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ル
ソ
ー
は
、
自
己
自
身
を
探
求
す
る
と
同
時
に
、
真
な
る
共
同
体
を

模
索
し
た
思
想
家
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
自
己
自
身
に
つ
い
て
反
省

す
る
際
に
も
、
正
義
と
自
由
の
共
同
体
を
創
出
す
る
際
に
も
、
他
者
の

存
在
を
必
要
不
可
欠
な
も
の
だ
と
自
覚
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
ル
ソ
ー

の
思
想
に
お
け
る
自
我
論
と
共
同
体
論
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
流
れ
の

結
節
点
は
、
他
者
存
在
の
内
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
後

年
、
自
ら
と
他
者
と
の
麒
甑
が
大
き
く
な
る
と
、
ル
ソ
ー
は
共
同
体
へ

の
興
味
を
次
第
に
失
い
、
代
わ
っ
て
自
己
に
い
っ
そ
う
沈
潜
す
る
よ
う

に
な
り
、
『
孤
独
な
散
歩
者
の
夢
想
』
（
以
下
『
夢
想
』
と
略
記
）
に
至
っ

て
は
、
他
者
存
在
を
排
除
す
る
こ
と
を
自
ら
に
許
す
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
こ
の
時
点
で
す
ら
、
ル
ソ
ー
は
孤
独
を
謳
歌
す
る
一
方
で
、
ヴ
ァ

ラ
ン
夫
人
と
過
ご
し
た
日
々
を
「
混
合
物
な
く
、
障
害
物
な
く
、
私
が

完
全
に
自
分
自
身
で
あ
り
、
私
が
生
き
た
と
真
に
言
い
得
る
、
自
分
の

生
涯
に
お
け
る
こ
の
短
く
も
唯
一
の
時
期
」

(
R
P
.
1
0
9
9
)

と
語
り
、
他

他
者
の
要
請

者
存
在
が
自
ら
の
存
在
の
根
本
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を

依
然
と
し
て
捨
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
の
課
題
は
、
ル
ソ
ー
に
お
け
る
自
我
と
共
同
体
の
双
方
に
密
接

な
関
係
を
も
ち
、
両
者
を
架
橋
す
る
鍵
で
あ
る
他
者
存
在
が
い
か
な
る

も
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
他
者
存
在
が
ル
ソ
ー

に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
と
は
い
え
、
そ
れ
は
彼
の
著
作
上
で
主

題
と
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
他
者
存
在
の
問
題
は
、
隠

れ
た
テ
ー
マ
と
し
て
彼
の
著
作
群
か
ら
読
み
解
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
『
ル
ソ
ー
、
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
を
裁
く
』
（
以

下
『
対
話
』
と
略
記
）
か
ら
、
彼
の
主
張
す
る
他
者
把
握
の
理
論
を
抽

出
し
て
検
討
す
る
。
こ
の
著
作
は
、
ル
ソ
ー
自
身
と
他
者
と
の
軋
礫
が

最
大
限
に
達
す
る
中
で
、
他
者
に
対
し
て
自
分
自
身
を
弁
護
し
よ
う
と

い
う
目
的
で
書
か
れ
た
対
話
編
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
誤
解
さ
れ
迫
害
を

受
け
る
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
を
「
ル
ソ
ー
」
が
弁
護
す
る
と
い
う

ル
ソ
ー
に
お
け
る
自
我
と
共
同
体
の
狭
間
か
ら

吉

永

和

加
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特
殊
な
体
裁
を
採
る
点
で
も
、
ま
た
他
者
と
し
て
の
ル
ソ
ー
が
「
ジ
ャ

ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
と
し
て
議
論
の
俎
上
に
上
る
と
い
う
点
で
も
、
ル
ソ
ー

に
お
け
る
他
者
問
題
を
考
察
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
対

話
上
で
は
、
自
己
と
他
者
の
関
係
が
重
層
構
造
を
な
し
て
お
り
、
そ
の

中
で
他
者
を
い
か
に
正
し
く
把
握
し
得
る
か
を
巡
っ
た
議
論
が
展
開
さ

れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
『
夢
想
』
の
叙
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
ル
ソ
ー

の
こ
う
し
た
『
対
話
』
の
試
み
は
失
敗
し
、
彼
は
他
者
か
ら
理
解
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
孤
独
に
陥
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ル

ソ
ー
の
他
者
論
は
今
な
お
注
目
に
値
す
る
。
何
故
な
ら
、
自
我
の
肥
大

か
ら
生
じ
る
自
己
と
他
者
と
の
軋
礫
を
ル
ソ
ー
が
引
き
受
け
て
お
り
、

そ
の
問
題
性
の
自
覚
と
そ
の
自
覚
に
基
く
解
決
の
模
索
と
は
、
そ
の
ま

ま
現
代
の
課
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
、
『
対
話
』
の
中
で
、
正

