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ア
ン
リ
は
‘
『
実
質
的
現
象
学
』
第
三
章
「
共
ー
パ
ト
ス
」
に
お
い

て
、
初
め
て
自
ら
の
他
者
理
論
を
明
示
し
た
。
第
一
節
の
フ
ッ
サ
ー
ル

批
判
に
続
く
第
二
節
は
、
「
共
同
体
の
現
象
学
の
為
に
」
と
銘
打
た
れ
て

第
一
章

ア
ン
リ
の
他
者
把
握
の
可
能
性
は
、
生
の
「
基
底
」
と
い
う
概
念
に

凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
基
底
」
お
い
て
成
立
す
る
他
者
論
の
特
色

は
、
そ
れ
が
共
同
体
論
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
、
そ
の
共
同
体
の
中
で

の
自
己
と
他
者
と
の
互
い
の
把
握
が
徹
頭
徹
尾
内
在
的
な
仕
方
で
遂
行

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ア
ン
リ
の
他
者
論
の
特
色
を
支
え
る
、

自
己
ー
触
発
の
起
源
を
詳
ら
か
に
し
、
「
基
底
」
の
概
念
と
そ
の
構
造
と

を
検
討
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
標
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
内
在
的
他
者

(
1
)
 

把
握
が
い
か
な
る
可
能
性
と
問
題
点
を
有
す
る
の
か
を
考
察
し
た
い
。

「
基
底
」
と
他
者
の
存
在

ア
ン
リ
に
お
け
る

内
在
的
他
者
把
握
の
可
能
性

「
基
底
」

の
考
察

お
り
、
こ
れ
は
ア
ン
リ
が
他
者
把
握
を
問
題
に
す
る
際
の
立
脚
点
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ア
ン
リ
は
、
自
己
と
他
者
と
の
互
い
の

把
握
を
論
じ
る
際
、
両
者
に
は
何
か
共
同
で
あ
る
地
盤
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
点
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
る
。
自
他
に
共
同
で
あ
る

地
盤
を
設
け
る
こ
と
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
よ
う
な
自
己
と
他
者

と
の
非
対
称
は
解
消
さ
れ
、
自
己
と
他
者
と
は
同
等
の
権
利
に
お
い
て

互
い
を
把
握
し
得
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
そ
の
意
味
で
、
ア
ン
リ
に
と

っ
て
、
他
者
論
と
は
共
同
体
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

さ
て
、
ア
ン
リ
は
、
共
同
体
と
そ
の
成
貝
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
言

う
。
「
共
同
体
の
本
質
は
、
生
で
あ
り
、
す
べ
て
の
共
同
体
は
生
き
る
者

た
ち
の
共
同
体
で
あ
る
」

(
P
M
.
1
6
1
)
。
ま
た
、
「
共
同
体
の
成
員
が
共
有

し
て
い
る
も
の
と
は
、
…
こ
れ
ら
の
事
物
が
成
員
た
ち
に
与
え
ら
れ
る

そ
の
仕
方
な
の
で
あ
る
。
…
そ
れ
は
生
に
お
い
て
、
そ
し
て
生
に
よ
っ

て
で
あ
る
」

(
i
b

起
．
）
。
共
同
体
の
成
貝
が
共
有
す
る
あ
り
方
と
は
、
生

吉

永

和

加
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つ
ま
り
、

の
自
己
ー
触
発
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
あ
り
方
は
、
次
の
よ
う
に
説

明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
生
は
、
生
か
ら
決
し
て
分
離
さ
れ
な
い

よ
う
な
仕
方
で
、
生
自
身
を
自
ら
に
与
え
る
。
生
が
自
ら
に
与
え
る
も

の
は
、
生
自
身
で
あ
り
、
与
え
ら
れ
る
も
の
も
ま
た
生
で
あ
る
。
こ
う

し
た
自
已
ー
能
与
(
a
u
t
o
,
 
d
o
n
a
t
i
o
n
)
に
お
い
て
、
我
々
が
生
に
近
づ

く
の
は
、
生
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
ア
ン
リ
は
述
べ
て
い
る
。
「
生
に

お
い
て
は
い
か
な
る
道
も
、
生
の
外
へ
導
く
こ
と
が
な
い
I

我
々
と

し
て
は
こ
う
言
い
た
い
の
だ
が
、
生
に
お
い
て
は
い
か
な
る
道
も
、
生

き
る
者
に
、
生
き
る
者
で
あ
る
こ
と
を
や
め
さ
せ
た
り
は
し
な
い
」

忌
蕊
）
。
こ
う
し
た
内
在
的
な
生
の
あ
り
方
は
、
自
己
か
ら
距
離
を
と

っ
て
事
物
を
対
象
化
し
、
意
味
を
付
与
す
る
と
い
う
表
象
の
過
程
と
は

対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
生
は
外
部
へ
と
漏
れ
出
す
こ
と
な
く
、
生
の
内
部
で
充

足
し
て
い
る
。
こ
の
生
の
内
で
、
生
が
隔
た
り
な
く
直
接
的
に
自
己
自

身
を
体
験
す
る
限
り
で
、
こ
れ
は
絶
対
的
主
観
性
と
な
る
。

我
々
は
、
生
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
を
自
己
自
身
で
受
取
る
と
い
う
仕
方

で
、
生
き
る
者
た
り
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
我
々
が
生

き
る
者
で
あ
る
限
り
、
こ
の
体
験
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ

う
し
た
生
の
自
己
ー
触
発
に
お
け
る
、
触
発
す
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の

と
の
同
一
性
、
こ
の
逃
れ
ら
な
い
体
験
が
、
自
己
の
自
己
性
の
本
質
と

な
る
。
「
直
接
的
に
自
己
自
身
を
体
験
す
る
純
粋
な
事
柄
と
し
て
の
絶
対

的
主
観
性
の
本
質
は
、
自
己
性
の
本
質
と
同
一
な
の
で
あ
る
」

(
P
M
.

1
6
3
)

。
そ
し
て
こ
の
体
験
は
‘
具
体
的
に
は
情
感
性
の
体
験
と
し
て
個
々

に
与
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
生
の
あ
り
方
、
情
感
性
の
あ
り
方
が
、
す

べ
て
の
生
き
る
者
に
共
有
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ア
ン
リ
は
、
こ
れ
が
す

べ
て
の
可
能
的
な
共
同
体
の
本
質
を
構
成
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ア
ン
リ
は
、
こ
の
共
同
体
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
た
め
に
、

自
己
ー
触
発
の
体
験
の
逃
れ
よ
う
の
な
さ
に
注
目
す
る
。
自
己
は
、
自

己
自
身
で
生
の
自
己
ー
触
発
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
生
自
体
は
、

生
き
る
者
が
選
ん
だ
も
の
で
も
な
く
、
生
み
出
し
た
も
の
で
も
な
い
。

生
き
る
者
は
、
不
可
避
的
に
生
き
る
者
た
ら
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
不
可
避
の
体
験
は
情
感
性
の
体
験
に
お
い
て
も
、
確
か
め
ら

れ
よ
う
。
ア
ン
リ
は
言
う
。
「
自
已
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い

自
己
へ
の
関
係
と
は
、
そ
の
情
感
性
(
a
f
f
e
c
t
i
v
i
t
e
)
に
お
け
る
ア
フ
ェ

ク
ト
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
そ
の
固
有
の
存
在
に
よ
っ
て
圧

倒
さ
れ
、
浸
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
自
己
に
対
す
る
そ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル

な
受
動
性
に
お
け
る
ア
フ
ェ
ク
ト
で
あ
る
」

(
P
M
.
1
7
7
)
。
生
き
る
者

は
、
情
感
性
を
た
だ
被
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
選
ん
だ
り
避
け
た
り

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
絶
え
ず
自
己
自
身
を
被
り
、
し
か

も
そ
こ
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
、
ア
ン
リ
は
「
生
の
防
御
の
不
在
」

(
P
M
.
1
7
5
)
と
述
べ
る
。
こ
の
生
の
防
御
の
不
在
、
言
い
換
え
れ
ば
絶
対

的
な
受
動
性
こ
そ
が
、
生
き
る
者
の
根
源
的
な
あ
り
方
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
な
受
動
性
は
、
翻
っ
て
、
生
を
与
え
る

