な
さ
れ
、
独
立
し
た
対
象
も
方
法
も
持
た
な
い
こ
の

主
題
が
、
人
類
学

の
中

で
持
続
的

に
重
要
視
さ
れ
て
き
た
理
由
で
あ
る
。
人

格

・
自
己
の
概
念

の
理
解
は
、
人
類
学
理
論
に
内
在
す
る
人
格

・
自
己
の
理
解

と
の
対
話
に
お
い
て
有
意
義
で
あ

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
現
在
こ
の

主
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
語
り
が
可
能
で
あ
る
の
か
は
不
明
確
に
な
っ
て
い

る
。本

稿
で
は
、
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
人
格
と
自
己
の
概
念
に
し
ぼ

っ
て
、
こ

の
主
題
に
関
す
る
諸
文
献
を
図
式

的
に
分
析
す
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
方
法
も

用
語
の
定
義
も
様
々
で
あ
り
、
対
象
と
す
る
地
域
、
ト
ピ

ッ
ク
も
多
様
な
研
究

群
が
扱

っ
た
問
題
の
理
論
的
焦
点

が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
か
整
理
し
検

討
す
る
。
こ
の
よ
う
な
試
み
は
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
誌
的
研
究
に
対
し
て
還
元
主

義

の
暴
力
を
ふ
る

っ
て
い
る
と
の
批
判
を
免
れ
得
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
少

な
か
ら
ぬ
用
語
的
理
論
的
混
乱
と
曖
昧
さ
を
拭

い
切
れ
な

い
現
在
の
状
況
を
考

え
れ
ば
、
こ
れ
は
必
要
な
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
だ
ろ
う
。
と
く
に
人
格
と
自
己
と

い
う
概
念
の
組
は
、
研
究
を
人
類
学
と
し
て

「有
意
味
な
も
の
と
す
る
」
た
め

に
必
要
な
枠
組
み
を
陰
に
陽
に
提
供
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
枠

組
み
の
理
論
的
含
意
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

2

人
格
と
自
己

2

・
1

は
じ
め
に

人
格

(O
奠
ωoP

一9
0
興
ω
o弓

Φ)
と
自
己

(ωΦ
篤
一Φ
ヨ
9

と
い
う
二
つ
の
基
本

的
用
語
は
、
様
々
な
や
り
方
で
用
い
ら
れ
て
き
た
。
も
し
、
各
自

の
使
用
法
の

目
録
を
作
成
し
て
そ
の
違
い
と
共
通
点
を
比
べ
た
と
し
て
も
、
得
ら
れ
る
も
の

は
少
な

い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
幸

い
な
こ
と
に
、
こ
れ
ら
の
用
語
が
提
出
し
よ

う
と
す
る

「
モ
デ
ル
」
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、

=
疋
の
共
通
性
と
対
立
点
が
浮

か
び
上
が

っ
て
く
る
。
我
々
が
注
目
す
る
の
は
そ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
で
あ
る
。

簡
単
に
図
式
化
し
て
お
く
。

一
方
に
人
格
と
自
己
を
対
立
物
と
見
な
す

モ
デ
ル

が
あ
る
。
「社
会
的
」
人
格
と

「心
理
的
」
自
己
の
差
異
を
想
定
し
、
前
者
を
人

類
学
の
対
象
と
み
な
す
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
上
で
両
者
の
関
係
を
考
慮
す
る
。

他
方
に
、
人
格
と
自
己
の
結
び
つ
き
方
の
文
化
的
多
様
性
を
追
求
す
る
モ
デ
ル

が
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
対
立
モ
デ
ル
が
想
定
す
る
人
格
と
自
己
の
落
差
の
普

遍
性
を
否
定
す
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
モ
デ
ル
が
提
出
さ
れ
た
後
の
議
論
は
、
こ

れ
ら
の
モ
デ
ル
の
修
正
と
再
定
式
化
で
あ

っ
た
。
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2

・
2

二
重

モ
デ

ル

ま
ず
、
人
格
と
自
己
を
対
立
的
に
捉
え
る
見
方
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
こ
の

モ
デ
ル
は
、
「人
の
概
念
」

の
人
類
学
的
研
究
の
ア
イ
デ
ア
を
は
じ
め
て
提
出
し

た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
一
㊤ω
。。年
の

「
人
間
精
神

の

一
カ
テ
ゴ
リ
ー

冖
人
の
概
念
、

自
己
の
概
念
」
の
冒
頭
部
分
で
モ
ー
ス

(ζ
躄
ωρ
ζ
母
。
巴

が
提
案
し
た
区
分

と
限
定
か
ら
源
を
得
て
い
る
。
こ

の
箇
所
で
モ
ー
ス
が
扱
う
の
は
も

っ
ぱ
ら

「法
と
通
徳
に
関
し
た
」
概
念

で
あ
り
、
普
遍
的
と
彼
が
見
な
す
心
理
学
的
な
自

己
意
識
を
言
語
学
的
問
題
と
と
も
に
対
象
か
ち
排
除
し
て
い
る

(ζ
9・⊆
ωω
一綜
O

(一
〇ω
QO))の
彼
の
研
究
か
ら
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
た
人
々
の
多
く
は
、
こ

の
分
割
に
追
随
し
て
、
問
題
を

「法
と
道
徳
」

へ
と
限
定
し
よ
う
と
し
た
コ

例
え
ば
、
デ

ュ
モ
ン

(一)
⊆
目
O
づ
什
矯
冖、O
⊆
一の
)
を
見
て
み
よ
う
。
彼
は
個
人

(一P
匹
一く
一島
⊆
)を
次
の
よ
う
に
区
別
し

て
い
、る
。
そ
れ
は

一
方
で

「話
し
、
考
え
噛

そ
し
て
欲
求
す
る
経
験
的
主
体
」

で
あ
る
。
デ
ュ
モ
ン
に
と

っ
て
、
そ
れ
は
す

な
わ
ち

「ど

の
社
会

で
も
見
出
さ
れ
る
人
類
と
い
う
生
物
種

の

一
サ
ン
プ
ル
と

し
て
の
個
体
」
で
あ
る

(デ
ュ
モ
ン

}㊤
Φ
ω
(一㊤
Q。
ω)
H
自
)。
他
方
で

「人
間
お

よ
び
社
会
に
つ
い
て
の
近
代
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
独
立
し
た
、

自
立
的
な
、
し
た
が

っ
て

(本
質
的

に
)
非
社
会
的
な
、
精
神
的
存
在
」
で
あ

る
。
彼
は
前
者
を
研
究
対
象
か
ら
排
除
し
、
理
念
と
価
値
の
集
合
と
定
義
さ
れ

る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の

「個
人
」
を
研
究
す
る
。
」

.力
刀
ザ
ス
(O
輿
葺
『
興
ρ
ζ
一9

器
一)
(○
霞
葺
げ
興
ω
一
り⑩
①)
が
示
す
よ
う
に
、

「法
と
公
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
と
し
て
(器

四
ヨ
讐
冖奠

o
賄
一鋤
≦
鋤
&

o
昏
ぎ

こ
Φ
o
δ
靆
と

論
は
次
の
よ
う
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
与
え
る
。
西
洋
杜
会
は
、
「法
と

公
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
之
し
て
」
、
聖
な
る
物
t
み
な
さ
れ
る
独
特
な
個
人

に
価
値
を
置
く
。
そ
の

一
方
で
、
社
会
的
関
係

の
価
値
や
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に

特
有
の
社
会
的
義
務
の
充
足
の
よ
う
な
点
に
、
「法
と
公
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問

題
と
し
て
」
、
強
調
を
お
く
社
会
が
あ
る
。
中
国
社
会
は
少
な
く
と
も
儒
教
倫
理

に
支
配
さ
れ
て
い
た
問
は
そ
う

で
あ
り
、
ま
た
、
多
く
の
ア
フ
リ
カ
社
会
は
伝

統
的
思
考
と
実
践
に
統
べ
ら
れ
て
い
た
間
は
そ
う
で
あ

っ
た

.(心
bO
一)
。
、こ
の
立

場
か
ら
は
、
法
的

・
道
徳
的
な
義
務
、
責
任
と
権
利

の
社
会
的
配
置
に
問
題
を

集
中
す
る
こ
と
で
、
「話
し
、
考
え
、
そ
し
て
欲
求
す
る
経
験
的
主
体
」
(デ

ュ

モ
ン
∀を
問
題
か
ら
排
除
で
き
る
と
さ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し

て
、

モ
ー

ス
の
同
じ
提
案
か
ら
出
発
し
た

フ
ォ
ー
テ
ス

(「
o
答
Φの
℃
ζ
Φく
興
)
は
、
対
象
の
限
定
に
満
足
し
な
か

っ
た

(勾
o
詳
Φ
の
一
㊤
り
ω

(一り
お
))。
彼
は
、
上
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
人
格
概
念
と
、
そ
の
外
部
に
設
定

さ
れ
る
心
理
的
自
己
と
の
関
係
を
問
題
化
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
次

の
よ
う
に

論
じ
る
。

人
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
社
会
に
由
来
し
ズ
い
る
の
で
あ

っ
て
、
「そ
の
社
会
に
見

出
さ
れ
る
ペ
ル
ソ
ン
ヌ

・
モ
ラ
ル
を
特
徴
づ
け
る
特
有

の
記
号
と
指
標
七
、
そ

れ
を
構
成
す
る
道
徳
的
法
的
な
様

々
な
能
ガ
と
性
質
を
作
り
出
し
、
定
義
し
、

実
際
の
と
こ
ろ
押
し
付
け
る
の
は
社
会
で
あ
る
」

(bQQ。①
)。
・し
か
し
、
そ
の

一
方

で
フ
ォ
ー
テ
ス
は
、
個
人
は
そ
の
よ
う
な
人
の
概
念

の
受
動
的
担
い
手
と
考
え

ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
強
調
す
る
。
・「客
観
的
な
側
か
ら
見
る
と
、
社
会
が
人
に

与
え
る
特
徴
的
な
性
質
、
能
力
、
役
割
が
人
格
の
認
識
を
可
能
に
し
、
ま
た
、

公
的
に
想
定
さ
れ
て
い
る
人
格
と
し
て
自
分
自
身
を
呈
示
す
る
こ
と
を
可
能
に

す
る
。
主
観
的
な
側
か
ら
見
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
行
為
者
と
し
て
の
個
人

が
自
分
が
所
与
の
状
況
と
地
位

に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
期
待
さ

人類学研究 にお ける人格 と自己193



れ
て
い
る
人
格
で
あ
る
と
、
あ
る

い
は
な
い
と
、
知
る
の
か
に
つ
い
て
の
問
い

で
あ
る
。」

(NQ。、
)。

フ
ォ
」
テ
ズ
に
と

っ
て
、
「こ
の
問
題
は

「個
人
と
社
会
が
ど
の
よ
う
に
相
互

的
規
制
に
よ

っ
て
結
び
付
け
ら
れ

て
い
る
の
か
と
い
う
永
遠
の
問
題
」

(卜」
Qo
刈
)

に
関
係
し
て
い
.る
。.
そ
し
て
、
彼

に
よ
る
と
、
こ
め
個
人
/
社
会
の
対
立
に
、

モ
ー
ス
の
区
別
し
た
心
理
的
概
念
と
し
て
の
自
己

(す

ヨ
9

と
法
的
倫
理
的
概

念
と
し
て
の
人
格

(一p
O
興
ωo
導

Φ
)
に
対
応
し
て
い
る
。「
こ
こ
で
は
、
」社
会
的
役

割

の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
人
格
の
背
後
に
そ
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
る
自
己
の