し
く
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
先
入
観

の
構
成
に
よ
る
把
握
を
批
判
し
、
そ
れ
に
代
え
て
生
き
生
き
し
た
情
念

を
核
に
し
た
把
握
を
推
奨
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
さ
に
、
フ
ッ
サ
ー

ル
の
知
覚
を
モ
デ
ル
に
し
た
構
成
的
他
者
把
握
の
批
判
を
経
て
、
情
感

性
と
い
う
契
機
を
重
視
す
る
現
代
の
他
者
理
論
の
先
駆
を
為
す
と
い
っ

て
よ
い
。
そ
し
て
、
『
夢
想
』
で
は
、
ル
ソ
ー
の
孤
独
へ
の
沈
潜
が
す

な
わ
ち
情
感
性
の
純
化
と
な
っ
て
、
情
感
性
の
問
題
は
「
存
在
の
感
情
」

と
い
う
根
本
感
情
へ
と
引
き
継
が
れ
る
。
こ
の
感
情
は
、
『
不
平
等
起

源
論
』
か
ら
『
夢
想
』
に
至
る
ル
ソ
ー
の
思
想
を
貫
く
も
の
で
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
現
代
哲
学
と
の
関
わ
り
で
言
え
ば
、
例
え
ば
ミ
シ
ェ

ル
・
ア
ン
リ
の
生
の
「
自
己
I
感
受
」
の
概
念
と
も
深
く
繋
が
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
の
目
標
は
、
現
代
哲
学
の
議
論
に
も
目
配
り
を
し
つ

つ
、
ル
ソ
ー
に
お
け
る
他
者
把
握
の
可
能
性
を
探
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
際
、
と
り
わ
け
ル
ソ
ー
が
重
視
し
た
情
感
性
に
焦
点
を
あ
て
、
そ

れ
を
広
く
感
受
性
の
概
念
か
ら
「
存
在
の
感
情
」
へ
と
照
準
を
絞
っ
て

考
察
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。

他
者
把
握
の
方
法
論
と
そ
の
展
開

『
対
話
』

の
目
的
は
、
群
衆
か
ら
誤
解
を
受
け
憎
悪
の
対
象
に
な
っ

て
い
る
ル
ソ
ー
自
身
の
分
身
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
の
救
済
で
あ

(
l
)
 

る
。
こ
の
目
的
の
為
に
作
者
ル
ソ
ー
は
、
も
う
一
人
の
分
身
「
ル
ソ
ー
」

を
弁
護
人
と
し
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
を
群
衆
の
代
弁
者
と
し
て
設
定
し
、

こ
の
二
人
に
、
他
者
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
の
正
し
い
像
に
つ
い
て

議
論
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
真
の
主
題
で
あ
る
作
者
ル
ソ
ー
と
匿
名
の
群

衆
と
い
う
対
他
関
係
を
背
景
に
、
「
ル
ソ
ー
」
と
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
が

対
他
関
係
を
切
り
結
ぶ
と
い
う
二
重
構
造
の
下
で
、
こ
の
対
話
は
成
立

し
て
い
る
。
対
話
の
進
行
と
共
に
、
最
初
噛
み
合
わ
な
か
っ
た
「
ル
ソ
ー
」

と
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
と
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
す
る
。

そ
の
こ
と
が
、
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
に
対
す
る
正
し
い
理
解
を
も

た
ら
し
、
さ
ら
に
対
話
の
背
後
に
あ
る
群
衆
を
正
し
い
「
ジ
ャ
ン
11

20 



ジ
ャ
ッ
ク
」
理
解
に
導
き
、
最
終
的
に
は
作
者
ル
ソ
ー
に
対
す
る
理
解

へ
と
繋
が
る
。
こ
れ
が
、
『
対
話
』
の
仕
掛
け
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
「
ル

ソ
ー
」
と
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
の
対
話
に
着
目
し
、
そ
こ
に
含
意
さ
れ
る

他
者
把
握
の
方
法
論
を
、

(
1
)
対
話
の
内
容
そ
の
も
の
、

(
2
)
対
話

の
進
行
の
仕
方
、
の
順
に
検
討
す
る
。

ま
ず
、

(
1
)
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
ル
ソ
ー
」
の
発
言
の
内
に
は
、

他
者
把
握
に
関
す
る
三
つ
の
型
の
批
判
が
見
出
さ
れ
る
。
―
つ
目
は
、

先
入
観
を
も
っ
て
他
者
に
対
峙
す
る
こ
と
へ
の
批
判
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