も
の
、
生
の
起
源
と
な
る
も
の
を
暗
示
す
る
。
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こ
の
生
の
起
源
と
な
る
も
の
、
そ
れ
を
ア
ン
リ
は
「
基
底

(
F
o
n
d
)
」

(
P
M
.
1
7
7
)

と
呼
ぶ
。
生
は
こ
の
「
基
底
」
か
ら
到
来
す
る
。
「
基
底
」

は
生
そ
の
も
の
で
あ
り
、
生
き
る
者
す
べ
て
が
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

生
き
る
者
は
こ
の
「
基
底
」
か
ら
決
し
て
離
れ
る
こ
と
な
く
、
自
已
ー

触
発
を
行
い
、
自
己
自
身
と
同
一
化
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
「
基
底
」

と
一
体
化
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
、
こ
の
「
基
底
」
に
お
い
て
、
自

．．
 

已
は
自
己
自
身
た
り
得
、
し
か
も
他
の
自
己
と
そ
の
生
の
あ
り
方
を
共

有
し
得
る
の
で
あ
る
。

他
者
体
験
と
は
、
こ
の
「
基
底
」
に
お
い
て
の
み
成
り
立
つ
。
こ
れ

が
ア
ン
リ
の
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
自
已
も
他
者
も
生
き

る
者
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
共
に
自
已
—
触
発
を
行
い
、
し
か
も
絶

対
的
な
受
動
性
を
運
命
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
帰
結
し
て
い
る
。

自
己
も
他
者
も
、
こ
の
「
基
底
」
か
ら
生
を
受
取
っ
て
、
自
已
ー
触
発

を
行
い
、
こ
の
「
基
底
」
と
一
体
化
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
互
い

が
互
い
を
こ
の
「
基
底
」
に
お
い
て
体
験
す
る
。
つ
ま
り
、
他
人
の
体

験
と
は
、
自
己
自
身
の
体
験
で
あ
り
、
こ
の
「
基
底
」
の
体
験
で
も
あ

り
、
同
時
に
こ
の
「
基
底
」
と
一
体
で
あ
る
限
り
で
の
他
人
の
体
験
で

も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
‘
自
己
と
他
者
と
は
「
基
底
」
と
一
体
化

し
て
お
り
、
自
已
か
ら
も
他
者
か
ら
も
「
基
底
」
か
ら
も
、
各
々
を
区

別
す
る
こ
と
は
な
い
(
P
M
.
1
7
8
)

。
か
く
し
て
、
ア
ン
リ
が
考
え
て
い
る

他
者
体
験
は
、
世
界
の
内
で
、
す
な
わ
ち
他
者
を
対
象
と
し
て
定
立
し

て
そ
れ
を
構
成
す
る
と
い
う
仕
方
で
な
さ
れ
る
よ
う
な
体
験
で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
、
他
者
の
体
験
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
思
惟
を
免
れ
る
が
ゆ
え

に
ほ
と
ん
ど
思
惟
さ
れ
え
な
い
こ
の
原
初
的
な
体
験
に
お
け
る
、
…
主

体
な
き
、
地
平
な
き
、
意
義
な
き
、
対
象
な
き
‘
―
つ
の
純
粋
な
体
験
」

忌
笠
）
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
基
底
」
は
、
あ
ら
ゆ
る

（
つ
ま
り
無
ー
世
界
的
な
あ
り

表
象
的
な
あ
り
方
が
成
立
す
る
以
前
の

方
に
お
け
る
）
自
己
と
他
者
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
基
底
」
を
他
者
把
握
の
基
盤
と
す
る
立
論
は
、

二
つ
の
問
題
を
内
包
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
に
「
基
底
」
の
存

在
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
知
ら
れ
る
の
か
、
そ
し
て
ま
た
、

何
故
そ
の
「
基
底
」
が
自
己
ー
触
発
を
行
う
と
言
え
る
の
か
、
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
鍵
と
な
る
の
は
、
自
己
の
自
己
ー

触
発
が
絶
対
的
な
受
動
性
で
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
先
述
の

よ
う
に
、
ア
ン
リ
は
、
自
己
の
自
己
ー
触
発
自
体
は
、
自
己
に
よ
っ
て

措
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
、
そ
の
受
動
性
を
強
調
し
て
い

る
。
こ
の
受
動
性
が
、
自
已
ー
触
発
を
最
初
に
与
え
た
「
基
底
」
の
存

在
の
肯
定
へ
と
裏
返
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
基
底
」
も
ま
た

．．． 

生
の
自
己
ー
触
発
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
私
（
自
已
）
が

自
已
ー
触
発
を
行
い
、
も
の
を
自
己
自
身
か
ら
決
し
て
距
離
を
と
ら
な

い
直
接
的
な
仕
方
で
把
握
す
る
こ
と
か
ら
導
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ

．．
 の

私
（
自
己
）
が
自
己
ー
触
発
を
行
う
限
り
で
、
こ
の
自
己
ー
触
発
を

与
え
た
「
基
底
」
は
必
然
的
に
、
自
已
ー
触
発
を
行
っ
て
い
る
と
い
え

る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
「
基
底
」
は
、
自
己
の
受
動
性
に
そ
の
存
在
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の
根
拠
を
置
き
、
ま
た
、
自
己
の
自
己
ー
触
発
の
事
実
か
ら
そ
の
あ
り

方
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
他
者
の
存
在
自
体
の
問
題
で
あ
る
。
ア
ン
リ
に
お
い
て
は
、

他
者
論
が
ま
ず
も
っ
て
共
同
体
論
と
し
て
設
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
、
他
者
の
存
在
は
、
自
己
の
存
在
と
同
様
、
自
明
の
も
の

と
し
て
議
論
の
中
で
前
提
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
ア
ン
リ
に
と
り
、
「
共

同
体
は
―
つ
の
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
」

(
P
M
.
1
7
5
)
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
共
同
体
の
中
に
存
在
す
る
他
者
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
が
存

在
す
る
と
わ
か
り
、
そ
れ
が
自
己
と
違
う
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
自
己

と
同
様
自
己
ー
触
発
を
行
う
と
知
ら
れ
得
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
対
し

て
は
、
共
同
体
が
生
の
自
己
ー
触
発
を
行
う
「
基
底
」
と
し
て
設
定
さ

れ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
自
己
の
生
の
受
動
性
が
次
の
よ
う
に
把
握
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
「
ア
フ

ェ
ク
ト
は
、
自
己
ー
触
発
で
あ
り
、
…
自
己
へ
と
追
い
や
ら
れ
、
自
己

に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
、
自
己
自
身
の
重
み
に
打
ち
ひ
し
が
れ
た
生
の
原
初

的
受
苦
で
あ
る
。
…
こ
の
体
験
に
お
い
て
、
生
の
受
苦
が
も
は
や
自
己

自
身
に
耐
え
切
れ
ず
、
耐
え
ら
れ
な
い
受
苦
と
な
る
と
き
に
は
、
自
ら

を
逃
れ
よ
う
と
す
る
こ
の
生
の
運
動
が
生
ま
れ
る
」

(
P
M
.
1
7
4
-
5
)
。
こ

の
自
己
の
自
己
ー
触
発
の
運
動
は
、
表
象
さ
れ
る
よ
う
な
外
部
は
も
た

な
い
。
し
か
し
、
そ
の
代
わ
り
に
こ
の
運
動
は
、
自
己
ー
触
発
の
起
源

で
、
自
己
に
そ
れ
を
与
え
る
、
よ
り
大
き
な
「
基
底
」
に
内
属
し
て
い

る
。
そ
し
て
こ
の
「
基
底
」
を
前
提
と
す
る
と
、
（
自
己
へ
と
絶
え
ず
帰

っ
て
ゆ
き
‘

そ
こ
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
よ
う
な
）
自
己
ー
触
発
の
運
動

(
2
)
 

は
、
「
基
底
」
の
II

広
さ
＂
に
比
し
て
自
己
自
身
の
有
限
性
を
明
ら
か
に

す
る
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
こ
の
II

広
い
II

「
基
底
」
の
上
で
の
自
己
自

身
の
有
限
性
は
、
他
の
有
限
的
存
在
、
す
な
わ
ち
自
已
I
触
発
を
行
う

他
の
存
在
を
想
定
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
他
者
存
在
と
は
こ
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
、
「
基
底
」
の
共
同
体
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、