意
識
を
理
論
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
対
置
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
フ
ォ
ー
テ
ス

は
、」

モ
ー
ス
の
議
論
を
構
造
機
能
主
義
的
な
モ
デ
ル
に
回
収
し
て
い
る
。

こ
れ
は
モ
ー
ス
の
議
論
に
対
す
る
唯

一
の
読
み
の
可
能
性
で
は
な

い
。
モ
ー

ス
は
論
文
の
冒
頭
で
昌
心
理
学
的
概
念
と
し
て
の
官
己
の
概
念
を
研
究
対
象
か

ら
排
除
し
、
法
的
倫
理
的
概
念
と
し
て
の
人
格
に
集
中
す
る
と
述
べ
て
い
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
後
半
部
で
は
西
洋
的
人
格
概
念
の
特
徴
と
し
て
心
理
的
な
自
己

意
識
に
支
裏
ら
れ
売
人
格
の
概
念
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
ね
む
れ
が
あ
る

(〉
=
①
昌・
一Φ
oo
α)。
曖
昧
さ
の
結
果
、
こ
の
、
多
く
の
研
究
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
」

ン
の
源
と
な

っ
て
い
る
論
文
は
、
も
う

一
つ
の
読
み
を
許
容
す
る
。
こ
の
点
は

後
で
触
れ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
モ
デ
ル
を
、
自
己
と
人
格

の
二
重
モ
デ
ル
と
呼
べ

る
だ
ろ
う
。
」こ
.の
モ
デ
ル
は
、
「人

の
概
念
」
の
人
類
学
的
研
究
に
と

っ
て
厄
介

な
問
題
を
解
決
七
て
×
れ
る
よ
う

に
思
わ
れ
た
b
な
ぜ
な
ら
、
心
理
的
経
験
と

い
う
厄
介
な
存
在
を
し
か
る
べ
き
場
所
に
押
し
込
め
、
「法
と
道
徳
」
の
問
題
に

集
中
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

2

・
.3

ロ
サ
ル
ド
の
批
判

齟
・ロ
サ
ル
ド

(勾
Oω
鋤一仙
O
ζ
一〇げ
①
=
Φ
N

℃

●)
は
、
二
重
モ
デ
ル
の
理
論
的
前
提
を
き

び
し
く
批
判
す
る

(閃
O
ωρ
一位
O

尸一Φ
QO躰
)コ
公
的
象
徴
形
態
の
分
析
に
よ

っ
て
現
地

の
人
々
が
自
身
を
人
と
し
・て
ど

の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
か
を
探
る
ギ
ア
ツ

(Ω
①奠
貫

Ω
蕨
o
a
Y
の
解
釈
学
的
視
点
を
用
い
て

(ギ
ア
ツ
の
議
論
に
つ
い
て

は
後
述
)、
彼
女
は
フ
ィ
リ
ピ
・ン
め
イ
ロ
ン
ゴ
ッ
ト
の
人
々
の
人
の
概
念
と
感
情

に
・つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
こ
か
ら
、・
内
的
な
自
己

(只
ぞ
畧
Φ
ωΦ5

と
公
的
な
人

格

(ωo
o
巨

℃
興
ω
8
)
を
対
立
さ
せ
る
分
析
の
、フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
噛
近
代
的
自

己
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
二
項
対
立
は
普
遍
的
事
実
で
は
な
い
と
批
判
す

る
。
彼
女
の
批
判
的
分
析
億
、
人
格
と
自
己
の
関
係
に
つ
い
て
、
・人
類
学
研
究

で
用
い
ら
れ
る
も
う

一
つ
の
モ
デ
ル
の
骨
格
を
示
し
て
い
る
。へ註
、v

彼
女
は
、
イ
ロ
ン
ゴ

ッ
ト
の
人
の
概
念
を
次
の
よ
う
に
提
示
す
る
⑩
イ

ロ
ン

ゴ
ッ
ト
に
お
い
て
は
常
数
的
な

「私

、.
H
、.」
は
存
在
せ
ず
、
社
会
的
文
脈
に
よ

っ
て
変
化
す
る

(「今
H
姻
族
の
一
人
と
し
て
私
に
対
し
た
イ
ロ
ン
ゴ

ッ
ト
の
男

は
明
日
に
は
私
の
息
子
と
な
る
か
も
七
れ
な
い
。
こ
の
違

い
は
単
に
我
々
が
ど

の
よ
う
に
話
す
か
だ
け
で
な
く
日
常
生
活
に
お
い
て
ど

の
よ
う
に
振
る
舞
う
か

や
ど
の
よ
う
に
感
じ
る
か
ま
で
描
き
出
す
」
(竃
①
)%

ま
た
、
、個
人
・の
パ
ー
ソ
ナ

リ
テ
ィ
の
描
写
は
ま
れ
で
あ
り
、
・な
ぜ
だ
れ
か
れ
が
あ
る
や
り
方

で
行
為
し
た

か
の
説
明
は
ほ
と
ん
ど
常
に
公
的
政
治
的
利
害
に
言
及
し
、
個
人
的
動
機
に
は

帰
せ
ら
れ
な
い
。
コ

般
に
A
イ
ロ
ン
ゴ
ッ
ト
は
意
図
を
洞
察
せ
ず
、
・責
任
を
追

跡
せ
ず
、
違
反
者
が
彼

の
行
為
を
通
し
て
他
人
に
悪

い
こ
と
を
し
て
い
、た
と

「知

っ
て
ト
い
た
か
・ど
う
か
を
問
う
こ
と
で
非
難
す
べ
き
か
ど
う
か
を
判
断
し
な

い
」
.(一
心O
)
し
、
親
族
や
友
人
の
期
待
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
理
由
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を
説
明
し
な
い
し
、
ま
た
説
明
を
迫

っ
た
り
も
し
な
い
。
ま
た
、
イ
ロ
ン
ゴ
ッ

下
北
と
う

て

h
怒
り
」
と
は
儀
礼
的
支
払
い
と
い
う
社
会
的
行
為
で
償
え
る
も

の
で
あ

ρ
《

壮
会
的
規
剣
に
対
立
寸
る
内
的
状
態
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な

い
。

つ
ま
吻
、.

被
ら
の
伯
分
が
誰
噂
あ

る
か
と

い
う
感
覚
は
の
狩
り
、
首
狩
め
、
稲

作
之
い
つ
売

一
連
の
哘
為

の
冲
に
す
え

つ
け
ら
れ
て
お
鉛
(
「自
冠
」
.乏
そ
の

皇

示
L
」の
問
に
は
必
ず
竜

薫

。
プ
は
癒
い
。

」潯

梁

は
「
・
こ
ρ
よ
、つ
資

嗾
誌
的
『

タ
を
も
乏
叢

次
の
理
論
的
主

脹
嘘
行
喙
う
。
「私
遺
、
、月
扈
/
個
人
と
珀
発
牲
、
真
正
の
い
心
か
%
の
感
情
、

プ
テ
イ
ヴ
ァ
シ
」
、」

独
自
性
一
定
常
性
、「
「内
的
」
生
活
を
等
し
炉
と
見
噸
す
、

そ
し
て
そ
れ
ら
を

マ
ス
ク
、
役
割
あ

る
い
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
か
た
ち

つ
く
ら
れ
る

「人
格
」
「ぺ
.ル
ソ
ナ
」
と
対
置
す
る
分
析
フ
レ
5ー
ム
ワ
」
ク
は
近

弐
西
洋
舶
頑
毛
遊
構
域
す
る
二
分
法

の
反
映
で
吻
乃
と
論
じ
乃
。
そ
し
て
こ
の

場
合

∵「我
々
の
」
分
謝
な
イ
ロ
.ン
ゴ
「ツ
ト
の
自
己
概
念
の
構
藻
を
理
解
す
る
た

め

の
枠
組
み

と
し
て
は
誤
解
を
招

く
心
の
で
あ
る
と
わ
か
渇
の
で
あ
る
。
」

(
一
蒔
Φ
)

こ
の
庄
張
臆
「
我
々
を
内
涵
性
の
壮
会
納
構
成
の
問
題
く
と
い
ぎ
な
う
。
綾

女
怯
、
「内
的
泊
己
と
倣
単
に
識
割
さ
れ
凌
沈
黙
で
あ
る
幅
と
さ
え
言
つ
ヱ
か
る
。

社
畜

役
謝
を
受
け
入
れ
、
反
発
し
、
呈
示
す
る
は
、つ
な
内
的
自
忌

あ
ら
か

じ
め
理
論
葡
に
前
提
す
る
こ
之
は

で
き
な

い
つ
こ
う
七
て
、
、二
重
モ
デ
ル
で
う

ま
《
拠
理
き
れ
た
と
想
わ
煮
た

マ
心
理
舶
経
験
」

、唸
再
が
考
察
の
対
照
と
し
な

く
て
は
な
ち
な
く
な
る
。

こ
の
モ
デ
ル
は
、
モ
ー
ス
論
文

の
も
う

一
つ
の
読
み
の
可
能
性
之
対
応
し
て

い
る
。
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
の
論
文

の
後
半
部
で
、
冒
頭
の
、
心
理
的

概
念
と
鵡
て
の
偵
己
は
扱
わ
女
炉
と
い
う
恨
定
北
反
し
て
一
心
理
的
自
己
億
識

が
道
徳
的
人
格
適
保
証
す
乃
構
図
が
h」、西

悌
の
鱒
徴
と
な

っ
て
い
、っ
た
と
強
調

し
て
い
る
。
こ
の
部
分
を
重
視
す
る
な
ち
ば
(
自
己
と
人
格
の
特
定
の
配
置
が

西
洋
の
特
徴
で
あ
り
、
泌
理
的
な
も
の
と
社
会
韵
恋
も
の
の
異
唸

っ
売
関
係
が

追
求
の
対
象
と
な
る
。

ー

、
:

、
、
、

・

.

.