「
指
導
者
」
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
像
を
鵜
呑
み

に
し
て
検
証
し
よ
う
と
し
な
い
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

二
つ
目
は
、
観
察
者
が
他
者
を
恣
意
的
な
要
素
か
ら
構
成
す
る
こ
と
へ

の
批
判
で
あ
る
。
他
者
に
付
さ
れ
る
要
素
は
、
そ
の
他
者
自
身
に
帰
さ

れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
自
体
が
観
察
者
に
よ
っ
て
捏
造
さ
れ
る
場

合
も
あ
る

(
R
J
.
9
6
0
-
1
)

。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
、
観
察
者
の

都
合
で
組
み
合
わ
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
は
、

何
の
証
拠
も
な
く
、
ま
た
自
己
弁
護
の
機
会
も
な
く
、
矛
盾
と
偏
見
に

満
ち
た
構
成
的
人
格
を
付
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
「
ル
ソ
ー
」
の

言
い
分
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、
他
者
の
心
を
自
分
の
心
に
照
ら
し
て
判

断
す
る
こ
と
へ
の
批
判
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
「
ル
ソ
ー
」
自
身
の

過
誤
の
告
白
と
い
う
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。
「
他
人
の
す
る
こ
と
を
見

る
と
い
つ
も
、
そ
れ
を
私
の
心
に
照
ら
し
て
解
釈
し
、
他
人
の
立
場
に

な
っ
た
ら
、
私
を
行
動
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
動
機
を
他
人
に
あ
て
は
め
て
、

次
に
、
こ
の
よ
う
な
批
判
を
汲
ん
で
、
正
し
く
他
者
を
理
解
す
る
に

は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
れ
に
は
ま
ず
、
先
入
観
を
捨
て
、
著
作

や
人
物
に
直
接
当
た
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
著
作
を
読
む
際
に
は
、

「
作
者
に
つ
い
て
は
お
考
え
に
な
ら
ず
、
好
感
も
反
感
も
抱
か
ず
に
、

あ
な
た
の
魂
を
、
作
品
か
ら
受
け
る
印
象

(
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
)

に
委
ね
て

し
ま
う
こ
と
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
ど
ん
な
意
図
で

書
か
れ
た
の
か
を
確
か
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
」

(
R
J
.
6
9
9
)

。
ま
た
、
現

実
に
他
者
本
人
に
会
う
場
合
に
は
、
「
…
彼
の
気
質
、
素
行
、
趣
味
、

好
み
、
習
慣
か
ら
彼
を
研
究
し
、
彼
の
生
活
の
一
部
始
終
、
気
分
の
流

れ
、
愛
の
傾
向
を
追
い
、
彼
の
話
を
聞
き
な
が
ら
そ
の
行
動
を
見
て
、

で
き
れ
ば
彼
の
内
心
に
ま
で
立
ち
入
り
、
…
彼
の
通
常
の
存
在
様
式

—
そ
れ
は
、
人
間
の
真
の
性
格
、
心
の
奥
底
に
隠
れ
て
い
る
情
念
を

判
断
す
る
、
唯
一
の
間
違
い
な
い
方
法
で
す
l

に
よ
っ
て
彼
を
観

察
し
よ
う
と
決
め
ま
し
た
」

(
R
J
.
7
8
3
-
4
)

。
か
く
し
て
、
先
入
観
や
、

自
己
の
恣
意
的
な
働
き
か
け
、
自
分
の
心
に
照
ら
し
た
推
量
を
排
除
し

た
上
で
、
他
者
の
作
品
や
存
在
様
式
を
、
魂
や
心
と
い
う
、
よ
り
深
い

レ
ヴ
ェ
ル
で
受
取
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
、
何
が
他
者
把
握
の
指
標

る。 ．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

常
に
思
い
違
い
を
し
て
き
ま
し
た
」

(
R
J
.
7
8
2
-
3
)

。
こ
れ
ら
の
批
判
の

う
ち
に
は
、
他
者
が
自
己
と
は
隔
絶
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
意
識
、

••••••••• 

す
な
わ
ち
、
他
者
が
他
者
性
を
も
つ
と
い
う
認
識
の
萌
芽
が
見
出
さ
れ
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と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
ル
ソ
ー
」
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
し
る
し

(signe)
」
で
あ
る
。
「
し
る
し
」
は
、
他
者
の
作
品
や
存
在
様
式
の

根
底
に
あ
っ
て
「
隠
れ
た
原
理

(
p
r
i
n
c
i
p
e
c
a
c
h
e
)
」
と
し
て
働
く
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
作
品
や
存
在
様
式
の
内
に
現
出
し
、
作
者
が
誰
か
を

特
定
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
を
も
示
す
決

定
的
な
証
拠
と
な
る
。
し
か
も
、
「
ル
ソ
ー
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
し

る
し
」
は
魂
や
心
に
感
じ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
本
物
に
違
い
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
し
る
し
」
は
、
確
実
で
偽
造
不
可
能
な
他
者
把

握
の
指
標
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
指
標
は
具
体
的
に
は
、
作
品
を
生