ア
ン
リ
に
お
い
て
は
、
共
同
体
で
あ
る
「
基
底
」
の
存

在
に
せ
よ
、
他
者
の
存
在
に
せ
よ
、
自
己
が
受
動
的
に
自
己
ー
触
発
を

行
っ
て
い
る
と
い
う
一
点
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
る
。
議
論
の
要
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
自
己
自
身
の
情
感
性
の
事
実

で
あ
り
、
情
感
性
に
お
け
る
生
の
自
己
ー
触
発
の
受
動
的
な
あ
り
方
で

あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
自
己
の
自
己
ー
触
発
の
受
動
性
を
梃
子
と
し

て
、
「
基
底
」
と
他
者
の
存
在
が
導
か
れ
て
く
る
。
こ
う
し
た
絶
対
的
受

動
性
も
し
く
は
自
己
の
有
限
性
の
感
情
が
、
「
基
底
」
や
他
者
の
存
在
へ

と
裏
返
る
と
い
う
あ
り
方
は
、
同
じ
論
理
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、

自
己
は
生
き
る
者
で
あ
る
限
り
、
生
か
ら
離
れ
な
い
自
己
ー
触
発
を
行

う
と
い
う
仕
方
以
外
で
存
在
し
え
な
い
、
と
い
う
理
由
か
ら
、
「
基
底
」

も
他
者
存
在
も
自
己
ー
触
発
を
行
う
こ
と
が
導
か
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ

ゆ
え
に
こ
そ
、
自
己
も
他
者
も
「
基
底
」
も
、
共
に
生
の
内
在
的
な
仕

方
で
把
握
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
う
見
る
と
、
ア
ン
リ
に
お
い
て
他

者
存
在
と
共
同
体
論
が
同
時
に
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
必
然
的
で
あ
る
こ
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第
二
章

あ
る
。

と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
自
己
存
在
も
他
者
存
在
も
共

同
体
も
、
同
様
に
し
て
生
に
お
い
て
不
可
分
で
あ
り
、
生
を
離
れ
て
は

存
続
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
そ
も
そ
も
、
自
己
が
生

の
自
已
ー
触
発
を
行
う
限
り
で
、
自
己
ー
触
発
を
行
う
も
の
し
か
把
握

し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ア
ン
リ
は
、
カ
フ
カ
を
引
用
し
て
、
生
の
内

的
構
造
を
比
喩
的
に
説
明
す
る
。
「
君
が
そ
の
上
に
立
っ
て
い
る
地
面

が
、
そ
れ
を
覆
う
二
本
の
足
よ
り
も
広
い
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
と
い

う
幸
運
」

(
P
M
.
1
6
2
)
。
こ
こ
で
、
地
面
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
‘
「
基
底
」

を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
覆
う
二
本
の
足
は
「
基
底
」
の
上．．

 

で
自
己
ー
触
発
を
行
う
自
己
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
地
面
の
広
さ

．．
 

と
そ
れ
に
引
き
換
え
て
自
已
の
二
本
の
足
が
占
め
る
狭
さ
は
、
他
の
足
、

す
な
わ
ち
他
者
が
地
面
の
上
に
存
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
の
で

自
己
ー
触
発
の
受
動
性
の
起
源
と
展
開

『
実
質
的
現
象
学
』
を
見
る
限
り
、
ア
ン
リ
の
共
同
体
論
（
す
な
わ
ち

他
者
論
）
は
、
生
の
自
己
ー
触
発
の
受
動
性
に
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
生
の
自
己
I
触
発
の
体
験
は
そ
の
ま
ま
絶

対
的
主
観
性
の
体
験
で
あ
り
、
自
己
性
を
確
保
す
る
体
験
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
共
同
体
と
他
者
存
在
の
議
論
の
拠
点
は
、
実
は

自
己
自
身
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
の
自
己
ー
触
発
が
、
自
己
へ
と

収
倣
す
る
の
は
何
ゆ
え
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
生
の
自
己
ー
触
発
と
い

う
際
の
、
「
自
己
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
権
限
を
も
っ
て
「
自
己
」
と

呼
ば
れ
う
る
の
か
。
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
『
顕
現
の
本
質
』
へ

と
遡
っ
て
、
自
己
ー
触
発
の
起
源
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

ァ
ン
リ
は
、
顕
現
と
は
如
何
に
し
て
起
こ
る
の
か
と
い
う
問
い
を
立

て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
時
間
概
念
を
批
判
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
己
ー

触
発
の
概
念
を
解
明
し
て
ゆ
く
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
、
顕
現
に
つ

い
て
検
討
す
る
際
に
時
間
が
問
題
に
な
る
の
は
、
カ
ン
ト
以
来
、
時
間

こ
そ
が
顕
現
を
可
能
に
す
る
「
顕
現
の
本
質
」
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か

ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
顕
現
の
本
質
は
、
本
質
が
自
分
自
身
に
対

し
て
地
平
を
立
て
て
、
そ
こ
で
自
ら
を
対
象
化
す
る
存
在
論
的
過
程
で

あ
り
、
こ
の
存
在
論
的
過
程
が
時
間
そ
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
表
象
に
お
け
る
対
象
化
の
起
源
と
な
る
、
時
間

．．．． 

の
超
越
的
構
造
を
表
し
て
い
る
。
触
発
す
る
時
間
と
し
て
の
根
源
的
時

間
が
、
未
来
と
過
去
と
現
在
を
取
り
集
め
る
連
続
的
な
純
粋
時
間
と

い
う
地
平
を
自
ら
の
前
に
創
出
す
る
。
時
間
の
、
自
己
に
よ
る
触
発

(affection 
p
a
r
 soi)
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ン
リ
は
、
こ
の
時
間
の

自
己
に
よ
る
触
発
の
た
め
に
は
、
そ
れ
を
受
取
る
、
触
発
さ
れ
る
時

間
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
時
間
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
の

は
、
時
間
自
身
で
あ
る
。
こ
の
触
発
さ
れ
る
時
間
が
、
自
已
の
触
発

(affection 
d
e
 soi)
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
触
発
さ
れ
る
時
間

こ
そ
が
、
超
越
論
的
地
平
の
受
容
を
確
保
し
つ
つ
、
そ
の
地
平
の
顕
現
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を
基
礎
付
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
自

已
に
よ
る
触
発
は
、
そ
の
根
拠
を
、
自
己
の
触
発
の
内
に
見
出
す
」
(
E
M
.

2
3
1
)

。
他
方
で
、
超
越
論
的
地
平
で
あ
る
純
粋
時
間
と
は
、
そ
れ
自
身
に
よ

っ
て
は
形
成
さ
れ
ず
、
顕
現
も
さ
れ
ず
、
従
っ
て
実
在
も
し
な
い
。
だ

か
ら
、
純
粋
時
間
は
、
純
粋
時
間
を
受
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
平
を
形

成
す
る
根
源
的
時
間
へ
と
送
り
返
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
送
り
返
し

は
、
「
超
越
を
規
定
す
る
よ
う
な
根
源
的
時
間
が
、
本
性
に
お
い
て
自
已

の
触
発
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
」
(
E
M
.
2
3
4
)

可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
、
表
象
は
自
ら
の
根
拠
を
、
超
越
を
可
能
に
す
る
、
自
己
の
触
発

で
あ
る
根
源
的
時
間
の
内
に
見
出
す
。
で
は
、
い
か
に
し
て
、
時
間
は

超
越
の
地
平
の
受
容
を
確
保
し
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
対
し

て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
時
間
が
直
観
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
「
与
え
る
も

の
を
取
る
も
の
で
あ
る
」
と
応
え
る
(
E
M
.
2
3
9
)

。
し
か
し
ア
ン
リ
に
よ

れ
ば
、
こ
う
し
た
議
論
は
、
受
容
性
の
問
題
を
循
環
さ
せ
た
に
す
ぎ
な

い
（
配
d.
）
。
か
く
し
て
、
ア
ン
リ
は
、
時
間
を
顕
現
の
本
質
に
据
え
る

と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
試
み
を
追
跡
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
自
己
に
よ