ド

・
」:

2

・
4

問
題
の
所
在

人
格
と
自
E
の
概
念
の
人
類
孝
魯
研
究
の
理
論
的
争
点
は
、
こ
の
よ
う
に
、

「自
己
」
と

「人
格
」

「の
関
係
を
ど
の
よ
う
忙
捉
え
る
か
に
か
か
つ
て
い
る
と
分

か
ゐ
つ
・心
理
舶
な
も
切
Z
、
社
会
釣
な
も
の
の
閥
わ
吻
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、

ど
の
よ
う
に
理
論
化
す
る
か
の
問
題
は
」
こ
の
種
の
研
究
に
と

っ
て
躓
港

の
石

で
あ

っ
売
つ
そ
し
イ
こ

.の
周
題
は
A「
ご
く
初
期

の
段
階
か
ら
民
族
詰
曲
研
究
に

あ
ら
わ
れ
て
い
尢
。

.
}

レ
ー
ナ
ル
ト

」倉
Φ
Φ
嘗

鵞
α
び
ζ
p
ξ
一8
)
の

・「卞

.
カ
モ
」
(レ
ー
ナ
ル
干

這
㊤
O
(一
㊤鳶
))
は
宀
モ
」
ス
論
文
以
降
で
人
格
と
自
己
の
問
題
逢
は
ゼ
め
て
主

題
と
し
て
取
り
扱

っ
た
民
族
誌
的
研
究
.で
あ
る
つ
、こ
の
中
に
す
で
に
上
に
挙
げ

売
二
つ
の
モ
デ
ル
の
緊
脹
関
係
が
穏
然
と
存
在
↓
て
い
る
。

噛.
よ
く
知
ら
九
て
い
る
よ
う
至
、
レ
ー
ナ
ル
ト
の
理
論
は
モ
ー
ス
の
人
格
論
と

レ
ヴ
イ
劃
ブ
リ
ユ
ル

(い
ひ煢
11
ゆ
脈魯
r
炉
⊆
9
招
)
の
未
欄
心
性
論
の
両
者
に
基
礎

を
置
い
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
「ド

・
カ
モ
」
の
カ
ナ
ク
人
の
人
格
概
念
の
分

析
に
お
い
て
、
法
的
道
徳
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
人
格
の
あ
り
方
は
、
心
理

的
認
識
と
対
応
し
て
い
る
よ
ヶ
に
記
述
ざ
れ
て
.い
.る
。

つ
ま
り
、
関
係
的
な
、

拡
散
し
た
人
格
は
心
理
の
面
で
は
神
話
的
思
惟
や

「融
即
」
.と
し
て
表
現
さ
れ
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る
。し

か
し
、
他
方
で
社
会
に
よ

っ
て
抑
圧
さ
れ
た
自
己
の
モ
デ
ル
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。
レ
ー
ナ
ル
ト
は
非
順
応
的
な
人
々
の
行
為
、
例
え
ば
親
の
認
め
た
結

婚
相
手
を
断

つ
て
遠
く
の
村

へ
旅
立
ち
首
長
を
口
説
き
落
と
し
て
結
婚
し
た
女

性
の
例
を
挙
げ
、
「彼
女
は
自
主
性
を
持

っ
た
の
で
あ
る
。」

彼
女
は
、
特
定
の
部

族
の
若

い
娘
止
い
う
役
割

(ペ
ル
ソ
ナ
ー
ジ

ユ
)
が
従
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い

伝
統
に
順
応
す
る
こ
と
を
望
ま
な
か

っ
光
α
彼
女
は
自
分
の
こ
と
を
自
分
で
決

定
し
た
の
で
あ
る
。
彼
女
は
抗
う
運
命
に
対
し
て
何
度
も
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
社
会
は

人
が
法
に
背
く
の
を
き
ら
う
か
ら
で
あ
る
」

(卜○
刈o。)
と
書
く
。
「社
会
は
入
物
が
役
割
を
き
ち
ん
と
果
た
さ
な
い
と
承
知
七
な

い
マ
ネ
ー
ジ
ヤ
ー
に
似
て
」
(卜。お

)
お
り
、
そ
れ
に
抗
す
る
決
断
は
、
「
一
つ
の

役
を
演
じ
る
人
物
で
は
な
く
心
理
的
自
我
が

}
個
の
差
異
を
確
立
し
た

一
人
の

人
格

(ペ
ル
ソ
ナ
)
の
決
断
で
あ

っ
た
」
(b。刈
。。
)。
こ
こ
で
は
社
会
と
個
人
の
対

立
構
造
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ヤ.」
の
記
述
の
ず
れ
は
、
ロ
サ
ル
ド
の
立
場
と
フ
ォ
ー
テ
ス
の
立
場
の
相
違
に

対
応
し
て
い
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
け
に
問
題
を
集
中
す
る
と
い
う
実
際
に
は

困
難
な
限
定
か
ら
離
れ
、
社
会
的
行
為
の
分
析
か
ら

「人
の
概
念
」
を
記
述
し

よ
う
と
試
み
る
時
、
法
的
倫
理
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
心
理
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
明
確

に
区
分
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
る
。
レ
ー
ナ
ル
ト
の
研
究
は
人
の
概
念
の
経
験

的
側
面

へ
の
関
心
の
先
駆
け
で
あ

っ
た
。
こ
の
関
心
の
増
大
に
伴

い
、
彼
に
見

ら
れ
た
問
題
、
我
々
が
こ
こ
ま
で
で
明
確
化
し
た
二
つ
の
異
な

っ
た
モ
デ
ル
の

問
題
は
再
び
中
心
的
課
題
と
な

っ
た
。

3

二
重

モ
デ
ル
の
回
帰
を
め
ぐ

っ
て

3

・
1

は
じ
め
に

対
立
は
、
以
下
に
紹
介
す
る
議
論
で
は
立
場
が
逆
転
し
て
い
る
。
新
し
い
パ

ラ
ダ
イ
ム
に
ま
る
解
釈
学
的
研
究
に
よ

っ
て
描
き
出
さ
れ
る
人
の
概
念
の
記
述

が
ど
の
よ
う
な
現
実
を
描
写
し
て
い
る
の
か
が
、
そ
の
批
判
者
に
よ

っ
て
問
題

視
さ
れ
た
。
ギ
ア
ツ
が

「文
化
の
科
学
的
現
象
学
」
と
呼
ん
だ
方
法
は
、
実
は

規
範
的
文
化
概
念
の
記
述
で
あ
り
、
真

の
自
己
の
経
験
は
そ
れ
に
対
立
す
る
。
・

こ
の
よ
う
な
、
解
釈
学
的
方
法
に
対
す
る
批
判
が
用
い
た
モ
デ
ル
は
、
装
い
を

新
た
に
し
た
二
重
性
モ
デ
ル
だ
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
、
人
類
学
的
記
述
に
よ

る
他
者
の
生
産
が
問
題
視
さ
れ
、
「人
々
の
主
体
性
」
の
再
評
価
が
賭
け
ら
れ
て

い
た
。
い
か
に
し
て
他
者
と
自
己
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
区
別
す
る
言
説
か
ら
抜
け

出
す
か
?
批

判
は
こ
の
問
い
に
対
す
る

一
つ
の
可
能
な
答

凡
で
あ

っ
た
。

」

こ
こ
で
は
ま
ず
、
ギ
ア
ツ
の
方
法
論
と
記
述
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
そ
の
後

で
、
彼
に
対
す
る
批
判
を
ま
と
め
、
そ
の
問
題
点
を
検
討
す
る
。

3

・
2

ギ

ア
ツ
の
解
釈
主
義
的
研
究

ギ
ア
ツ
(Ω
Φ
Φ
詳
N
一零
曾
ギ
ア
ツ

一り
Φ
一
(一り。。
ω))
は
、
人
々
が
彼
ら
自
身
と
他

の
人
々
を
ど

の
よ
う
に
見
て
い
る
か
に
関
す
る
概
念
構
造
の
、
公
共
的
な
象
徴

形
態

(言
葉
、
イ
メ
ー
ジ
、
制
度
、
行
動
)
の
分
析
に
よ
る
研
究
と
し
て

「
人

の
概
念
」
を
理
解
す
る
。
他
者
の
思
考
を

「感
情
移
入

(エ
ン
パ
シ
i
)」
と

い

う
、
結
局
は
西
洋
的
な
人
の
概
念
の
枠
組
み
に
他
の
人
々
の
経
験
を
押
し
込
め
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よ
う
と
す
る
試
み
に
他
な
ら
な

い
方
法
に
よ
ら
ず
に
、
人
々
が
そ
れ
に
よ

っ
て

世
界
を
理
解
す
る
象
徴
形
態
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
彼
の
目
指
す
文
化
の
科
学

に
至
る
た
め
に
必
要
な
手
段
で
あ

っ
た
。
彼
は
そ
の
た
め
に
思
考
は
頭
の
中
で

生
起
す
る
神
秘
的
な
プ

ロ
セ
ス
で
は
な
く
本
質
的
に
公
共
的
な
活
動
で
あ
る
と

い
う
論
点
を
強
調
し
て
い
る
。
特
定
の
時
間
に
お
け
る
特
定
の
社
会
の
成
員
に

よ

っ
て
把
握
さ
れ
る
、
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
の
人
の
経
験
の
構
…造
を
描
写
し

分
析

す

る
方
法

を

、
彼

は

「
文

化

の
科
学

的
現
象

学

(9
ω9
①
畧
一臣
0

9
Φ
ロ
o
ヨ
Φ⇒
o
び
題

9
。⊆
一けξ
Φ)」

(Ω
①
Φ窓
N
一〇
刈
ω
冖ω罐
)
と
呼
ぶ
。

彼
は
、
」こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ

る
方
法
に
よ

っ
.て
ジ
ャ
ワ
、
バ
リ
、
モ
ロ
ッ

コ
の

「人
の
概
念
」
を
分
析
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
バ
リ
の
事
例
だ
け
に
触
れ

て
お
く
。
バ
リ
の
人
の
概
念
は
、

一
言
で
言
う
な
ら
ば

「演
劇
主
義
的
」
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
「
バ
リ
に
お
い
て
は
、
個
人
の
表
現
す
る
も
の
の
あ
ら
ゆ
る
側
面

を
様
式
化
し
よ
う
と
す
る
恒
常
的

か
つ
体
系
的
な
試
み
が
あ
り
(
個
別
的
な
も

の
、
す
な
わ
ち
人
が
そ
の
肉
体
と

心
を
人
生
ゆ
え
に
そ
う
な

っ
た
と

い
う
た
だ

そ
れ
だ
け
の
理
由
で
そ
の
個
人
の
特
徴
と
し
て
持

つ
よ
う
な
も
の
は
お
し
な
べ

て
、
バ
リ
の
生
そ

の
も

の
と
し
て
永
続
し
決
し
て
変
わ
る
こ
と
が
な

い
と
さ
れ

る
見
世
物

(
ぺ
:
ジ

ェ
ン
ト
)
の
内
に
、
居
場
所
を
割
り
当
て
ら
れ
て
沈
黙
さ

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。.
存
続
す
る

の
は
役
者

で
は
な
く
演
劇
的
ペ
ル
ソ
ナ
で
あ

り
、
事
実
、
し
か
る
べ
き
意
味
で
現
実
に
存
在
す
る
の
は
役
者
で
は
な
く
演
劇

的
ペ
ル
ソ
ナ
で
あ
る
」

(ギ
ア
ツ

一り
Φ
一
(一Φ
○。
ω
)口
O
り
)。
こ
の
よ
う
な
特
性
は
、

経
験
的
に
観
察
可
能
な
象
徴
形
態

を
通
じ
て
認
識
さ
れ
る
。
ま
ず
名
称
体
系
が

あ
る
。
バ
リ
に
は
複
雑
な
名
称
体
系
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
使
用
は
ひ
と
を
規
格

化
さ
れ
た
地
位
を
占
め
る
存
在
と
し
て
強
調
し
、
個
人
的
特
異
性
を
押
し
隠
す
。

ま
た
、
バ
リ
の
カ
レ
ン
ダ
ー
は
時
間
の
流
れ
よ
り
も
そ
の
日
そ
の
日
の
質
的
特

徴
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
相
互
行
為
は
、

「舞
台

で
あ
が
る
こ
と

(ω
冨
oq
①

h二
mq
算
)」
と
訳
さ
れ
る
レ
ク
(一Φ貯
)の
観
念
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人

の
文
化
的
位
置
が
要
請
す
る
公
的
な
演
技
に
対
す
る
関
心
に
よ

つ
て
特
徴
づ
け

ら
れ
る
。
レ
ク
と
は
、
ギ
ア
ツ
に
よ
る
と
、
「個
人
の
個
人
性
i
わ
れ
わ
れ
は
そ

う
呼
ぶ
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
信
じ
な
い
バ
リ
の
人
々
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ

ヶ
に
は
呼
ば
な
い
で
あ
ろ
・了

が
噴
出
し
て
、
標
準
化
し
た
公
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
が
消
え
去
る
こ
と

に
対
」
す
る
恐
れ
で
あ
る

(ギ
ア
ツ

這
Φ
一
(一
㊤o。ω
)"