み
出
す
強
い
衝
動
、
広
く
言
え
ば
生
き
る
情
念
そ
の
も
の
を
指
す
の
で

あ
る
。だ

が
、
こ
の
「
し
る
し
」
の
授
受
に
は
留
保
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
は
、
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ

ク
」
に
関
す
る
「
ル
ソ
ー
」
の
次
の
よ
う
な
発
言
の
内
に
示
さ
れ
て
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

る
。
「
こ
の
よ
う
に
[
神
に
ょ
つ
て
]
特
別
に
造
形
さ
れ
た
人
間
は
ヽ

必
然
的
に
、
普
通
の
人
間
と
は
違
っ
た
仕
方
で
自
ら
を
表
現
す
る
に
違

い
な
い
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
大
き
く
変
容
し
た
[
卓
越
し
た
]
魂
を

も
つ
人
々
が
、
自
分
達
の
感
情
や
思
想
の
表
現
の
内
に
、
そ
れ
ら
の
変

容
の
痕
跡
を
も
た
ら
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
こ
の
痕

跡
は
、
こ
の
よ
う
な
存
在
の
仕
方
を
全
く
知
ら
な
い
人
々
に
は
見
逃
さ

れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
知
り
、
そ
の
人
自
身
が
そ
の
変
容
を
受
け
て

(
2
)
 

い
る
よ
う
な
人
々
に
見
落
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
」

(RJ.672)
。

つ
ま
り
、
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」

の
よ
う
な
卓
越
し
た
魂
を
示
す

「
し
る
し
」
は
、
同
じ
く
卓
越
し
た
魂
を
も
つ
人
々
に
し
か
受
取
ら
れ

な
い
、
と
の
限
定
が
付
さ
れ
て
い
る
。
「
し
る
し
」
を
こ
の
よ
う
に
限

定
す
る
こ
と
は
、
他
者
把
握
の
可
能
性
が
万
人
に
は
開
か
れ
て
い
る
訳

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
、
人
間
に
は
生
の
情
念
に
お
い
て
差

異
が
存
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
三
で
検
討
し
た
い
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
は
、
ル
ソ
ー
の
他
者
把
握
の
議
論
が

ま
さ
に
、
既
知
の
要
素
か
ら
の
構
成
を
拒
否
し
、
魂
や
心
に
お
い
て
「
し

る
し
」
の
授
受
と
い
う
い
わ
ば
存
在
様
式
全
体
の
直
観
を
提
唱
す
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、
現
代
哲
学
に

お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
流
の
構
成
的
他
者
把
握
に
対
す
る
批
判
を
踏
ま

え
て
、
内
的
情
念
を
他
者
把
握
の
契
機
と
す
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
や
ア
ン
リ

な
ど
の
理
論
の
先
駆
を
為
す
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
も
こ
の
こ
と
に
加

え
て
、
ル
ソ
ー
は
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
他
者
把
握
が
起
こ
る
の
は
何
故

か
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
ル
ソ
ー
が
自
ら

の
人
間
観
に
照
射
し
、
そ
の
元
凶
と
し
て
槍
玉
に
挙
げ
る
の
は
、
自
尊

心

(
a
m
o
u
r,
 
p
r
o
p
r
e
)

で
あ
る
。

で
は
、
自
尊
心
は
い
か
に
し
て
他
者
把
握
を
失
敗
に
導
く
と
い
う
の

だ
ろ
う
か
。
「
ル
ソ
ー
」
の
言
葉
を
借
り
て
語
ら
れ
る
に
は
、
ま
ず
、

自
尊
心
は
、
他
人
の
話
を
鵜
呑
み
に
さ
せ
、
そ
れ
を
自
分
の
知
識
や
経

験
で
あ
る
か
の
よ
う
に
信
じ
さ
せ
る

(
R
J
.
9
0
1
)

。
ま
た
、
人
が
判
断
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や
解
釈
を
形
成
す
る
際
に
、
他
人
へ
の
優
越
を
誇
示
す
る
こ
と
を
最
優

先
し
て
、
そ
の
為
に
都
合
の
よ
い
恣
意
的
な
偏
見
を
選
択
す
る
よ
う
に

仕
向
け
る

(
R
J
.
7
4
2
)

。
そ
し
て
、
「
ル
ソ
ー
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う

な
自
尊
心
は
、
他
者
把
握
に
関
し
て
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
働
く
。