る
触
発
と
自
己
の
触
発
と
を
区
別
し
、
後
者
が
前
者
を
基
礎
付
け
て
い

る
こ
と
を
示
し
、
超
越
と
受
容
性
の
問
題
を
改
め
て
重
要
な
も
の
と
し

て
提
起
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
ア
ン
リ
の
問
題
は
、
本
質
が
地
平
を
立
て
、
そ
の
形
式

の
下
で
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
顕
現
す
る
、
と
い
う
テ
ー

ゼ
自
体
に
向
け
ら
れ
る
。
こ
の
外
在
的
な
純
粋
地
平
の
場
は
、
超
越
に

よ
っ
て
広
げ
ら
れ
、
創
造
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
超
越
の
働

き
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
も
の
は
、
そ
の
働
き
に
お
い
て
、
そ
の
働
き

に
よ
っ
て
し
か
、
現
象
学
的
な
地
位
を
獲
得
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
存

在
の
場
の
現
象
性
を
可
能
に
す
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

こ
の
現
象
学
的
規
定
を
、
超
越
の
根
源
的
な
働
き
に
帰
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
さ
て
、
地
平
の
知
覚
可
能
性
は
、
地
平
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ

る
と
い
う
超
越
の
可
能
性
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
。
ア
ン
リ
は
述
べ
て

い
る
。
「
受
容
性
が
こ
の
知
覚
可
能
性
を
根
拠
付
け
、
そ
う
し
て
地
平
の

本
質
を
構
成
す
る
限
り
で
、
実
在
性
は
、
地
平
か
ら
分
離
さ
れ
た
存
在

に
お
い
て
で
は
な
く
、
受
容
性
に
お
い
て
こ
そ
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」

(
E
M
.
2
4
1ー

2
)

。
地
平
を
受
取
る
働
き
の
実
在
性
の
内
に
こ

そ
、
受
容
性
の
可
能
性
の
条
件
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
受
容
性
こ

そ
が
、
超
越
そ
の
も
の
の
う
ち
で
考
え
ら
れ
る
超
越
の
働
き
の
本
質
を

構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
受
容
性
は
、
本
質
そ
れ
自
身
が
形
成
す
る
地

平
を
受
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
平
を
自
己
の
近
く
に
保
持
す
る
力
で

あ
り
、
そ
の
限
り
で
、
超
越
の
内
的
一
貫
性
の
可
能
性
を
得
る
。
そ
し

て
、
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
働
き
こ
そ
、
超
越
論
的
な
地
平
を
広
げ

る
根
源
的
な
働
き
と
同
一
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
超
越
、
す
な
わ

ち
地
平
の
実
効
的
な
開
け
は
、
地
平
を
形
成
し
地
平
を
受
取
る
働
き
と

し
て
把
握
さ
れ
、
こ
の
働
き
が
―
つ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
先
に
見
た
、
触
発
す
る
時
間
と
触
発
さ
れ
る
時
間
の
同
一
性
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し
か
し
ア
ン
リ
は
、

顕
現
が
、

さ
ら
に
、
こ
の
地
平
を
広
げ
る
根
源
的
働
き
の

ど
こ
に
存
す
る
の
か
を
問
う
。
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
現
象
性

の
実
効
的
な
出
現
が
超
越
に
委
ね
ら
れ
る
と
、
顕
現
す
る
も
の
と
は
、

こ
の
働
き
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
働
き
が
地
平
を
与
え
る
こ
と
で

作
り
上
げ
る
本
源
的
な
隔
た
り
と
な
る
。
つ
ま
り
、
現
象
性
と
は
、
超

越
の
実
在
性
を
前
提
し
て
い
る
が
、
実
は
、
そ
れ
自
体
は
規
定
さ
れ
な

い
ま
ま
で
あ
る
こ
と
が
露
呈
す
る
の
で
あ
る
。
ア
ン
リ
は
指
摘
す
る
。

「
地
平
の
受
容
が
、
地
平
を
前
に
置
く
こ
と
で
そ
れ
を
形
成
す
る
と
い
う

超
越
の
運
動
の
内
に
そ
の
根
拠
を
見
出
す
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
…
そ
の

力
を
す
べ
て
そ
の
超
越
か
ら
借
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
」

(
E
M
.
2
4
5
)
。

か
く
し
て
、
ア
ン
リ
は
、
そ
も
そ
も
顕
現
の
本
質
が
、
地
平
の
形
式

を
立
て
て
そ
の
下
で
自
ら
を
提
示
す
る
よ
う
な
存
在
論
的
過
程
と
し
て
、

超
越
を
受
取
る
働
き
の
内
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
自
体
を
問
題
化
す
る
に

至
る
。
そ
の
場
合
、
地
平
は
、
本
質
が
受
取
る
純
粋
な
存
在
論
的
内
容

を
構
成
し
、
こ
の
超
越
は
受
取
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
受
容
性

の
本
質
を
存
在
論
的
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
外
的
内
容
を
受
容
す
る
可

能
性
の
起
源
は
、
顕
現
の
本
質
を
表
象
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
見
出

さ
れ
る
。
だ
が
、
ア
ン
リ
に
言
わ
せ
れ
ば
、
「
こ
う
し
た
…
帰
結
は
、
哲

学
的
思
惟
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
受
容
の
観
念
そ
の
も
の
を
不
可
解

な
も
の
に
す
る
。
受
容
の
観
念
と
は
、
本
質
的
に
、
外
的
な
内
容
の
受

容
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
内
容
を
受
容
す
る
力
そ

を
も
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
も
の
な
の
で
あ
る
」

(
E
M
.
2
9
3
)
。

ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
受
容
性
と
は
、
自
己
自
身
を
受
取
る
こ
と
に
こ

そ
存
し
て
い
る
。
然
る
に
、
本
質
が
地
平
の
下
で
対
象
化
す
る
も
の
と

は
、
本
質
そ
の
も
の
で
は
な
く
‘
想
像
力
の
産
物
に
過
ぎ
な
い
。
だ
か

ら
、
存
在
の
超
越
論
的
地
平
の
下
で
顕
現
す
る
も
の
と
は
、
本
質
で
は

な
く
、
こ
の
地
平
そ
の
も
の
の
現
象
学
的
内
容
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

超
越
的
な
表
象
に
お
い
て
「
本
質
が
自
ら
表
象
す
る
純
粋
に
存
在
論
的

な
内
容
を
受
取
る
場
合
に
、
本
質
が
受
取
っ
て
い
る
の
は
、
本
質
そ
れ

自
身
で
は
な
い
」

(
E
M
.
2
9
8
)
。
し
た
が
っ
て
、
本
質
の
顕
現
の
可
能
性

は
、
表
象
の
内
に
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ま
で
受
容
性
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
は
、
正
確
に

は
二
つ
の
も
の
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
(
E
M
.
2
9
9
)
。
―
つ
は
‘
表

象
に
お
け
る
受
容
性
で
あ
り
、
今
―
つ
は
、
内
在
性
に
お
け
る
受
容
性

で
あ
る
。
第
一
の
意
味
で
受
容
す
る
と
は
、
人
が
受
取
る
内
容
を
創
造

す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
受
容
性
の

形
式
|
|
ー
こ
れ
は
想
像
的
産
物
に
過
ぎ
な
い
I

と
本
質
と
は
異
な
っ

て
い
る
。
他
方
で
、
第
二
の
意
味
で
受
容
す
る
と
は
、
受
け
取
る
も
の

が
こ
の
内
容
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
内
容
は
、
受
取

る
存
在
に
対
し
て
外
的
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
内
容
固

有
の
実
在
性
が
、
受
容
性
の
本
源
的
様
態
に
お
い
て
受
取
ら
れ
る
。
ア

ン
リ
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
第
二
の
受
容
性
、
す
な
わ
ち
、
受

容
性
の
形
式
と
内
容
と
が
存
在
論
的
に
同
一
で
あ
る
よ
う
な
受
容
性
が
、
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問
題
と
な
る
。
何
故
な
ら
、
受
容
性
の
形
式
と
内
容
と
の
存
在
論
的
同