一
旨
)
。
こ
れ
ら
の
支
配
的
な
文
化
的
装
置
が
互
い
に
支
え
あ
う
こ
と
に
よ

っ
て

脱
人
格
化
さ
れ
た
人
格
と

い
う
逆
説
が
達
成
さ
れ
る
。

3

・
3

そ
の
批
判

プ
ー
ル

(勺
09
ρ
勾
葺
N
旨
oぎ

勺
o
畧
Φ同)
(℃
o
O
δ

ち
逡
)
は
、
ギ
ア
ツ
の
立

場
を
批
判
す
る
。
分
析
に
お
い
て
、
人
格
と
自
己
の
概
念
を
し
ば
し
ば

一
ま
と

め
に
し
、
混
同
し
、
あ
る
い
は
同
意
と
見
な
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
確

か
に
、
次
の
よ
う
な

一
節
で
少
な
く
と
も
用
語
上
人
格
と
自
己
は
区
別
き
れ
て

い
な
い
。

ヒ

・
「私
が
詳
細
に
調
査
し
た
三
つ
の
社
会
、
す
な
わ
ち
ジ
ャ
ワ
、
バ
リ
、
モ
ロ

ッ
コ
に
お
い
て
私
が
と
り
わ
け
興
味
を
持

っ
て
き
た
の
は
へ
そ
の
社
会
に
住
む

人
々
が
自
分
自
身
を
人

(O
Φ
「ωO
昌
)
と
し
て
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
を
見
定
め

る
試
み
、
す
な
わ
ち
、
ジ
ャ
ワ
式
、
バ
リ
式
、
モ
ロ
ッ
コ
式

の
自
己

(。。Φ6

と
は

何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
人
々
自
身
が
持

つ
観
念

(た
だ
し
、
持

っ
て
い
る
こ
と

を
う

っ
す
ら
と
し
か
気
づ
い
て
い
な

い
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
Y
は
、
ど
の
へ
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ん
に
関
わ

っ
て
く
る
の
か
を
見
定
め
る
試
み
で
あ

っ
.た
。
」
(ギ
ア
ツ

一
Φ
巴

(一り○。ら◎
)μ
Oω
)

で
は
、
理
論
的
レ
ベ
ル
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
上
に
見
た
よ
う
に
、
「バ
リ
の

人
々
が
そ
れ
ら
を
通
し
て
個
々
の
ひ
と
を
定
義
し
、
認
識
し
、
ひ
と
に
反
応
す

る
、
要
す
る
に
人
に
つ
い
て
考
え

る
た
め
の
文
化
的
装
置
」
(O
Φ
①
暮
N
一Φ
蕊
"

ω
①
O
)、
こ
こ
で
は
名
称
体
系
、
カ
レ
ン
ダ
i
、
感
情
の
用
語
が
検
討
さ
れ
て
い

る
。
よ
つ
て
、
こ
こ
で
考
察
さ
れ

て
い
る
の
は

「怯
と
公
共
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
」

の
問
題
で
は
な
く
て
行
為
者

の
経
験
の
問
題
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
の

「経
験
」

は
、
他
者
の
意
識
に
直
接
問
わ
れ
た
も
の
で
は
な
ぐ
て
、
象
徴
に
よ

っ
て
介
在

さ
れ
た
経
験
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
理
解
き
れ
た
、
公
的
な
象
徴
パ
タ
ー
ン
の

読
解
に
よ
る
他
者
の
主
観
性
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
記
述
は
、
時
に
読
み
手
を

戸
惑
わ
せ
る
。

個
人
の
特
異
性
を
抑
圧
し
人
を
非
時
間
的
な
地
位
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

一
時
的
な

占
有
者
と
す
る
名
称
体
系
の
説
明

の
中
で
、
曾
祖
父
と
曾
孫
に
対
す
る
名
称
が

同
じ
で
あ
り
、、

「二
つ
の
世
代
は
、
「
そ
し
て
そ
し
て
両
世
代
を
構
成
す
る
個
々
入

は
文
化
納
に
同

一
で
あ
る

(o巳
ε
鐔
ξ

一α
Φ暮
強
Φ島
)」
(O
Φ
興
臼

一り
刈ω
"ω
譯
)と

書
く
と
き
、
そ
れ
億
単
に
同
じ
名
だ
乏

か
う
意
味
な
の
か
、
そ
れ
之
も

「同

一

視
さ
れ
る
」
`
と
い
う
意
味
で
書

い
て
い
る
の
か
。
個
人
の
特
異
性
の
表
出
を
妨

げ
る
社
会
的
相
互
行
為
の
儀
礼
化

に
ρ
い
て
、
「個
人
の
個
人
性
」
・を

「わ
れ
わ

れ
は
そ
う
呼
ぶ
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
信
じ
な

い
バ
リ
の
人
々
は
も
ち
ろ
ん

そ
の
ま
う
に
は
呼
ぜ
な
い
だ
ろ
、ユ

と
言
う
時
、
「信
じ
な
か
」
上
い
う
言
葉
逢

ど
う
理
懈
す
乳
ば
ま
い
の
か
つ
瑣
末
に
見
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
磊
述
の
問
題

は
昌
全
体
的
モ
デ
ル
を
ど
の
よ
、つ
に
構
想
す
る
か
の
問
題
に
直
結
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
実
際
バ
リ
の
人
格
と
自
己
の
概
念
に
つ
い
て
ウ
ィ
カ
ン
(芝
算
9
P

¢
弓

一)
(≦
欝
雪
山
OO。刈
)
が
、
よ

り

一
般
的
に
理
論
的
枠
組
み
に
つ
い
て
ス
パ
イ

ロ
(ω
ロ
『
ρ
竃
①
一8
「ユ
国
乂
ω
且
圏o
一Φ
Φ
ω)
が
、
批
判
し
て
い
る
Q
・
-

ウ
ィ
カ
.ン
の
議
論
は
、
ギ
ア
ツ
に
よ
る
バ
リ
の
人
の
概
念
解
釈
の
批
判
で
あ

り
、
も
、つ
一
つ
の
解
釈
の
呈
示
で
あ
る
。
ウ
ィ
カ

」ン
は
バ
リ
人
の

「黒
魔
術
」

に
対
す
る
恐
れ
の
感
情
の
分
析
に
よ

っ
て
、
ギ
ア
ツ
が

「演
劇
的
」
之
形
容
す

る
、
個
人
的
特
異
性
を
抑
圧
し
て
相
互
行
為
を
社
会
的
役
割
の
儀
礼
的
上
演

へ

と
規
格
化
す
る
バ
」リ
的
人

の
概
念
の

「下
に
」
、
個
人
的
思
考
走
他
者

の
意
図

(と
り
わ
け
悪
意
)
に
対
す
る
非
常
な
興
味
が
あ
る
と
論
ず
る
コ
バ
リ
人
の
明
朗

で
滑
ら
か
な
感
情
の
標
準
化
さ
れ
た
呈
示
は
、
実
は
、
危
険
な
黒
魔
術
そ
の
他

の
社
会
的
制
裁
を
呼
ぶ
結
果
と
な
る
否
定
的
感
情
と
振
る
舞

い
を
隠
蔽
し
、
読

み
取
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
「パ
ブ
リ
ッ
ク
な
洗
練
と
プ

ラ
イ
ヴ

ェ
ー
ト
な
恐
れ
」
は
、
「上
演
さ
れ
た
」
感
情
と

「感
じ
ら
れ
た
」
感
情
、

自
己
呈
示
と
防
御
さ
れ
た
自
己
と
し
て
行
為
者
自
身
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
ギ

ア
ツ
の
文
化
概
念
の
分
析
は
、
杜
会
的
出
来
事
の
流
れ
の
中
で
経
験
さ
れ
る
リ

ア
リ
テ
ィ
、
「本
当
に
彼
ら
が
経
験
し
て
い
る
の
は
何
な
の
か
」
を
逃
七
て
し
ま

う
の
だ
、
と
ウ
ィ
カ
ン
は
論
じ
る
つ

ス
パ
イ
ロ

(Q。
営
『.o
お
Oω
)
は
、
ウ
ィ
カ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
の
事
例

を
援
用
し
つ
つ
、
西
洋
の
自
己
の
概
念
を

「特
異

(O
Φo
色
巴

」
と
す
る
、
非
西

洋
の
自
己
概
念
を
そ
れ
と
は
対
照
的
な
も
の
と
し
て
描
く
研
究
を
批
判
す
る
。

こ
こ
で
ギ
ア
ツ
は
他
の
、
理
論
的
立
場
の
異
な
る
研
究
者
た
ち
と
と
も
に
特
異

性
の
主
張
者
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
ゐ
。
ス
パ
イ
ロ
に
よ
る
と
こ
れ
ら
影
響
力

を
持

つ
研
究
で
は
、
h
自
己
」
の
概
念
の
定
義
が
曖
昧
で
あ
り
、
「方
法
論
的
に
も
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不
十
分
で
あ
る
た
め
、
結
果
と
し

て
の
、

エ
ゴ
中
心
的
で
独
立
し
て
自
律
的
な

西
洋
的
盲
己
と
社
会
中
心
的
で
相
互
依
存
的
で
文
脈
依
存
的
な
非
西
洋
的
自
己

を
対
立
さ
せ
る
二
分
法
は
不
適
切

で
あ
る
。
従
来

・「非
西
洋
型
」
と
言
わ
れ
て

き
た
社
会
に
つ
い
て
の
近
年
の
研
究
成
果
は
、
こ
れ
・ら
の
社
会
に
独
立
し
た
自

己
の
概
念
が
存
在
す
る
こ
と
を
教
え
る
と
い
う
。

ズ
パ
イ

ロ
の
議
論
に
よ
る
と
、
ギ

ア
ツ
鳳
文
化
的
象
徴

の
分
析

「
の
み
」
に

基
づ

い
て
バ
リ
の
自
己
概
念
を
描
き
出
し
た
。
こ
の
よ
う

に
し
て
得
ら
れ
た
自

己
の
概
念
は
規
範
的
な
文
化
的
概
念

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
バ
リ
人
に
よ

る
自
己
表
象
そ
の
も
の
と
同

一
視

七
た
。
七
か
し
、
両
者
は
同
じ
で
は
な
い
。

「行
動
の
観
察
と
心
理
的
探
求
」
に
よ
る
ウ
ィ
カ
ツ
の
研
究
は
両
者
の
問
の
ず
れ

と
対
立
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
仮
面
の
裏
に
は
私
的
自
己
が
あ
る
の

で
あ
る
。
西
洋
に
つ
い
て
は
逆
が

い
え
る
。
規
範
的
概
念
が

「個
人
主
義
」
で

あ

っ
て
も
実
際

の
自
己
表
象
が
そ
れ

に
同
型
で
あ
ゐ
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ

多
く

の
心
理
学
的
研
究
が
指
摘
す

る
通
り
ハ
自
己
の
経
験
は

「相
互
依
存
的
」

で
あ
り
う
る
。

「

ス
パ
イ
ロ
信

「自
己
呈
示
」
と
.
「自
己
表
象
」
(行
為
者
自
身

の

「自
己
の
感

覚
」
)
、
規
範
七
経
験
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
強
調
す
る
。・
彼
の
狙
い
は
、
西
洋
と
非
西