「
も
し
二
人
の
人
間
が
第
三
者
に
つ
い
て
対
立
す
る
意
見
を
も
つ
な
ら

ば
、
ま
さ
に
こ
の
対
立
が
、
彼
ら
が
第
三
者
に
対
し
て
行
お
う
と
す
る

観
察
を
支
配
し
ま
す
」

(ibid.)
。
そ
の
結
果
、
「
人
々
が
、
あ
る
行
為

や
仕
草
や
失
言
を
軽
々
し
く
捉
え
、
自
分
の
流
儀
で
解
釈
し
て
、
あ
る

人
間
の
偶
発
的
な
動
作
の
一
っ
―
つ
に
、
し
ば
し
ば
自
分
の
頭
の
中
に

し
か
な
い
巧
妙
な
意
味
を
与
え
て
、
自
分
の
明
敏
さ
を
自
慢
す
る
の
を
、

私
は
見
ま
し
た
」

(
R
J
.
7
8
3
)

。
こ
う
し
て
自
尊
心
は
、
他
者
を
恣
意
的

に
構
成
す
る
と
き
の
動
因
と
な
る
。
さ
ら
に
、
自
尊
心
は
、
構
成
し
た

他
者
像
を
堅
固
な
も
の
と
す
る
よ
う
に
働
く
。
「
人
は
常
に
自
分
の
感

情

(
s
e
n
t
i
m
e
n
t
)

を
正
当
化
し
よ
う
と
し
・
・
・
、
憎
ん
で
い
る
も
の
を

憎
む
べ
き
で
あ
る
と
見
な
そ
う
と
し
ま
す
」

(
R
J
.
7
4
2
)

。
そ
れ
故
、
他

者
に
対
す
る
見
方
の
変
更
を
迫
ら
れ
た
と
し
て
も
、
人
が
そ
れ
を
受
容

す
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
仮
に
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
も
、

自
ら
が
犯
し
た
誤
り
の
為
に
、
誤
解
し
た
相
手
で
あ
る
他
者
を
憎
む
の

が
、
「
自
尊
心
の
最
も
自
然
な
展
開
」
な
の
で
あ
る

(
R
J
.
7
6
1
)

。
か
く

し
て
、
自
尊
心
は
真
正
な
他
者
把
握
を
二
重
に
阻
む
。
す
な
わ
ち
、
他

者
像
の
構
成
に
際
し
て
、
そ
し
て
、
構
成
さ
れ
た
他
者
像
の
保
持
に
際

し
て
、
自
尊
心
が
自
己
を
他
者
そ
の
も
の
か
ら
遠
ざ
け
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
、

(
1
)
対
話
の
内
容
に
示
さ
れ
た
他
者
把
握
の
方
法
論
と

そ
の
障
害
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
方
法
論
を
用
い
て
、

(
2
)
説
得
自

体
が
ど
の
よ
う
に
進
行
す
る
の
か
を
見
て
行
き
た
い
。
ま
ず
、

(
1
)
か

ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
他
者
把
握
が
実
現
す
る
為
に
は
、
自
尊
心
が
解

釈
者
か
ら
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
「
ル
ソ
ー
」
の

最
初
の
課
題
は
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
か
ら
自
尊
心
を
い
か
に
し
て
除
去
す

る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
ル
ソ
ー
」
は
、
対
話
そ
の
も
の
の
内

で
は
、
自
尊
心
を
容
赦
な
く
批
判
す
る
一
方
、
対
話
相
手
で
あ
る
「
フ

ラ
ン
ス
人
」
の
自
尊
心
は
慎
重
に
扱
う
。
「
ル
ソ
ー
」
は
意
見
を
違
え

る
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
に
真
っ
向
か
ら
反
対
す
る
こ
と
は
な
く
、
必
ず
彼

の
意
見
を
受
け
入
れ
た
上
で
、
そ
の
循
環
論
法
を
指
摘
す
る
か
、
背
理

法
を
用
い
る
か
し
て
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
自
身
が
誤
謬
に
気
づ
く
よ
う
に

(
3
)
 

努
め
る
。
そ
の
よ
う
な
対
話
状
況
の
中
で
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
の
自
尊

心
が
打
破
さ
れ
る
転
換
点
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
ル
ソ
ー
」
が
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
に
対
し
て
、
仮
に
「
ジ
ャ
ン
11
ジ
ャ
ッ

ク
」
が
侮
辱
す
べ
き
人
間
で
は
な
く
、
無
実
の
尊
敬
す
べ
き
人
間
だ
と

わ
か
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
か
、
と
尋
ね
る
。

そ
れ
に
対
し
て
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
が
答
え
る
。
「
私
は
彼
を
尊
敬
し
、

認
め
は
し
ま
す
が
、
今
彼
の
罪
の
為
に
彼
を
憎
ん
で
い
る
よ
り
も
、
お

そ
ら
く
自
分
の
誤
り
の
為
に
も
っ
と
彼
を
憎
む
と
思
い
ま
す
。
私
は
彼

に
対
す
る
自
分
の
不
正
の
為
に
彼
を
許
せ
な
い
で
し
ょ
う
」
(
R
J
.
7
6
1
)