一
性
は
、
受
容
性
の
根
源
的
な
形
式
に
お
い
て
し
か
実
在
化
さ
れ
な
い

が
、
こ
の
形
式
が
、
本
質
に
と
っ
て
、
自
己
自
身
を
受
取
る
可
能
性
を

唯
一
確
証
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
こ
の
形
式
こ
そ
が
、
自
己
の

根
源
的
受
容
と
し
て
の
、
本
質
の
存
在
論
的
構
築
物
を
構
成
す
る
」

(
E
M
.
3
0
0
)

。
そ
れ
ゆ
え
、
本
質
に
は
二
つ
の
受
容
性
が
あ
る
と
は
い

え
、
究
極
的
に
は
、
本
質
そ
れ
自
身
を
受
取
る
受
容
性
に
収
束
す
る
。

つ
ま
り
、
本
質
が
自
己
自
身
を
受
容
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な

受
容
性
の
様
態
が
唯
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
存
在
そ
れ
自
身
の
根
源

的
な
実
在
性
の
接
近
や
把
握
の
存
在
論
的
次
元
が
唯
一
の
も
の
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
、
本
質
が
自
己
自
身
で
自
ら
を
受
取
る
可
能
性
と
は
、
自
己
I

触
発
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
己
自
身
で
自
已
ー
触
発

す
る
可
能
性
と
は
、
本
質
が
自
己
自
身
を
顕
現
す
る
可
能
性
で
あ
り
、

ひ
い
て
は
顕
現
の
本
質
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
受
容
性
の
本
源

的
本
質
の
内
に
、
す
な
わ
ち
内
在
性
の
内
に
存
す
る
。
ア
ン
リ
は
、
こ

の
内
在
性
と
超
越
性
と
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
こ
う
し
た
根
源
的
な
触
発
は
‘
…
対
象
化
の
存
在
論
的
過
程
と
は
無
関

係
で
あ
り
、
超
越
そ
の
も
の
に
無
関
係
な
の
で
あ
る
。
触
発
の
根
源
的

な
本
質
は
内
在
性
に
存
す
る
」

(
E
M
.
3
0
2
)

。
し
た
が
っ
て
、
ア
ン
リ
が

分
析
し
て
き
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
自
已
ー
触
発
と
は
、
そ
も
そ
も
時
間
が

対
象
化
の
働
き
の
内
在
的
可
能
性
に
含
ま
れ
る
限
り
で
、
時
間
を
構
成

す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
超
越
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま

さ
に
こ
の
理
由
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
自
己
ー
触
発
は
、
ア
ン
リ
に
よ
っ

て
否
定
さ
れ
る
に
至
る
。
ア
ン
リ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
起
こ
っ
て
い
る

の
は
、
対
象
化
の
働
き
で
あ
る
触
発
と
、
こ
の
働
き
自
身
に
よ
る
内
在

的
な
本
源
的
触
発
と
の
間
の
混
同
で
あ
る
と
結
論
す
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
自
己
に
よ
る
触
発
」
と
は
、
超
越
に
と
り
、
そ

の
根
拠
を
自
ら
自
身
の
中
に
見
出
す
よ
う
な
存
在
論
的
内
容
に
よ
っ
て
、

触
発
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
も
ま
た
、
そ
の
実
効
的
な

現
象
学
的
内
容
が
、
超
越
そ
の
も
の
の
本
質
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
よ

う
な
触
発
を
も
つ
限
り
で
の
み
、
推
し
進
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
己

ー
触
発
の
概
念
が
、
超
越
の
「
自
己
に
よ
る
触
発
」
の
唯
一
の
前
提
な

の
で
あ
る
。
ア
ン
リ
は
、
自
己
に
よ
る
触
発
と
い
う
超
越
に
お
け
る
対

象
化
の
中
に
存
す
る
触
発
と
、
自
己
ー
触
発
を
区
別
し
て
、
後
者
こ
そ

が
内
在
性
の
内
に
存
し
て
、
前
者
を
可
能
に
す
る
も
の
だ
と
規
定
す
る

の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
ア
ン
リ
に
お
い
て
、
自
己
I
触
発
の
解
明
は
、
受
容
性
の

解
明
へ
と
収
倣
し
、
最
終
的
に
は
、
自
己
ー
触
発
と
は
、
自
己
自
身
で

自
ら
を
受
容
す
る
可
能
性
た
る
こ
と
に
帰
着
す
る
。
こ
こ
で
は
、
自
己

の
本
質
の
内
容
を
自
己
自
身
で
受
取
る
限
り
に
お
い
て
、
自
己
は
自
己

を
差
異
化
す
る
こ
と
な
く
、
同
一
の
も
の
に
留
ま
り
続
け
、
自
己
の
内

在
は
堅
固
に
保
た
れ
る
。
こ
れ
が
自
己
ー
触
発
が
、
ア
ン
リ
に
お
い
て
、

「
自
己
」
の
触
発
と
し
て
、
自
己
性
の
起
源
と
な
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、

ア
ン
リ
は
、
他
者
体
験
を
問
題
と
す
る
に
際
し
て
、
こ

の
よ
う
な
自
己
ー
触
発
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
こ
れ
を
生
の
運
動
そ
の
も

の
と
捉
え
た
上
で
、
そ
の
生
の
自
己
I
触
発
そ
の
も
の
の
起
源
を
問
う

こ
と
へ
と
向
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
生
自
体
を
与
え
た

も
の
が
自
己
で
は
な
い
と
い
う
事
実
に
着
目
し
た
結
果
、
自
己
ー
触
発

の
絶
対
的
受
動
性
こ
そ
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
受
動
性
が

い
わ
ば
梃
子
と
な
っ
て
、
生
を
与
え
た
「
基
底
」
が
導
出
さ
れ
た
こ
と

は
、
第
一
章
で
見
た
通
り
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
「
基
底
」
の
自
已
ー
触

発
と
自
己
の
自
己
ー
触
発
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
の
現
象
学
の
た
め
に
」
と
題
さ
れ
た
『
我

は
真
理
な
り
』
へ
と
引
き
継
が
れ
る
。
ア
ン
リ
は
こ
の
書
に
お
い
て
、

生
の
自
己
ー
触
発
の
展
開
と
、
人
間
の
本
質
の
定
義
を
、
キ
リ
ス
ト
教

の
教
義
に
事
寄
せ
て
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
さ
し
あ
た
り
重
要
な

の
は
、
こ
の
書
に
お
け
る
、
生
に
よ
っ
て
解
釈
し
直
さ
れ
た
神
と
キ
リ

ス
ト
と
人
間
と
の
関
係
が
、
そ
の
ま
ま
第
一
章
で
見
た
「
基
底
」
と
自

己
と
他
者
と
の
関
係
と
並
行
関
係
を
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
神
と
キ
リ
ス
ト
と
人
間
と
の
関
係
は
、
共
同
体
論
の
発
展
形
と

し
て
把
握
さ
れ
、
分
析
さ
れ
得
る
。

ァ
ン
リ
が
「
人
間
の
本
質
」
と
述
べ
る
際
に
、
念
頭
に
置
い
て
い
る

の
は
、
何
ら
か
の
対
象
と
い
う
仕
方
で
世
界
の
一
要
素
と
し
て
表
象
さ

れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
反
対
に
、
ア
ン
リ
の
考
え
る
人
間

性
と
は
、
世
界
を
感
じ
た
り
、
知
覚
し
た
り
、
把
握
し
た
り
想
像
し
た

り
、
考
え
た
り
愛
し
た
り
す
る
、
と
い
う
独
特
な
経
験
を
可
能
に
す
る
、

無
世
界
的
で
、
目
に
見
え
な
い
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
ン
リ
は
、

こ
う
し
た
超
越
論
的
な
人
間
の
規
定
を
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
人
間

の
「
子

(fils)
」
と
い
う
定
義
に
見
出
す
。
そ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
「
子
」

は
生
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
。
こ
の
生
と
は
唯
一
無
二
の
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
神
自
身
の
生
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
限
り
で
、
人
間
が

「
子
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
人
間
が
神
の
「
子

(Fils)
」

で
あ
る
と
同
義
と
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
ア
ン
リ
は
神
や
キ
リ
ス
ト

と
人
間
と
の
区
別
と
、
そ
の
関
係
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
自
己
ー
触

発
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
た
な
概
念
を
導
入
す
る
。
そ
れ
は
、