洋
の
極
端
な
二
分
法

の
解
消
で
あ

っ
た
。
非
西
洋
は

「特
異
性
」

の
論
者
が
述

べ
る
ほ
ど
社
会
中
心
的
で
文
脈
依
存

的
で
は
な
く
、
西
洋
は
個
人
中
心
的
で
文

脈
独
立
的
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

广
こ
の
ま
う
に
、
ギ
ア
ツ
の
研
究
は
規
範
的
文
化
概
念
の
記
述
で
あ
る
と
理
解

さ
れ
主
観
的
経
験
は
別
・の
レ
ベ
ル
に
設
定
さ
れ
る
。
こ
の
理
論
的
モ
デ
ル
化
は
、

人
格
と
自
己
を
対
置
す
る
一.一重
モ
デ
ル
へ
の
形
を
変
え
た
回
帰
で
あ
る
コ

3

・
4

一
一重
モ
デ
ル
へ
の
回
帰

・
、
」

議
論
は
、
人
類
学
は
他
者
を
時
間
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
静
的
な
世
界
で
文
化

に
従

っ
て
生
き
る
存
在
と
し
て
描
き
出
し
て
き
た
、
社
会
変
化
と
人
々
の
エ
ー

ジ
ェ
ン
シ
ー
に
よ
り
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
す
る
よ
り
ひ
ろ
い
人
類
学

批
判
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

.例
え
ば
、
「人
の
概
念
と

エ
ー
ジ

ェ
ン
シ
ー

"
ア
フ
リ
カ
諸
文
化
に
お
け
る
自

己
と
他
者
の
経
験
」
Q
g
o厨
8

0口
α
内
贄
b
盆
位
ρ
)
一㊤
㊤O
)
と
題
さ
れ
た
論
集
は

フ
ォ
ー
テ
ス
の
枠
組
み
を
継
承
す
る
こ
と
を
明
言
し
、
文
化
的
思
考

の
モ
デ
ル

と
生
き
ら
れ
た
経
験
の
弁
証
法
的
関
係
を
追
及
し
て
い
・る
。
編
者
に
よ
る
と
、

人
格
の
概
念
化
は
、
」法
的
恋
あ

の
・で
あ
れ
規
範
的
な
も
の
で
あ
れ
、
人
の

「経

験
」
の
広
が
り
を
押
さ
え
よ
う
と
し
て
こ
な
か

っ
た
。
「「形
式
化
し
た
人
の
概
念

は
静
的
で
予
定
さ
れ
た
社
会
的
世
界
の
描
写
で
は
な

い
。
.過
去
か
ら
継
承
さ
れ

た
価
値
と
目
標
と
今
こ
こ
に
お
け
る
人
々
の
社
会
的
存
在
を
構
成
す
る
様

々
な

問
題
と
緊
急
事
態
が
適
合
す
る
よ
う
な
世
界
を
構
築
し
再
構
築
す
.る
た
め
に

人
々
が
活
動
的
に
用
い
る
手
段
な
の
で
あ
る
。」
q
碧
訐
o
⇒
畧
Ω
囚
輿
ロ
一
Φ
㊤Ω

b。。。)
こ
こ
で
は
、
自
己
の
経
験
、..欲
求
、
自
由
と
対
置
さ
れ
る
文
化
的
概
念
の
道

具
性
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
人
格
に
.つ
い
・て
の
文
化
的
概
念
と
自
己
の
経
験
の

関
係
が
所
与
の
社
会
内
で
ど
の
よ
う
に
ど
の
よ
う
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
か
の

モ
デ
ル
を
探
求
す
る
も

の
も
あ
る
。

マ
ジ
オ
(ζ
超
①
o
こ
⇔
暮

Φ
暮
Φ
ζ
p。
注
Φ
)

(ζ
超
Φo
一りり
㎝)
は
、
サ
モ
ア
の
事
例
に
つ
い
て
存
在
論
的
前
提
と
・道
徳
的
言
説
、

区
分
け
す
る
言
説
、
戦
略
的
言
説
の
三
つ
の
言
説
実
践
を
区
別
す
る
こ
と
で
こ

れ
を
試
み
て
い
る
。

マ
ジ
オ
に
よ
る
と
、
存
在
論
的
前
提
と
し
て
の
サ
モ
ア
の
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人
の
概
念
は
、
人
は
役
割
を
演
じ
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
前
提
で
は
人
の
経
験
す
べ
て
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
存
在
論

的
前
提
は
ふ
る
ま

い
の
善
し
悪
し
を
判
断
す
る
道
徳
的
言
説
の
か
た
ち
で
規
範

と
し
て
働
く
。
道
徳
的
言
説
に
よ

っ
て
抑
圧
さ
れ
た
自
己
の
側
面
は
、
公
式
的

な

コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
非
公
式

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
の
語
り
の
使
い
分
け

(区
分

け
す
る
言
説
)
に
あ
ら
わ
れ
る
。
非
公
式
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
、
サ
モ
ア
人
は

ま
る
で
行
為
者

の
社
会
的
地
位
の
差
異
が
な
い
か
の
よ
う
に
振
る
舞

い

(道
徳

的
に
悪
と
さ
れ
る
)
を
行
な
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
伝
統
的
価
値
の
遵
守
や
集

団
の
た
め
の
行
為
を
装
い
.つ
つ
み
ず
か
ら
の
政
治
的
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す

る
言
説
、
「戦
略
的
言
説
」
に
よ
っ
て
も

「道
徳
的
言
説
」
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら

れ
な
い
が
暗

に
認
め
ら
れ
て
い
る
自
己
性
が
表
現
さ
れ
る
と

マ
ジ
オ
は
論
じ
る
。

こ
こ
で
、
「人
の
概
念
」
の
文
化
的
モ
デ
ル
は
、
道
徳
韵
規
範
に
切
り
つ
め
ら
れ
、

個
的
経
験
の
表
出
を
圧
迫
し
、
役
割

へ
と
還
元
す
る
存
在
で
あ
る
と
理
解
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
人
々
は
、
公
式
の
場
面
と
非
公
式
の
場
面
に
応
じ

た
言
説
の
使

い
分
け
や
、
文
字
通
り
の
意
味
と
隠
さ
れ
た
意
図
の
区
別
に
よ

っ

て
、
私
的
な
経
験
を
表
出
す
る
と
さ
れ
る
。

3

・
5

二
重

モ
デ

ル

の

も

う

一
つ

の
形

こ

の

モ

デ

ル

の

も
う

一
つ

の
ヴ

ァ
リ

エ
ー

シ

ョ
ン

は

、
規

範

的

な

人

の
概

念

に
対

し

て
自

己
意

識

で
は
な

く
、

実

践

的

で
微

視

的

な

「政

治

」
を

対

置
す

る
。

ア
ブ

ル
ゴ

ツ
ド

(≧

⊆
∴
じ
9
ひq
げ
O
恥

噂
】じ
旨
鋤
)
は

エ
ジ
プ

ト

の
あ

る

ベ
ド

ウ

ィ

ン
社

会

で
顕

著

な

二

つ
の
感

情

-
用

語

の
相

互

関

係

の
分

析

を
行

な

う

(≧
∪
⊆
宀
轟

『
o
住

一
り
O
O
)。

そ
」の
二

つ
と

は

謙

遜

(ヨ
o
α
⑦
ω
巳

、
当

惑

(Φ
ヨ
ぴ
霞

蠢

ω
ω
ヨ
Φ
暮

)、

恥

(曁
四8
①)
と
訳
し
う
る
ハ
・シ
ャ
ム
(口
器
7
0ヨ
)
と
愛
の
感
情
で
あ
る
。
ア
ブ
ル
ゴ

002

ッ
ド
は
、

ハ
シ
ャ
ム
は
父
系
制
親
族
シ
ス
テ
ム
に
基
づ

い
た
社
会
秩
序
に
適
合

し
た
感
情
で
あ
り
、
そ
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
的
権
力
構
造
と
そ
の
再
生
産
に
あ

っ

た
道
徳
性
を
押
し
付
け
、
違
反
を
規
制
す
る
こ
と
を
示
す

(G◎
cQ
-ω
㎝
)。
恋
愛
詩

の
か
た
ち
で
詠
ま
れ
る

「愛
」
の
感
情
表
出
は
、
こ
の
支
配
的
な
感
情
の
構

造
"
社
会
構
造
に
対
す
る
、
文
化
的
に
基
礎
付
け
ら
れ
た

「抵
抗
」
で
あ
る
と

解
釈
す
る
。
し

か
し
、
こ
こ
で
ハ
シ
ャ
ム
と
愛
の
関
係
は
、
社
会
的
拘
束
に
対

す
る
個
人
の
自
由
、
あ
る
い
は
倫
理
的
日
社
会
的
制
限
と
個
人
的
表
現
と
い
う

か
た
ち
で
図
式
化
さ
れ
な
い
、
と
彼
女
は
言
う
。
な
ぜ
な
ら
恋
愛
詩
は
べ
ド
ウ

ィ
ン
の
民
族
的
独
立
性
を
主
張
す
る
文
脈
で
は
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
文
化
的

実
践
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
政
治
的
意
図
を
同
定
で
き
な
く

て
も
、
愛
の
詩
に
お
け
る
愛

の
感
情
表
出
は
政
治
的
行
為
、
あ
る
い
は
政
治
的

声
明
で
あ
る
と
ア
ブ
ル
ゴ
ッ
ド
は
主
張
す
る
ρ
支
配
的
な
社
会
構
造
11
感
情

の

構
造
を
危
険
に
さ
ら
し
、
撹
乱
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
議
論
は

「文
化
化
さ
れ
た
」
人
格
と
自
己
の
二
重
モ
デ
ル
に
準
ず
る
か

た
ち
を
取

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
規
範
的
な
社
会
的
役
割
関
係
と
そ
れ
を
制
御

す
る
感
情
の
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
、
文
化
的
に
構
築
さ
れ
た

「愛
」
が
置
か
れ
、

両
者
の
関
係
が
服
従
か
抵
抗
か
の
政
治
的
関
係
と
さ
れ
る
。
特
徴
的
な
違

い
は
、

愛
の
表
出
が
い
わ
ば

「意
図
な
き
抵
抗
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ

こ
で
愛
は
自
己
の
経
験
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
「支
配
的
な
社
会
秩
序
に
対
す
る

反
乱
の
実
践
的
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
「内
的
意
図
」
は
想
定
さ

れ
な

い
。
し
か
し
行
為
は
抵
抗
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
、こ
こ
で
も
ま
た
規

範
的
人
格
と
そ
の
対
立
物
の
政
治
的
相
互
作
用
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。



3

つ
6

「
文
化
化
さ
れ
た
」
人

格
と
自
己
の
二
重

モ
デ

ル

こ
の
理
論
的
ス
タ
ン
ス
が
従
来

の
二
重
モ
デ
ル
に
対
し
て
異
な
る
点
は
、
ア

ン
卞
.リ
ュ
i

・
ス
ト
ラ
ザ
ー
ン
(Qっ
爲
9
誓
興
p
>
⇒
脅
霎

×
ω
冥
四普
興
巳

O
㊤。。
)
の

指
摘
す
る
通
り
、
個
人
が
社
会
の
外
部
に
あ
る
力
と
し
て
設
定
さ
れ
ず
、
規
範

的
人
格
と
且
己
経
験
を
と
も
に
文
化
的
に
構
成
さ
れ
る
も
の
と
み
な
す
点
で
あ

る
。
例
え
ば
ウ
ィ
カ
ン
は
公
的
領
域
が
文
化
的
で
あ
り
、
私
的
領
域
が
個
人
に

特
異
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
を
安
易

で
あ
る
と
否
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「文
化

は
感
情
の
組
織
化

の
核
と
自
己
の
構
築
に
ま
で
侵
入
し
、
内
的
経
験
を
文
化
的

に
か
た
ど
ら
れ
た
パ
タ
.i
ン
紅
基
づ
か
せ
る
か
ら
で
あ
る
」
(類
涛
9
ロ
一
Φ
。。
S

ω
お
)。
モ
デ
ル
は
複
雑
化
す
る
。

フ
ォ
ー
テ
ス
で
は
、
自
己
は
社
会
的
な
人
格

の
外
部
に
あ
る
普
遍
で
あ

っ
た
。
「
文
化
化
さ
れ
た
」
モ
デ
ル
で
は
人
格
は
文
化

的
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。
自
己
経
験
も
ま
た
。
そ
し
て
両
者
が
社
会
生
活
に
お