。

こ
の
答
え
を
「
ル
ソ
ー
」
は
、
「
自
尊
心
の
最
も
自
然
な
展
開
」
と
受
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け
入
れ
、
「
適
当
な
時
と
場
所
で
思
い
出
し
て
頂
く
為
に
」

(
i
b
i
d
.
）

と
わ
ざ
わ
ざ
念
を
押
し
て
書
き
留
め
る
。
こ
の
よ
う
な
「
ル
ソ
ー
」
の

振
る
舞
い
の
背
後
に
は
、
自
尊
心
の
除
去
に
は
、
本
人
の
自
覚
と
、
そ

の
自
覚
の
反
復
が
有
効
だ
と
い
う
考
え
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

対
話
の
中
で
、
こ
の
「
ル
ソ
ー
」
の
意
図
は
果
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
フ

ラ
ン
ス
人
」

の
自
尊
心
は
細
心
の
注
意
を
も
っ
て
取
り
扱
わ
れ
、
取
り

外
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
「
ル
ソ
ー
」

の
次
の
課
題
は
、
自
尊
心
を
除
去
さ
れ
た

「
フ
ラ
ン
ス
人
」
の
心
に
、
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
の
真
の
像
と
、
「
指

導
者
」
達
の
陰
謀
と
悪
意
の
全
貌
と
を
受
容
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
い

か
に
し
て
「
ル
ソ
ー
」
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
に
こ
の
二
つ
を
説
得
す

る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
に
つ
い
て
、
「
ル
ソ
ー
」

は
、
自
分
と
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
の
抱
く
像
が
あ
た
か
も
全
く
別
々
の
二

人
の
人
物
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
の

支
持
す
る
像
を
、
事
実
的
根
拠
を
も
た
ず
外
面
的
で
あ
る
と
い
う
理
由

で
、
打
破
す
る
。
す
る
と
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
が
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
「
ジ
ャ

ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
の
内
な
る
悪
意
を
問
題
に
し
て
反
論
を
試
み
る
。
「
彼

を
あ
れ
こ
れ
の
違
法
で
罰
す
る
の
で
は
な
く
、
心
の
中
で
違
法
を
企
ん

で
い
る
と
し
て
、
彼
を
嫌
悪
す
る
の
で
す
」

(
R
J
.
7
4
0
)

。
こ
れ
に
対
し

て
、
「
ル
ソ
ー
」
は
、
「
あ
な
た
は
私
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
は
彼
の
犯

罪
を
彼
の
悪
意
の
証
拠
と
し
て
示
し
て
お
ら
れ
た
の
に
、
今
で
は
彼
の

悪
意
を
彼
の
犯
罪
の
証
拠
と
し
て
示
さ
れ
る
」

(
R
J
.
7
4
6
)

と
い
う
循

環
を
指
摘
し
た
上
で
、
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
と
い
う
名
前
を
外
し

て
彼
の
性
格
そ
の
も
の
を
考
え
た
場
合
、
そ
れ
が
い
か
な
る
人
物
で
あ

る
か
を
想
像
さ
せ
る

(
R
]
.
8
2
0
)

。
そ
し
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
の
考
え
る

「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
像
が
、
実
は
彼
本
人
と
は
全
く
似
つ
か
わ
し

く
な
い
性
格
に
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
と
い
う
名
を
つ
け
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
て
名
前
と
性
格
と
を
恣
意

的
に
結
び
つ
け
た
人
物
の
捏
造
の
背
後
に
は
、
解
釈
す
る
側
の
憎
悪
が

働
い
て
い
る
こ
と
、
そ
の
憎
悪
が
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
の
人
と
な

り
に
対
し
て
で
は
な
く
、
究
極
的
に
は
そ
の
名
前
を
も
つ
人
間
で
あ
る(

4
)
 

と
い
う
事
実
の
み
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
露
呈
さ
れ
る
の
で
あ
る

(
R
]
.
8
2
5
)

。

他
方
で
「
ル
ソ
ー
」
は
、
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
に
対
し
て
悪
意

あ
る
動
機
を
も
つ
人
間
の
存
在
を
示
唆
し

(
R
J
.
7
5
2
,
7
5
7
)

、
さ
ら
に
、

彼
を
積
極
的
に
中
傷
し
、
孤
立
さ
せ
よ
う
と
目
論
む
同
盟
の
存
在
を
仮

定
す
る

(
R
J
.
7
6
4
)

。
そ
し
て
、
そ
の
仮
定
と
並
行
し
て
、
「
フ
ラ
ン
ス

人
」
が
支
持
し
て
い
る
「
指
導
者
」
達
の
振
る
舞
い
に
疑
い
を
向
け
る
。

「
フ
ラ
ン
ス
人
」
が
信
じ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
指
導
者
」
達
は
、
「
ジ
ャ

ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
を
悪
人
と
断
じ
つ
つ
、
内
心
の
侮
蔑
を
隠
し
て
寛
容

か
ら
保
護
を
与
え
る
と
称
し
て
い
る
。
だ
が
、
「
ル
ソ
ー
」
は
、
「
指
導

者
」
達
の
保
護
の
内
実
が
、
実
は
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
を
監
視
し

て
支
配
下
に
置
き
、
迫
害
し
て
い
る
に
等
し
い
こ
と
を
看
破
し
て
、
彼

ら
が
喧
伝
し
て
い
る
寛
容
の
動
機
と
彼
ら
が
実
際
に
用
い
て
い
る
卑
劣
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な
手
段
と
の
矛
盾
を
突
く
。
こ
の
矛
盾
、
或
い
は
見
せ
掛
け
は
、
動
機

と
手
段
と
の
一
致
を
正
義
の
原
理
を
と
す
る
「
ル
ソ
ー
」
に
と
っ
て
、

彼
ら
の
欺
腑
を
結
論
付
け
る
の
に
十
分
な
証
拠
で
あ
る
(
R
J
.
7
5
9
-
7
6
1
)

。

か
く
し
て
、
善
意
を
装
っ
た
「
指
導
者
」
達
こ
そ
実
は
、
迫
害
の
首
謀

者
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
暴
露
さ
れ
る
に
至
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
「
ル
ソ
ー
」
が
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
を
説
得
す
る

際
に
は
、
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
に
せ
よ
、
「
指
導
者
」
達
に
せ
よ
、

そ
の
真
の
姿
は
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
認
識
が
前
提
と
な
っ
て
い

る
。
真
の
姿
が
隠
蔽
さ
れ
る
の
は
、
人
間
の
外
面
と
内
面
と
が
乖
離
し

て
、
外
面
が
真
の
姿
を
覆
い
隠
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、

解
釈
す
る
側
が
自
尊
心
か
ら
相
手
の
真
の
姿
を
歪
曲
す
る
場
合
も
あ
れ

ば
、
解
釈
さ
れ
る
側
が
意
図
的
に
見
せ
掛
け
を
装
う
場
合
も
あ
る
。
い

ず
れ
の
場
合
に
も
、
真
の
姿
を
見
出
す
為
に
、
「
ル
ソ
ー
」
は
、
外
面
的
・

恣
意
的
な
表
現
と
、
内
実
と
を
分
離
し
、
正
し
い
表
現
と
内
実
と
を
改

め
て
結
び
直
そ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
表
現
と
内
実
の
結
節
点
を
探
ろ

う
と
し
て
、
徐
々
に
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
や
「
指
導
者
」
達
の
「
ヴ
ェ
ー

ル
を
剥
が
し
て
」
そ
の
外
面
か
ら
内
面
へ
と
照
準
を
変
移
さ
せ
て
行
く

の
で
あ
る
。
他
者
の
真
実
を
知
ろ
う
と
す
る
過
程
で
、
「
ル
ソ
ー
」
に
と
っ

て
肝
要
な
こ
と
は
、
当
の
他
者
が
善
人
か
悪
人
か
を
判
別
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
う
し
た
価
値
の
判
別
の
た
め
に
、
彼
が
拠
り
所
と
す
る
の
は
、

善
と
は
内
面
の
情
念
が
外
面
に
直
接
表
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

悪
と
は
内
面
の
情
念
を
隠
し
て
外
面
を
装
う
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
信

感
受
性
に
お
け
る
他
者

念
で
あ
る
。
事
実
、
対
話
の
中
で
は
、
内
面
と
外
面
の
一
致
と
い
う
透

明
性
へ
の
希
求
が
一
貰
し
て
堅
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

「
フ
ラ
ン
ス
人
」
の
自
尊
心
を
除
去
し
、
彼
に
対
し
て
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ

ッ
ク
」
の
無
垢
さ
と
陰
謀
者
の
悪
意
と
を
説
得
し
得
る
と
「
ル
ソ
ー
」

は
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
真
正
な
他
者
把
握
を
巡
っ
て
、
対
話
は
各
登
場
人
物
の

内
面
へ
と
収
紋
し
て
行
く
。
対
話
の
上
で
「
ル
ソ
ー
」
と
「
フ
ラ
ン
ス

人
」
と
の
間
に
意
思
の
疎
通
が
成
立
し
、
両
者
が
同
一
の
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
像
を
得
る
に
至
っ
た
こ
と
で
、
対
話
の
背
後
に
あ
る
群
衆

の
、
さ
ら
に
は
読
者
の
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
に
対
す
る
誤
解
が
是

正
さ
れ
る
と
い
う
希
望
が
開
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
「
ル
ソ

l
」
と
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
と
の
間
の
理
解
、
作
者
ル
ソ
ー
と
読
者
と
の