強
い
自
己
ー
触
発
と
弱
い
自
己
ー
触
発
と
い
う
区
別
で
あ
る
。

強
い
自
已
ー
触
発
の
概
念
に
よ
れ
ば
、
生
は
二
重
の
仕
方
で
自
已
ー

触
発
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
生
は
固
有
の
触
発
か
ら
そ

の
内
容
を
規
定
し
、
他
方
で
は
、
生
は
自
己
自
身
で
そ
の
内
容
を
作
り

出
す
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
生
は
内
容
を
生
起
さ
せ
、
生
は
、

自
ら
に
対
し
て
自
分
自
身
で
あ
る
と
こ
ろ
の
こ
の
内
容
を
与
え
る
。
「
こ

の

自

己

ー

贈

与

(auto
,
 
d
o
n
a
t
i
o
n
)

は

自

己

ー

開

示

(auto
,
 

revelation)
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
超
越
論
的
情
感
性
で
あ
る
。
そ

の
パ
ト
ス
に
お
い
て
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
自
己
自
身
の
体
験
は
、
ま
さ
し

く
パ
ト
ス
的
な
も
の
と
し
て
、
そ
の
存
在
の
最
深
部
に
お
け
る
情
感
的

な
も
の
と
し
て
あ
り
得
る
の
で
あ
る
」

(
M
V
・
1
3
5
)
。
つ
ま
り
、
す
べ
て

の
自
己
ー
触
発
が
存
在
の
最
深
部
で
、
パ
ト
ス
的
な
も
の
と
し
て
受
取
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発
す
る
」

(ibid.
）。

ら
れ
る
限
り
で
、
生
の
触
発
は
受
動
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
こ
の

触
発
は
生
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
。
自
己
ー
触
発
の
強
い

概
念
と
は
、
こ
の
よ
う
な
生
の
自
己
に
よ
る
生
成
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
絶
対
的
か
つ
現
象
学
的
な
生
の
概
念
は
、
神
に
の
み
相
応

し
い
と
さ
れ
る
。

他
方
、
弱
い
自
己
ー
触
発
に
お
い
て
、
超
越
論
的
自
我
は
、
自
ら
を

触
発
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
自
ら
触
発
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
り
、

自
身
が
こ
の
触
発
の
「
主
題
」
で
あ
り
内
容
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
「
私
は
こ
の
感
受
の
源
泉
で
あ
る
こ
と
な
し
に
、
自
己
を
感
受
す

る
。
私
は
、
全
く
こ
の
贈
与
が
私
に
属
す
る
こ
と
な
く
、
私
自
身
に
与

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」

(MV.136)
。
こ
う
し
て
自
己
ー
触
発
が
自
我
の

本
質
を
規
定
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
の
起
源
が
自
我
に
属
さ
な
い
と
い
う

こ
の
弱
い
自
己
I
触
発
は
、
人
間
に
の
み
相
応
し
い
と
さ
れ
る
。

で
は
、
こ
の
神
の
強
い
自
己
ー
触
発
と
人
間
の
弱
い
自
己
ー
触
発
は

い
か
に
関
係
し
て
い
る
の
か
。
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
個
別
の
自
己
の
生

(vie)

は
、
生

(
V
i
e
)

が
自
ら
の
中
に
身
を
投
じ
て
、
絶
対
的
な
自
己

ー
触
発
の
永
遠
の
過
程
に
お
い
て
自
己
を
享
受
す
る
よ
う
な
運
動
の
内

部
に
お
い
て
の
み
、
自
ら
自
身
を
感
受
す
る
。
つ
ま
り
、
「
自
己
は
生

(
V
i
e
)
が
そ
れ
自
身
で
自
己
—
触
発
す
る
限
り
に
お
い
て
、
自
己
ー
触

成
す
る
。

こ
う
し
た
人
間
と
神
と
の
関
係
は
、
キ
リ
ス
ト
の
仲
介
を
も
っ
て
完

ァ
ン
リ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
従
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
を

神
と
人
間
の
媒
介
者
と
し
た
上
で
、
原
ー
子

(
A
r
c
h
i
,
 
Fils)
の
理
論
か

ら
の
解
明
を
試
み
る
。
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
は
、
神
の
絶
対

的
な
自
己
ー
触
発
に
お
い
て
生
成
さ
れ
る
、
最
初
の
生
き
る
者
と
し
て
、

絶
対
的
な
こ
の
自
己
ー
触
発
の
過
程
に
神
と
共
に
属
し
て
い
る
。
キ
リ

ス
ト
、
す
な
わ
ち
原
ー
子
が
、
生
の
自
己
I
触
発
を
神
と
共
有
し
、
本

質
的
な
自
己
性
を
保
持
し
て
い
る
限
り
で
、
そ
の
自
已
性
の
内
に
、
他

の
す
べ
て
の
子
の
条
件
を
保
持
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
子
で
あ
る

超
越
論
的
自
我
は
、
こ
の
原
ー
子
の
自
己
性
の
内
で
自
己
自
身
に
到
達

し
、
生
き
て
い
る
も
の
た
り
え
、
自
已
自
身
た
り
え
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
ア
ン
リ
は
、
顕
現
の
本
質
と
考
え
ら
れ
る
時
間
を
媒
介

と
し
て
、
自
己
に
よ
る
触
発
と
自
己
の
触
発
と
を
区
別
し
て
、
自
己
の

触
発
す
な
わ
ち
自
己
ー
触
発
を
、
顕
現
の
た
め
の
根
源
的
な
触
発
と
し

て
見
出
し
た
。
そ
し
て
、
自
己
ー
触
発
の
内
在
的
な
あ
り
方
を
生
そ
の

も
の
と
捉
え
た
上
で
、
ア
ン
リ
は
、
『
我
は
真
理
な
り
』
に
至
っ
て
、
能

産
的
な
強
い
自
己
ー
触
発
と
、
所
産
的
な
弱
い
自
己
ー
触
発
と
を
区
別

し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
根
源
的
な
受
動
性
が
、
根
源
的

な
生
で
あ
る
神
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
、
人
間

の
二
重
の
受
動
性
、
す
な
わ
ち
自
已
が
絶
え
ず
自
己
ー
触
発
を
受
取
る

と
い
う
意
味
で
、
さ
ら
に
、
生
起
す
る
こ
と
を
や
め
な
い
（
神
の
）
生

の
自
己
ー
触
発
の
永
遠
の
過
程
を
受
取
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
根

源
的
な
受
動
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
た
、
神
の
生
が
明
記
さ
れ
て
、

自
己
ー
触
発
の
区
別
が
打
ち
出
さ
れ
た
こ
と
で
、
大
文
字
の
生

(
V
i
e
)
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と
小
文
字
の
生
(
v
i
e
)
と
の
関
係
が
明
確
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ

ま
で
の
論
理
展
開
と
は
違
っ
て
、
（
受
動
性
と
い
う
）
否
定
的
契
機
か
ら

（
「
基
底
」
や
他
者
存
在
と
い
う
）
肯
定
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
‘

肯
定
の
連
鎖
で
共
同
体
の
関
係
が
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で

も
な
く
、
こ
こ
で
の
神
と
キ
リ
ス
ト
が
、
「
基
底
」
の
外
延
に
合
致
し
、

「
子
」
た
る
人
間
が
自
己
と
他
者
の
存
在
に
適
合
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
基
底
」
の
強
い
自
己
ー
触
発
が
、
生
き
る
者
そ
れ
ぞ
れ
の
弱
い
自
已
ー

触
発
へ
と
贈
与
さ
れ
て
、
互
い
が
共
属
し
合
っ
て
、
内
在
的
な
関
係
を

構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
章

内
在
的
他
者
把
握
の
問
題
構
成
と
そ
の
可
能
性

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
ア
ン
リ
に
お
い
て
は
、
他
者
の
問
題
は
、
共

同
体
論
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
生
き
る
と
い
う
経
験
に
根
源
的
な
自
己

の
自
己
ー
触
発
と
い
う
次
元
で
展
開
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
ア
ン
リ

の
他
者
論
の
問
題
設
定
が
何
よ
り
も
ま
ず
、
自
已
と
他
者
と
の
一
致
す

る
地
盤
が
ど
こ
に
存
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ア
ン
リ
は
そ
の
問
い
に
対
し
て
、
生
き
る
者
す
べ
て
に
合
致