.い
て
交
渉
的
関
係
に
あ
る
ど
見
な
さ
れ
る
。〔註、}

3

・
7

問
題
点

こ
れ
ら
の
二
分
法

の
再
導
入
は
、
別
の
二
分
法
、
西
洋
対
非
西
洋

の
そ
れ
を

緩
和

・
解
消
す
る
た
め
の
矯
正
法
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
。
主
体
的
西
洋
に
対
す

.
る
非
主
体
的
な
非
西
洋
と
い
う
単
純

で
強
固
な
二
分
法
は
、
主
張
さ
れ
て
き
た

ほ
ど
極
端
で
は
な

い
・。
そ
の
主
張

の
方
策
と
し
て
再
導
入
さ
れ
た
の
が
、
人

格
/
自
己
の
二
重
性
で
あ

っ
た
。

問
題
は
、
二
重
性
が

一
般
化
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
規
範
と
行
為
者
の
対

立
は
、
そ
の
民
族
誌
的
装
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
場
合
、
モ
デ
ル
か
ら

演
繹
し
て
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
既
に
見
た
通
り
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
の
重

要
性
が
、
本
質
的
に
先
行
す
る
理
論
的
枠
組
み
に
対
す
る
批
判
と
し
て
構
想
さ

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
社
会
的
な
人
格
が
規
範
的
に
働
く
と
す
れ
ば
、
内
面
、
社

会
的
重
圧
、
服
従
と
い
っ
元
点
が
相
互
的
な
行
為
、
解
釈
、
反
応
の
流
れ
の
中

で
、
あ
る
い
は
再
帰
的
な
行
為
の
特
徴
づ
け
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ

る
か
。
こ
の
点
が
し
ば
し
ば
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
る
。
実
践
的
抵
抗
の
理

論
は
内
面
性
を
回
避
し

つ
つ
も
文
化
的
行
為
を
政
治
的
行
為
と
特
徴
づ
け
る
ζ

と
で
同
じ
罠
に
は
ま

っ
て
い
る
。

た
だ
し
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
カ
ン
は
出
来
事
の
流
れ
の
中
で
、
逆
境
の

中
で
の
ふ
る
ま
い
の

「優
美
さ
」
や
感
情

の

「朗
ら
か
さ
」
の

「下
に
」
呪
術

に
対
す
る

「恐
れ
」
や

「悲
嘆
」
が
読
み
込
ま
れ
て
い
く
社
会
的
過
程
を
事
例

で
示
し
て
い
る
。
内
的
意
図
の
推
論
や
感
情

へ
の
関
心
が
相
互
行
為
を
特
徴
づ

け
て
い
る
と
分
か
る
。
こ
ご
で
、
規
範
性
は
社
会
的
レ
ベ
ル
で
上
演
さ
れ
て
い

る
。
こ
め
点
で
馬
ウ
ィ
カ
ン
の
議
論
は
ギ
ア
ツ
に
対
す
る
矯
正
と
し
て
機
能
し

て
い
る
。

し
か
し
、
彼
女
の
解
読
が
理
論
的
モ
デ
ル
と
し
て
敷
延
さ
れ
た
時
、
妥
当
性

は
疑
わ
し
く
な
る
。
多
く
の
社
会
的
過
程
の
中
に
個
人
的
意
図
の
推
論
に
基
づ

く
相
互
行
為
が
あ
る
と
い
う
観
察
と
、
社
会
的
過
程
と
は
文
化
的
概
念
と
生
き

ら
れ
た
経
験
の
齎
の
交
渉
で
あ
る
と
い
う
理
論
的
定
式
化

の
間
に
は
大
き
な
隔

た
り
が
あ
る
。
行
為
を
私
釣
意
図

へ
帰
す
る
理
解
が
あ
る

(な
い
よ
う
な
社
会

は
考
え
に
く
い
)
、
あ
る
い
は
支
配
的
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な

「超
越
的

自
己
」
が
ア
・・
プ
リ
オ
リ
に
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
さ
な
い
。

「文
化
化
さ
れ
た
」
人
格
/
自
己
の
二
重
モ
デ
ル
は
、
理
論
的
に
定
式
化
さ

れ
た
時
、
ロ
サ
ル
ド
の
示
し
た
よ
う
な
モ
デ
ル
と
真

っ
向
か
ら
対
立
す
る
。
前
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に
見
た
よ
う
に
、
彼
女
が
批
判
す

る
の
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
理
論
的
枠
組
み

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
議
論
は
隘
路
に
入

っ
て
し
ま
う
。
し
か
し

実
際
は
、
あ
る
社
会
内
に
お
い
て
、
内
的
意
図

へ
の
強
い
関
心
は
、
そ
れ
に
反

す
る
行
為

の
理
解
と
完
全
に
相
互
排
除
的
で
あ
る
と
考
え
る
理
由
は
な
い
。
こ

の
よ
う
な
対
立
の
絶
対
化
は
、
あ
る
単

一
の
枠
組
み
が
社
会
全
体
を
安
定
し
て

カ
ヴ
ア
ー
し
て
い
る
と
い
う
幻
想
か
ら
起
る
。
こ
の
視
点
を
解
除
す
る
た
め
に

自
己
お
よ
び
人
格
を
既
に
出
来
上
が

っ
た
、
与
え
ら
れ
た
も
の
と
見
な
す
観
点

を
括
弧
入
れ
し
、
そ
の
上
で
個
別
状
況
を
分
析
し
う
る
手
段
を
模
索
し
な
く
て

は
な
ら
な

い
。

4

自
己
の
修
辞
的
構
築

4

・・1

自
己
の
修
辞
的
構
築

全
体
的
モ
デ
ル
を
括
弧
入
れ
し
、
よ
り
限
定
さ
れ
た
主
題
を
再
検
討
し
よ
う

と
す
る
試
み
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
す
で
に
自
己
と
人
格
の
全
体
的

コ
ン
フ
ィ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
い
て
は
語
り
得
ず
、
試
み
は
限
定
的
と
な
る
。

し
か
し
一
二
重
モ
デ
ル
や
実
践
的
抵
抗

の
理
論
に
対
す
る
批
判
と
し
て
の
価
値

を
持
つ
て
い
る
。

バ
タ
グ
リ

ア

(切
鉾
β
伽Q
ぎ

"
U
Φσ
σ
○
蕁
)
ら
は
、
「
自
己
製
作

の
修
辞

(罕

Φ
8
ユ
o
ω
o
騰
ωΦ郎
ヨ
四
冠
コ
σq
)」
と
題
さ
れ
た
論
集
で
、
「自
己
」
は
安
定
し
た

「生
産
物
11
出
来
上
が

っ
た
も
の
」

で
あ
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
離
れ
、
異
な
っ

た
文
化
的
状
況
に
よ

っ
て
変
動
す
る
自
己
の
概
念
の
不
安
定
な
状
態
を
捉
え
る

視
点
を
提
出
し
て
い
る
。
バ
タ
グ
リ
ア

(bd
9
8
σq
=
巴

⑩
り
㎝)
は
、
自
己
の
概
念

は
安
定
不
変
で
は
な
く
、
文
化
的
に
か
た
ど
ら
れ
た
相
互
行
為
の
流
れ
の
中
で

実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
状
況
に
応
じ
て
あ
る
形
の
想
像
的
秩
序
を
も
た
ら

す
常
に
不
安
定
な
生
産
過
程
で
あ
る
、
と
す
る
(卜。
)。
こ
の
指
摘
は
、
前
も

っ
て

存
在
す
る
、
粉
飾
さ
れ
る
べ
き

「自
己
」
は
想
定
で
き
な

い
と

い
う
警
告
で
あ

り
、
し
た
が

っ
て
、
自
己

(あ
る
い
は
非
自
己
)
が
製
作
さ
れ
る
修
辞
的
行
為

の
過
程
を
分
析
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
方
法
の
提
案
で
あ
る
コ
「文
化
化
さ
れ
た
」

二
重
モ
デ
ル
で
は
、
「自
己
は
既
に
出
来
上
が

っ
た
モ
ノ
と
捉
え
ら
れ
る
た
め
、

社
会
的
過
程
の
中
で
の
個
人
的
意
図
や
感
情

へ
の
関
心
億
そ
の
モ
ノ
の

「表
現
」

「呈
示
」
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
.
「自
己
裝
作
の
修
辞
」
の
ア
プ
ロ

ー
チ
は
生
成

の
場
に
踏
み
と
ど
ま
る
こ
と
に
よ

っ
て
図
式

へ
の
還
元
を
避
け
よ

う
と
試
み
る
。

こ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
は

エ
ー
ジ

ェ
ン
シ
ー
の
位
置
づ
け
を
問
題
化
す
る
。
主
体

は
必
ず
し
も
そ
の
行
為
の
意
識
的
中
心
、
経
験
の
座
と
ば
見
な
さ
れ
な

い
か
ら

で
あ
る
。
自
己
-
行
為
は
そ
こ
か
ら
は
な
れ
た
主
体
に
生
起
し
う
る
。
行
為
す
る

「主
体
」
は
不
変
的
に
必
ず
し
も
意
識
的
に
そ
の
自
己
性
の
経
験
と
認
識
、
あ
る

い
は
装
わ
れ
た
彼
(女
)の
感
覚
の
源
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
(蔭
)
(O
h
ω
窪
四讐
①
ヨ

霤

。。
)。
詮
3
.