す
る
、
生
の
あ
り
方
す
な
わ
ち
情
感
性
の
あ
り
方
が
、
地
盤
だ
、
と
応

え
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、

ア
ン
リ
は
、
他
者
の
体
験
と
は
、
「
一
種
の
返
答
に
向
か

っ
て
ゆ
こ
う
と
し
た
り
し
な
か
っ
た
り
す
る
欲
望
、
こ
の
欲
望
の
双
方

向
性
を
前
に
し
て
の
情
動
、
現
前
も
し
く
は
不
在
の
感
情
、
孤
独
、
愛
、

憎
し
み
、
怨
恨
、
倦
怠
、
許
し
、
高
揚
、
喜
び
、
感
嘆
」

(
P
M
.
1
4
0
)

と

述
べ
、
そ
れ
を
「
謎
め
い
た
性
格
」

(
P
M
.
1
4
7
)

と
も
述
べ
て
い
る
。
だ

が
ア
ン
リ
の
他
者
観
を
認
め
た
上
で
、
そ
の
他
で
一
般
的
に
他
者
が
哲

学
や
倫
理
学
の
問
題
と
な
る
の
は
い
か
な
る
場
面
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
ま
ず
も
っ
て
、
他
者
が
、
自
己
の
予
測
を
は
み
出
し
、
自
己
に
回
収

出
来
ず
、
自
己
か
ら
到
達
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
場
面
、
あ
る
い
は
、

他
者
が
自
己
の
あ
り
方
に
陰
に
陽
に
拮
抗
し
、
自
己
の
存
在
を
脅
か
し
、

自
己
に
亀
裂
を
も
た
ら
す
よ
う
な
場
面
、
さ
ら
に
は
、
自
己
と
他
者
と

の
間
に
何
ら
か
の
責
務
や
責
任
が
生
じ
る
よ
う
な
場
面
な
ど
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
場
面
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
が
前
提
と
し
、
ま
た
要

請
す
る
の
は
、
他
者
が
自
己
と
は
隔
絶
し
て
い
る
と
い
う
、
他
者
の
他

者
性
で
あ
る
。

で
は
‘

ア
ン
リ
の
他
者
論
に
お
い
て
は
、
他
者
性
は
ど
の
よ
う
に
規

定
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
ア
ン
リ
が
問
題
と
し

た
の
は
、
自
己
の
自
己
性
で
あ
る
。
確
か
に
自
己
ー
触
発
を
絶
対
的
主

観
と
す
る
自
己
性
の
規
定
が
他
者
に
適
用
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
他
者
の

自
已
性
、
す
な
わ
ち
他
者
性
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
ア
ン
リ
に
お
い
て
他
者
性
そ
の
も
の
が
主
題
化
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
。
そ
れ
が
偶
然
で
な
い
こ
と
は
、
次
の
引
用
か
ら
伺
わ
れ
る
。
「
共

同
体
の
成
員
の
各
々
は
、
世
界
の
内
で
他
人
と
関
わ
る
の
に
先
立
っ
て
、

ど
の
よ
う
に
し
て
生
に
お
い
て
他
人
に
関
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
…
生
き
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る
者
は
、
他
人
を
、
他
人
が
〈
基
底
〉
に
つ
い
て
な
す
固
有
の
体
験
と

し
て
、
他
人
自
身
に
お
い
て
で
は
な
く
、
〈
基
底
〉
に
お
い
て
体
験
す
る

の
で
あ
る
。
…
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
〈
同
じ
も
の
〉
の
う
ち
に
、
自
我
と

他
人
の
両
者
と
も
深
く
沈
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」

(
P
M
.
1
7
8
)
。
こ

こ
で
も
、
他
人
を
「
他
人
自
身
に
お
い
て
で
は
な
く
、
〈
基
底
〉
に
お
い

て
」
体
験
し
う
る
と
い
う
限
り
で
、
他
者
性
が
示
唆
さ
れ
て
は
い
る
。

し
か
し
あ
く
ま
で
も
、
ア
ン
リ
の
力
点
は
、
い
わ
ば
他
者
性
が
溶
解
す

る
よ
う
な
「
基
底
」
と
い
う
次
元
に
あ
る
。
つ
ま
り
ア
ン
リ
に
と
っ
て
、

他
者
と
自
已
と
が
一
致
す
る
地
点
を
見
出
す
こ
と
こ
そ
が
、
正
し
く
他

者
を
把
握
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が
他
者
論

を
共
同
体
論
と
し
て
構
成
し
た
時
点
で
、
自
他
の
違
い
は
問
題
の
外
に

置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ア
ン
リ
の
次
の
よ
う
な
喩

え
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
共
同
体
は
情
感
的
な
地
下
層
で
あ
り
、

各
々
は
そ
こ
で
、
各
々
自
身
が
そ
れ
で
あ
る
こ
の
泉
や
こ
の
井
戸
か
ら

••••••••••••••• 

同
じ
水
を
飲
む
。
…
し
か
し
、
各
人
は
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
し
、
自

•••••••••••••••••••••••••• 分
自
身
か
ら
も
、
他
者
か
ら
も
、
〈
基
底
〉
か
ら
も
自
ら
を
区
別
し
な
い
」

(
i
b
i
d
.
)

。
ア
ン
リ
に
と
っ
て
、
上
記
の
よ
う
な
自
己
と
他
者
と
の
乖
離

は
む
し
ろ
、
現
象
学
的
距
離
が
開
か
れ
、
他
者
が
表
象
と
し
て
把
握
さ

れ
た
帰
結
と
し
て
批
判
に
値
す
る
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

他
者
性
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
為
に
、
ア
ン
リ
と
は
対
照
的
に
、
自

己
と
他
者
と
の
関
係
を
徹
頭
徹
尾
、
対
象
化
に
お
い
て
検
討
し
た
サ
ル

ト
ル
を
例
に
採
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
は
ま
ず
、

他
者
が
自
已
の
存
在
に
対
し
て
否
定
性
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
現
れ
る

と
い
う
認
識
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
者
は
、
自
已
の
否
定
で
あ
る

対
自
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
サ
ル
ト
ル
は
言
う
。
「
自
己
の
対
自
存
在
と

の
結
び
つ
き
に
お
い
て
我
々
の
存
在
は
、
ま
た
他
者
に
と
っ
て
も
存
在

(
3
)
 

す
る
、
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
「
他
者
の
出
現
は
、

(
4
)
 

対
自
を
そ
の
核
心
に
お
い
て
襲
う
」
。
自
己
は
他
者
の
「
ま
な
ざ
し
」
を

向
け
ら
れ
る
と
、
対
象
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
要
素
を
満
た
し

て
完
全
な
も
の
と
な
る
。
た
だ
し
、
対
象
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

あ
る
可
能
性
へ
と
凝
固
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
対
自
は
自
由
で
無

な
る
も
の
で
は
な
く
な
る
。
他
方
で
こ
の
と
き
‘
「
ま
な
ざ
し
」
を
自
己

に
差
し
向
け
た
他
者
の
方
は
、
自
由
を
保
持
し
て
い
る
。
こ
れ
と
同
じ

こ
と
が
、
自
己
が
他
者
を
対
象
化
す
る
場
合
に
も
起
こ
る
。
つ
ま
り
、
「
ま

な
ざ
し
」
を
向
け
ら
れ
た
他
者
は
、
対
象
化
さ
れ
、
い
わ
ば
奴
隷
化
さ

れ
る
こ
と
で
、
も
は
や
他
者
た
る
こ
と
を
や
め
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
自
已
と
他
者
と
の
「
ま
な
ざ
し
」
に
お
け
る
相
克
に
お
い
て
、
「
ま
な

ざ
し
」
を
向
け
ら
れ
た
者
が
冒
さ
れ
る
の
は
、
「
自
由
の
意
識
」
で
あ

る
。
そ
し
て
、
「
自
由
の
意
識
」
を
剥
奪
さ
れ
た
者
は
、
他
者
性
を
失
っ

て
、
「
ま
な
ざ
し
」
に
回
収
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
他
者
性
が
奪
わ

れ
る
こ
と
と
、
自
由
が
奪
わ
れ
る
こ
と
と
は
同
義
な
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
は
、
自
己
と
他
者
と
が
対
峙
す
る

場
合
、
両
者
が
自
由
な
意
識
を
も
つ
存
在
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ

て
い
る
。
こ
う
し
た
前
提
と
、
他
者
性
の
あ
り
方
を
見
る
と
、
自
己
が
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自
由
で
あ
り
、
同
時
に
他
者
も
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
他
者
性

確
保
の
（
十
分
条
件
で
は
な
い
と
し
て
も
）
必
要
条
件
の
一
っ
に
挙
げ

ら
れ
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
ア
ン
リ
に
お
け
る
他
者
性
に
つ
い
て
、
こ
の
自
由
と
い

う
観
点
か
ら
検
討
し
て
み
る
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
ア

ン
リ
に
お
い
て
、
自
己
や
他
者
に
自
由
の
概
念
は
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
か
。
し
か
し
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
応
え
は
、
否
、
で
あ
る
。
ア
ン

リ
は
、
意
識
の
志
向
性
を
否
定
し
、
そ
の
代
わ
り
に
情
感
性
を
こ
そ
生

の
根
源
的
な
あ
り
方
と
す
る
が
、
同
時
に
そ
の
情
感
性
は
受
動
性
で
あ

る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
受
動
性
と
は
、
自
己
が
情
感
性
を
受
取
る

と
い
う
意
味
の
み
で
な
く
、
も
っ
と
積
極
的
に
、
こ
の
情
感
性
か
ら
逃

れ
る
こ
と
の
不
可
能
、
つ
ま
り
自
己
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
不
可
能
を
意

味
し
て
い
る
。
自
己
を
絶
え
ず
被
る
と
い
う
と
き
、
し
か
も
こ
の
自
己

の
触
発
が
、
生
の
「
基
底
」
も
し
く
は
絶
対
的
な
神
か
ら
由
来
し
て
い

る
と
き
、
こ
の
二
重
の
受
動
性
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
自

由
の
余
地
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
と
き
生
き
る
者
は
、
自
由
が
問
題

に
な
る
以
前
の
次
元
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
文

脈
で
、
意
志
の
自
由
が
否
定
さ
れ
る
、
原
罪
の
次
元
と
言
い
換
え
て
も

的
外
れ
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
こ
の
受
動
性
が
生
き
る
者
の
共
同

体
の
端
緒
と
な
る
限
り
に
お
い
て
、
生
き
る
者
の
自
由
が
根
本
的
に
欠

如
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
、
共
同
体
の
条
件
な
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
も
、
確
か
に
ア
ン
リ
に
お
い
て
他
者
性
は
主
題
的
な
問

題
と
な
ら
な
い
。
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
他
者
性
の
い
か
ん
に
よ
ら

ず
、
自
己
が
必
ず
「
基
底
」
か
ら
の
生
の
自
己
ー
触
発
を
受
取
る
限
り

で
、
同
様
に
し
て
「
基
底
」
か
ら
自
己
ー
触
発
を
受
け
る
他
者
存
在
を

も
受
取
っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
自
已
が
自
已
自
身
を
感
じ
る

こ
と
の
内
に
は
、
「
基
底
」
を
感
じ
る
こ
と
、
他
者
を
感
じ
る
こ
と
が
ア

プ
リ
オ
リ
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
ア
ン
リ
に
と
っ
て

の
他
者
は
知
覚
の
対
象
た
る
他
者
を
越
え
て
、
会
っ
た
こ
と
の
な
い
他

者
、
既
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
他
者
に
ま
で
広
が
り
う
る
の
で
あ
る

(PM.

1
5
3ー

4
)

。
こ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
他
者
を
感
受
す
る
可
能
性
で
あ
る
が
、

別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
他
者
を
感
受
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
こ

と
、
す
な
わ
ち
他
者
を
不
可
避
的
に
被
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
も
意
味
す

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
拡
大
す
れ
ば
、
生
に
お
い
て
感
受
性
を
被

る
こ
と
の
内
で
、
「
基
底
」
に
お
け
る
他
者
を
絶
え
ず
被
り
、
そ
の
限
り

で
自
己
と
他
者
と
の
一
致
を
得
て
、
そ
の
一
致
を
受
取
る
と
い
う
と
こ

ろ
に
、
責
任
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
発
生
し
得
る
。
し
た
が
っ
て
、
も

し
ア
ン
リ
に
お
い
て
、
他
者
に
対
す
る
責
任
と
い
う
問
題
が
問
わ
れ
得

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
他
の
乖
離
を
前
提
と
し
た
責
任
で
は
な
く
‘

生
を
享
受
す
る
限
り
で
の
、
生
き
る
者
た
る
同
胞
へ
の
内
在
的
な
仕
方

で
の
責
任
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
責
任
の
要
請
は
、
自
己
の
受
苦

と
同
様
、
不
可
避
か
つ
絶
え
間
の
な
い
も
の
と
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
あ

り
方
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
自
由
な
意
志
を
も
つ
個
々
人
を
前
提
と
し

た
倫
理
と
は
別
種
の
倫
理
を
構
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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注
本
文
に
お
け
る
ア
ン
リ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
、
参
照
個
所
は
、
以
下
の
略
記

号
の
あ
と
に
ペ
ー
ジ
数
を
併
記
し
て
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
引
用
個
所
に
付
し
た
傍

点
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

P
M
;
 P
h
e
n
o
m
翌
o
l
o
g
i
e
M
d
i
e
忌
l芯

P
r
e
s
s
e
s
U
n
i
v
e
r
s
a
i
r
e
s
 
d
e
 
F
r
a
n
c
e
,
 

Paris, 1
9
9
9
.
 

E
M
;
 L'essence d
e
 la 
m
a
這
festatさ
n,
P
r
e
s
s
e
s
 U
n
i
v
e
r
s
a
i
r
e
s
 d
e
 F
r
a
n
c
e
,
 

Paris, 
1
9
6
3
.
 

M
V
;
 C'est 
M
o
i
 la 
V. 翌
監
E
d
i
t
i
o
n
d
u
 Seul, 
Paris, 1
9
9
6
.
 

(
1
)

本
稿
は
‘
拙
稿
「

M
・
ア
ン
リ
に
お
け
る
生
と
他
者
の
問
題
」
『
理
想

No.

6
6
4
』
(
2
0
0
0
.
1
.
3
1
発
行
,
p
.
9
9
-
p
.
1
1
0
)

と
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
発
表
「
ア
ン

リ
に
お
け
る
生
と
共
同
体
の
問
題
」
(
-
九
九
九
年
十
一
月
二
十
日
、
現
象

学
解
釈
学
研
究
会
、
八
王
子
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
）
に
対
し
て
寄
せ
ら
れ
た
質

問
に
応
え
る
こ
と
を
目
的
の
一
っ
と
し
て
い
る
。
ご
質
問
、
ご
教
示
下
さ
っ

た
諸
先
生
方
に
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

こ
こ
で
筆
者
が
”
広
さ
＂
と
述
べ
る
の
は
、
比
喩
で
あ
り
、
現
象
学
的
距
離

を
示
す
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
う
し
た
比
喩
は
、
後
に
挙
げ
る
よ
う
な

カ
フ
カ
の
引
用
の
中
で
、
ア
ン
リ
自
身
も
用
い
て
い
る
。
「
基
底
」
の
”
広

さ
“
と
自
己
の
”
狭
さ
“
は
『
我
が
真
理
な
り
』
で
、
自
己
—
触
発
の
強
い

概
念
と
弱
い
概
念
と
い
う
形
に
引
き
継
が
れ
、
明
確
に
さ
れ
る
。

J
e
a
n
 ,
 
P
a
u
l
 Sartre, L'etre et 
le 
neant, G
a
l
l
i
m
a
r
d
,
 Paris, 1
9
5
5
.
 p. 

3
4
2
 

(
邦
訳
『
存
在
と
無
』
、
松
浪
信
三
郎
訳
、
人
文
書
院
、
一
九
五
六
年
）

Ibid., p
.
4
2
9
 

4
 

3
 

2
)
 

よ
し
な
が
わ
か

哲
学
哲
学
史
・
助
手
）
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