4

・
2

ア

ン

チ

・
パ

ー

ソ

ナ

リ

ス

ト

ス
ピ

ー
チ

・
ア
ク

ト

理
論

の
西

洋

中

心

主

義

に
対

す

る

批

判

で
あ

る

、

ア

ン

チ

・
パ

ー

ソ

ナ
リ

ス
ト

と
呼

ば

れ

る

一
連

の
研

究

も

同
様

の

関
心

が

、

よ
り

言

語

に
注

目

し

た
形

で
あ

ら

わ

れ

る

。

ヒ

ル

(頸

戸

蜜

づ
Φ
閏
.)
と

ア
ー

ヴ

ァ
イ

ン

(H
吋く
一づ
Φ
℃
一
⊆
9
帥け汀

↓
●)
は

「
責
任

あ

る

エ
ー
ジ

ェ
ン
シ

ー

の
割

り
当

て
は

、
創

造
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的
な
解
釈
プ

ロ
セ
ス
と
見
な
し
う

る
。
こ
の
プ

ロ
セ
ス
は
解
釈
さ
れ
た
行
動
の

取
、る
象
徴
形
態
、
そ
の
社
会
的
環
境

、
そ
の
文
化
的

マ
ト
リ
ク
ス
、
そ
し
て
証

言
の
動
…機
と
知
識
に
よ

っ
て
い
る
」
(昏)
と
し
、
意
図
と
責
任
の
分
配
の
分
析
を

行
な
う
。
同
論
集
で
デ

ュ
ラ
ン
テ

ィ

(一)
⊆
「
鋤
P
け
r
>
一Φ
ωω餌
づ
山
「○
)
(U
弩
碧

甑

一
Φ
O
ω
)
は
ふ
事
例
と
し
て
伝
統
的
サ
モ
ア
村
落

の
会
議
に
お
け
る
、
フ
ォ
ノ

(胤9

0)
と
呼
ば
れ
る
演
説
を
分
析

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
に
お
い
て
、
雄

弁
家

(o
螽
8
居)
の
発
言
は
、
発
話
時
の
彼
ら
の
心
理
的
状
態
や
意
図
に
よ

っ

て
判
断
さ
れ
ず
、
発
言
が
も
た
ら
し
た
結
果
と
関
連
し
て
判
断
さ
れ
る
と
、
デ

ュ
ラ
ン
テ
ィ
は
主
張
す
る
。
・そ
の
意
味
で
、
フ
ォ
ノ
の
発
話
は

「意
図
な
き
責

任
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
雄
弁
家
は
、
首
長

(位
の
上
の
人
)
の
た
め
に
し
ゃ

べ
る
と
き
、
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
発
話
の
帰
結
に
対
す

る
責
任
を
負
う
。
デ
ュ
ボ
ワ

θ
¢
.切
o
一ωし
o
巨

≦
し
(∪
ロ
切
9
ω
一り
り
GQ)
は
デ
ュ

ラ
ン
テ
ィ
と
異
な
り
発
話
者
に

「意
図
も
責
任
も
帰
さ
れ
な
い
」
卜
占
の
発
話

を
分
析
す
る
。
彼
の
分
析
す
る
ト
占

の
意
味
生
成
過
程
に
お
い
て
は
話
者

の
意

図
は
読
み
取
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
、
卜
占
の
内
容
に
対
し
て
責
任
も
負
わ
な
い
。

確
か
に
、
占
者
に
は
正
し
い
儀
礼
的
手
続
き
に
従
お
う
と
す
る
意
図
や
儀
礼
的

に
規
定
さ
れ
た
言
葉
を
正
確
に
発
話

し
よ
う
と
す
る
意
図
が
認
め
ら
れ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
・ら
は
特
定
の
託
宣

の
発
話
内
容

に
対
す
る
実
践
的
な
後
ろ
盾

(O
「9⊃M四5P鋤
け一〇
σ
塾冫
O貯
一口
騎
)
を
提
供
す

る
よ
う
な
意
図
で
は
な
い
。
そ
の
点
に
関
し

て
は
、
」発
話
者
は
他

の
エ
ー
ジ

ェ
ン
シ
ー
の
代
弁
者
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
点
に
つ

い
て
は
責
任
を
負
わ
な
い
の
で
あ
る
。
ア
ン
チ

・
パ
ー
ソ
ナ
リ
ス
ト
は
こ
の
よ

う
に
、
内
的
意
図
が
あ
ら
ゆ
る
局
面

で
常
に
存
在
す
る
と

い
う
想
定
を
批
判
す

る
。

ク
ソ
ル
ダ
ス

(O
ωo
「9
ω
↓
プ
o
目
9
ω
一.)
(O
ωo
a
鋤
ω
一㊤
Φ刈
)
は
、
ア
ン
チ

・
パ

ー
ソ
ナ
リ
ス
ト
の
批
判
を
評
価
し

つ
つ
、
そ
の
不
備
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、

ア
メ
リ
カ
の
カ
ソ
リ

ッ
ク

一
カ
リ
ス
マ
テ
ィ
ッ
ク

・
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

(0
9
置
9
0

0
訂
「
一ωヨ
曽冖一〇
幻
①
p
①≦
9一)
と
呼
ば
れ
る
宗
教
運
動
の
預
言
の
分
析
に
よ

っ
て
、

「矯
正
の
矯
正
」
を
行
な
お
う
と
す
る
。
ク
ソ
ル
ダ
ス
に
よ
る
と
、
意
図
、
責
任
、

発
話
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
関
連
す
る
人
類
学
者
の
批
判
は
、
個
人
的
発
話
者
の

意
図
を
普
遍
的
に
意
味
生
成
の
過
程
の
中
心
に
位
置
付
け
る
説
明
に
対
す
る
重

要
な
矯
正
と
な

っ
て
き
た
が
、
同
時
に
、
主
観
的
意
図
に
よ

っ
て
特
徴
づ
け
ら

れ
る
西
洋

の
発
話
者
と
集
団
的
決
定
に
よ

っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
非
西
洋
の
発

話
者
と
の
二
分
法
的
分
割
ぺ
と
陥
る
危
険
が
あ

っ
た
。
そ
れ
を
矯
正
す
る
た
め

に
は
、
次
の
二
つ
の
問
題
を
認
識
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
①

ア

ン
チ
パ
ー
ソ
ナ
リ
ス
ト

の
多
く
は
、
強
固
に
形
式
化
さ
れ
、
自
発
性

の
発
揮
の

可
能
性
の
少
な

い
固
定
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
上
演
を
扱
う
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
き

.た
。
儀
礼
言
語
、
卜
占
、
起
源
神
話
、
先
祖
の
言
葉
な
ど
で
あ
る
。
②

「意
図

な
き
意
味
」
の
理
想
形
と
し
て
選
択
さ
れ
る
主
観
的
状
態
は
、
日
常
的
な
自
覚

的
発
話
の
対
極
に
あ
る
ト
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
の
背
後
に
は
、
日
常
的
自
己
は

主
観
的
で
エ
ゴ
中
心
的
な
西
洋
的
自
己
の
モ
デ
ル
に
し
た
が
っ
て
作
ら
れ
℃
い

る
の
に
対
し
て
非
日
常
的
な
自
己
は
ト
ラ
ン
ス
し
た
社
会
中
心
的
非
西
洋
的
自

己
と
な
る
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
こ
の
考
え
で
は
、
話
者
は
ト
ラ
ン
ス
を
偽
装

し
て
日
常
的
自
己
を
維
持
す
る
か
、
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
入

っ
た
も
う

一
.つ
の
自

己
が
固
定
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
上
演
を
行
な
う
か
す
る
し
か
な

い
と

い
う
理
論

的
行
き
止
ま
り
に
陥
る
。

そ
れ
に
対
し
て
カ
リ
ス
マ
的
預
言
は
起
源
神
話
の
語
り
の
よ
う
に
固
定
さ
れ
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た
テ
ク
ス
ト
の
ジ
ャ
ン
ル
で
も
な

い
し
、
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
お
い
て
非
日
常
的

官
己
に
取

っ
て
代
わ
ら
れ
る
日
常
的
自
己
を
想
定
す
る
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
で
も

な
い
。
預
言
の
発
話
は
.
「私

」
が
神
で
あ
る

一
人
称
の
発
話
で
あ
り
(
話
者
で

あ
る
人
間
は
単
な
る
神
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
預

言
は
.「意
図
な
き
意
味
」
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ち
預
言
者
は
み
ず
か
ら
の
言
葉

が
真
に
神
に
よ
っ
て
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
ト
さ
れ
た
も
.の
か
そ
れ
と
も
悪
魔
や
自
分

の
感
情
に
よ

っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
見
分
け
る
た
め
に
意
識
を
研

ぎ
澄
ま
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
発
話
が
聴
衆
に
よ

っ

て
聖
な
る
言
説
と
し
て
究
極
的
な
権
威
を
認
め
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ

は
議
論
の
余
地
の
な

い
神
の
意
志

の
声
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
⑩
ク
ソ
.ル
ダ
ス

は
、
預
言
が
こ
の
よ
う
な

「
二
重
化
さ
れ
た
主
観
性
」
に
よ

っ
て
特
徴
づ
け
ら

れ
る
、
と

い
う
。
話
者
は

≒
本
当

に
は
」
話
し
て
い
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

自
分
の
言
う
こ
と
に
対
し
て
責
任

を
負

っ
て
い
る
と
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

.
こ
の
よ
う
な

「聖
な
る
自
己
」
は
粉
飾
さ
れ
た
自
己
、
単
な
る
自
己
呈
示
と

は
い
え
な
い
。
預
言
は
話
者
の
隠
さ
れ
た
意
図
に
還
元
さ
れ
ず
、
聴
衆
と
問
主

観
的
に
構
築
さ
れ
る
真
正
の
神
の
意
図
が
認
め
与
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
・ク
ソ
ル

ダ
ス
は
こ
の
事
例
は
君
臨
す
る
意
図
的
な

エ
ゴ
の
権
威
を
ア
ン
チ

・
パ
ー
ソ
ナ

リ
ス
ト
的
批
判
と
同
様
に
脱
中
心
化
す
る
と
と
も
に
、
欧
米
の
文
脈
に
お
け
る

間
主
観
的
な
意
味
構
築
の
格
好
の
民
族
誌
的
事
例
を
提
供
し
、
西
洋
と
非
西
洋

の
二
分
法
を
緩
和
す
る
と
述
べ
て

い
る
。

・
言
語
人
類
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
人
格
と
自
己
の
問
題
の

一
つ
の
中
心
で
あ
る

意
図
と
責
任
の
分
配
に
つ
い
て
、
よ
り
接
近
t
た
、
限
定
さ
れ
て
い
る
が
理
論

的
興
味
は
大
き

い
議
論
を
提
起
し
て
く
れ
る
。
ク
ソ
ル
ダ
ス
の
事
例
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
二
分
法

の
解
消
の
た
め
に
再
び
主
体
性
の
理
論
を
導
入
す
る
必
要

042

は
な

い
。
デ
ユ
ラ
ン
テ
ィ
と
デ
ユ
ボ
ワ
も
そ
れ
ぞ
れ
注
意
す
る
よ
う
に
、
ア
ン

チ

・
パ
ー
ソ
ナ
リ
ス
ト
の
主
張
は
当
該
社
会
に
内
面
的
意
図
の
賦
与
が
な

い
、

あ
る
い
は
そ
れ
が
重
要
で
は
な
い
、
で
は
な
く
そ
れ
が
唯

一
の
筋
道
で
は
な
い
、.

で
あ
る
。
こ
の
議
論
は
私
的
自
己
と
公
的
人
格
の

「理
論
的
」
前
提
に
対
立
し

て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
内
的
意
図
そ
の
も
の
に
対
し
て
で
は
な

い
。
西
洋
/
非

西
洋
の
対
立
は

一
般
化
さ
れ
た
主
体
性
の
再
導
入
で
は
な
く
、
文
脈
化
さ
れ
た

官
己
の
構
成
プ
ロ
セ
ス
へ
の
注
目
に
よ

っ
て
緩
和
さ
れ
る
。

5

お
わ

り
に

近
年
の
人
類
学
の
理
論
的
傾
向
、
つ
ま
り
主
体
性
の
回
帰
を
顧
み
る
な
ら
ば
、

上
に
見
た
よ
う
な
人
の
エ
ー
ジ

ェ
ン
シ
ー
の
曖
昧
化

へ
の
執
着
は
、
奇
妙
で
、

反
動
的
之
さ
え

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
^
、現
時
点

で
は
断
片
的
な
も

の
と
ど
ま

っ
て
い
る
と
は
い
え
、
エ
ー
ジ

ェ
ン
シ
ー
の
修
辞
的
構
…築
に
つ
い
て

の
民
族
誌
的
試
み
の
成
果
は
、
ロ
サ
ル
ド
ら
が
切
り
開
い
た
地
平
が
は
や
ば
や

と
撤
退
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
全

て
の
人

に
出
来
合

い
の
主
体
性
や
実
践
的
抵
抗

の
性
質
を
与
え
て
贖
罪
さ
れ
た
と
信
じ

る
よ
り
も
、
「内
的
自
己
と
は
単
に
識
別
さ
れ
た
沈
黙
で
あ
る
」
と
す
る
ロ
サ
ル

ド
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
想
定
に
踏
み
と
ど
ま
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
な
語
り

が
内
的
自
己
と
そ
の
呈
示
の
落
差
を
創
り
出
し
て
い
く
の
か
、
あ
る
い
は
い
か

な
い
の
か
。
ど
の
よ
う
な
社
会
的
相
互
行
為
の
プ

ロ
セ
ス
に
よ

っ
て
主
体
性
が

あ
ら
わ
れ
、
あ
る
い
は
曖
昧
化
さ
れ
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
に
現
れ
る



語
り
の
多
様
性
を
読
み
解
く
こ
と
が
、
我

々
の
課
題
で
あ
る
。

以
上
の
ま
う
に
、
本
稿
は
人
格
と
自
己
と

い
う
概
念
の
組
に
焦
点
を
当
て
て

理
論
的
な
流
れ
を
整
理
し
、
理
解

し
よ
う
と
勤
め
て
き
た
。
し
か
し
、
よ
り
包

括
的
な
理
解
の
た
め
に
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な

い
。
人
の
概
念
に
つ

い
て
の
人
類
学
的
語
り
を
形
作

っ
て
い
る
他

の
諸
概
念
も
検
討
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
最
後
に
、
特
別
な
探
求
を
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
問
題
を
二
つ
だ
け
掲

げ
て
お
く
。

個
人
と
非
個
人
。
個
人
(性
)
・
個
人
主
義
と
、
非
個
人
(性
)
・
関
係
性

・
分
割

性

(◎
一く
帥α
⊆
P
=
け《
)
・
全
体
主
義
と
様
々
に
呼
ば
れ
る
そ
の
否
定
の
対
立
は
、
時

に
自
己
と
人
格
の
対
立
と
向

一・視
さ
れ
、
時
に
は
異
な

っ
た
対
立
軸
と
捉
え
ら

れ
つ
つ
存
続
し
て
き
た
。
個
人
/
非
個
人
対
亠11
は
、
陰
に
陽
に
、
す
べ
て
の
研

究
者
に
と

っ
て
な
く
て
は
な
ら
な

い
概
念
的
対
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
言

い
方
を
変
え
れ
ば
、
こ
の
対
立
は
、
そ
の
外
側
に
出
て
し
ま
え
ば
人
格
と
自
己

の
人
類
学
的
研
究
が
意
味
を
成
さ
な
く
な
る
よ
う
な
限
界
と
し
て
あ
る
よ
う
に

見
え
る
。

意
図
-
責
任
と
倫
理
的
相
対
性
の
問
題
。
意
図
-
責
任
問
題
ば
、
人
の
概
念
の

人
類
学
と

い
う
研
究
枠
組
み
の
中

で
は
、
社
会
構
造
内
に
お
け
る
相
互
の
位
置

関
係
に
よ
つ
て
流
動
的
に
変
化
す
る
(つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
よ
う
に
絶
対

的
で
は
な
い
)道
徳
性
に
つ
い
て
の
議
論
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
た

(Φ
δQ
・
幻
Φ巴

一り
芻
)。

ロ
サ
ル
ド
に
お
い
て
も
、
人
格

の
コ
/
テ
ク
ス
ト
依
存
性
と
行
為
と
意

図
の
問
題
は
並
置
さ
れ
て
い
る
。
だ

が
、
近
年
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
は
遊
離
す
.

る
傾
向
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

バ
タ
グ
リ
ア
は
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
の
位
置

づ
け
の
問
題
と
個
人
性
と
関
係
性

(邑

鋤
牙

ξ

)
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
問
題
を
区
別

し

て
い
る

(bd
讐
δ

ゆq
二
p・
一
Φ
Φ
㎝
)。
ま
た
ス
ト
ラ
ザ
ー
ン
と
ス
チ

ュ
ワ
ー
ト

(ω
8
≦
p。登

℃
笹ヨ
似
冨
ご

は
、

一
方
で

「責
任
の
体
現
「
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も

と
に
、
パ
プ
ア

・
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
メ
ル
パ

(ζ
Φ一髱
)
の
人
々
に
つ
い
て
内
的

意
図
と
責
任
の
、
身
体

の
問
題

へ
の
ス
ラ
イ
ド
を
論
じ
て
お
り
、
他
方
で
は
、

「人
格
を
求
め
て
」
で
親
族
関
係
を
拡
張
す
る
こ
と
で
逆
説
的
に
自
己
を
実
現
す

る
、
言
い
換
え
れ
ば
、
関
係
性
に
よ

っ
て
個
人
性
を
達
成
す
る
メ
ル
パ
の
人
々

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る

(ω
霞
餌昏
Φ篝

9・a

ω
8
≦
四畧

一
㊤Φ
Q。ρ
一
Φ㊤
㏄σ
)。
も
ち
ろ

ん
人
類
学
者
は
両
者
の
関
わ
り
の
探
求
を
放
棄
し
た
わ
け
で
は
ま

っ
た
く
な
い
。

例
え
ば
デ
ュ
ラ
ン
テ
ィ
は
社
会
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
発
言
の
責
任
と
の
相
互
関

係
を
重
視
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ク
ソ
ル
ダ
ス
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
意
図
と

責
任
の
問
題
は
社
会
的
紐
帯
の
問
題
に
従
属
は
し
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
整
理
し
、
解
読
し
て
い
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
人
の
概

念
の
人
類
学
的
研
究
に
賭
け
ら
れ
て
い
る
の
が
な
に
な
の
か
、
よ
り
明
確
に
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

1注

 

(2
)

同
時

に
、
自
分

が
他
者
と
は
異
な

ーっ
て

い
る
ど

い
う

パ
ー
ソ
ナ
ル

・
ア
イ

デ

ン
テ
ィ
デ
ィ
の
感
覚
を

持

つ
と

い
う
限
定

さ
れ
た
意

味

に
お

い
て
は
自

己
は

普
遍
的
で
あ

る
と
述

べ
て
い
る
ゆ
.
、

ハ
リ

ス

(国
霞
同
す

O
冨
o
①
O
居
Φα
《
)
は
こ

の
よ
う

な
、
ぞ
江

そ
れ
の
概
念
が
独

立
し

て
文

化
的

に
構
築

さ
れ

て

い
る
と
す

る
立
場
を

モ
デ

ル
化

し

て

い
る
。

彼
女
は
自
己
と
人
格
、

お
よ
び
個
人

の
分
析
概
念
を

明
確

に
区

別
す

べ
き

で

あ
る
と
す

る

(H山
鋤
「
冠
一ω
一⑩
QQ
り
)。
彼
女

に
ょ
る
と
、
個
人
は
生
物
学
的
な
人
間
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(3
V

種

の

一
員

と
し
て

の
存

在

の
概
念

で
あ
る
。
自

己
の
概
念
と

は
、

「そ

の
人
自

身

の

「誰
か

で
あ

る
こ
と
」

に

つ
い
て

の
経
験
を
含
む
、
経

験

の
生
起
す
る

場

と
し

て
の
入
間
存
在

の
概
念

化
」

(①
O
一)

で
あ

る
。

よ
.っ
て
研
究
は
、
こ

の
よ
う

に
定
義

さ
れ
た
自
己

が
社
会

の
中
で
ど

の
よ
う

に
概
念
化

さ
れ

て
い

る
か
探
る

こ
ど

に
あ

る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
人
格

の
概
念

の
研
究
は
、

エ
ー

ジ

ェ
ン
.下
、
目
的

へ
と
意
識
的

に
向

か
う
行
為

の
著
者
と

し
て

の
人
間
、
あ

る

い
は

そ

の
他

の
存

在

(
死
者
、
動

物
そ

の
他

)

の
.概
念
化

を
取
り
扱
う

。

こ
の
意
味

に
お

い
て
人
は
社
会
秩
序

の
中

に
社
会
内

エ
レ
ジ

ェ
ン
ト

(9。9q
窪

亨

ヨ
め
0
9
①
蔓
〉
と

し
て
位

置
つ

げ
ら
れ

て
い
る
。
人

で
あ

る
こ
と
と
は
、
行
為

と

認
め
ら
れ

る
ふ
6
ま

い
の
書

き
手

と
し

て
の

「誰

か
」

で
あ

る
こ
と
を
意

味

す
る
。
人
類
学

者
は
、

こ
の
よ
う
な

エ
ー
ジ

ェ
ン
シ
ー
能
力

の
社
会
的
分

配
を

、
社
会

内

の
ソ
ー
シ

ャ
ル

・
カ
イ

ン
ド

61
0
9
巴

臨
⇒
α
)
の
構
造
的
分
配

と

、
個
人

の
ラ
イ

フ

・
コ
ー
ス
の
中
で

の
継
起
的
保
有
と

い
う

二

つ
の
繋
が

っ
た
観
点

か
ら
理
解

で
き

る
。

カ

ー
ク

バ

ト

リ

ッ
グ

(閑
一葺

ロ
蝉
貫

一〇
厂

一
〇
げ
p
)
と

ホ

ワ
イ

ト

(妻
7
搾
9

0
①
o
歐
器
く
ζ
.X
困
蹄
百

讐
ユ
or
鋤
巳

壽

詳
Φ
一Φ
Q。
㎝
)
も
ま
た
、
個
人
的
動
機

の

構
築

が
行
動

の
組

織
化

の
座
と

な
る
よ
う
な
人
格

の
モ
デ
ル
を

批
判
し
、

エ

ス
ノ
サ
イ

コ
ロ
ジ
ー
す
な
わ
ち

「
人

の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
行
為

そ
し

て

経

験
に

つ
い
て
の
文

化
的
理
解
」

を
探
求
す

る
。
彼

ち
が
特

に
焦

点
を
当

て

て
分
析
す

る
.の
は

「
人
格
、
人

の
行
動
と
経
験

の
文
化

的
定
式

化
と
、
そ

の

よ
う

な
定
式
化
を
社
会

生
活

に
お

い
て
伝

達
す

る
相
互
行
為
的
実
践
」
(Φ
)で

あ

る
。
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       Concepts of Person and Self in Anthropological Work 

                          NAKAGAWA Osamu 

       This paper examines the theories of personhood in anthropological writings . Especially, we focus on 
     a pair of notions that are person and self. These two notions have given and continue to give a 

     framework necessary to make diverse ethnographical studies intelligible . We try to ferret out this 
     discursive framework and to find out actual possibility of anthropological study of person and self. 

       The author submits three phases in the development of theory as a trial, to grasp clearly the points 

     at issue. (1) The "dual model" which opposes social person to psychological self vs. Michelle Rosaldo's 
     critique which claims that this analytic framework is not universally applicable. (2) The interpretive 

     approach to personhood by Geertz and Rosaldo vs. the critique against it, which argues that they in 

     fact describe the normative cultural conception, not the experience of the self by natives . But this 
     critique is revealed to re-introduce newly-fashioned "dual model". (3) The enterprises that try to seize 

     selfhood as a chronically unstable productivity and to analyze cultural processes in which the 
     responsible agency is attributed. This critical approach remains to be experimental. However , it is 

     remarkable as an attempt to overcome both West-and-the-rest dichotomy and the essentialism of inner 

    self. 

    Key Words 

       person, self, experience, agency, antipersonalist approach 
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