間
の
理
解
と
い
う
、
二
つ
の
理
解
が
交
叉
す
る
可
能
性
が
見
出
さ
れ
る
。

で
は
、
こ
の
理
解
の
交
叉
は
、
自
尊
心
を
除
去
さ
れ
た
人
間
の
い
か
な

る
心
的
な
場
に
お
い
て
可
能
な
の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
二

の
課
題
で
あ
る
。

は
じ
め
に
、
他
者
把
握
を
阻
害
す
る
自
尊
心
の
地
位
を
、
ル
ソ
ー
の

人
間
観
全
体
に
お
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
ル
ソ
ー
は
、
『
不
平
等
起

源
論
』
の
中
で
既
に
自
尊
心
に
言
及
し
て
お
り
、
そ
の
発
生
論
的
な
説
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明
は
『
対
話
』
で
も
基
本
的
に
変
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
ル
ソ
ー
」

に
よ
れ
ば
、
最
初
、
自
然
の
理
想
郷
に
あ
る
人
間
は
繊
細
な
感
受
性

(5) 

(sensibilite)

を
も
つ
。
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
情
念
(passion)
は
自

愛
心
(
a
m
o
u
r
d
e
 soi)

で
あ
り
、
こ
れ
は
単
純
で
烈
し
く
、
し
か
も

正

し

く

善

良

で

、

人

間

に

幸

福

を

も

た

ら

す

(
R
]
.
6
6
8
)

。

．
．
．
．
．
．
 

偉
大
で
強
い
魂
は
、
こ
の
自
愛
心
か
ら
直
接
的
に
生
じ
る
優
し
い
情
念

•••••••••••••• 

を
保
ち
続
け
る
。
だ
が
、
弱
く
烈
し
さ
に
欠
け
る
魂
に
お
い
て
、
そ
の

素
朴
な
情
念
が
抵
抗
や
障
害
に
遭
遇
す
る
と
、
障
害
そ
の
も
の
に
執
心

す
る
よ
う
に
な
り
、
幸
福
の
目
的
か
ら
逸
れ
て
屈
折
し
て
し
ま
う
。
「
素

朴
な
情
念
は
そ
の
性
質
を
変
え
、
怒
り
っ
ぽ
く
て
憎
々
し
い
も
の
に
な

り
ま
す
」

(
R
]
.
6
6
9
)

。
こ
こ
に
、
自
愛
心
か
ら
自
尊
心
へ
の
変
化
が
起

こ
る
。
「
こ
の
よ
う
に
し
て
、
善
良
で
絶
対
的
な
感
情

(
s
e
n
t
i
m
e
n
t
)

で
あ
る
自
愛
心
は
、
自
尊
心
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
自
尊
心
と
は
、

人
が
お
互
い
に
比
較
し
合
い
、
選
り
好
み
を
求
め
る
相
対
的
な
感
情
で

あ
り
、
そ
の
歓
び
は
全
く
消
極
的
な
も
の
で
、
自
己
自
身
の
幸
福
に
は

も
は
や
満
足
し
よ
う
と
せ
ず
、
他
人
の
不
幸
に
よ
っ
て
の
み
満
足
さ
せ

ら
れ
る
の
で
す
」

(ibid.)
。
悪
意
の
根
源
と
な
る
自
尊
心
は
、
絶
え

ず
比
較
を
強
い
ら
れ
る
社
会
の
中
で
活
発
に
働
き
、
強
化
さ
れ
て
、
人

間
の
支
配
的
な
情
念
と
な
る
に
至
る

(
R
J
.
8
4
6
)

。
か
く
し
て
、
自
尊

心
は
、
他
者
存
在
を
前
提
と
し
て
生
成
し
、
他
者
が
構
成
す
る
社
会
の

中
に
あ
っ
て
増
大
す
る
が
、
同
時
に
、
他
者
把
握
を
阻
害
す
る
元
凶
と

も
な
る
と
い
う
、
他
者
を
巡
る
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
情
念
だ
と
言
え
る
。

d
ぷ
tre)

(
e
t
e
n
d
r
e
)
 

だ
が
、
こ
こ
で
疑
問
が
生
じ
る
。
正
し
い
他
者
把
握
の
為
に
は
、
こ

の
自
尊
心
の
除
去
が
必
要
条
件
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
上
記
の
変
遷
を

逆
に
辿
れ
ば
、
自
尊
心
を
排
除
す
る
こ
と
は
、
そ
の
源
泉
に
あ
る
自
愛

心
を
取
り
戻
す
こ
と
に
等
し
く
、
そ
こ
に
お
い
て
こ
そ
正
し
い
他
者
把

握
が
行
わ
れ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
者
存
在
が
自
尊

心
の
成
立
す
る
前
提
な
の
で
あ
れ
ば
、
翻
っ
て
、
自
己
自
身
で
自
足
す

る
自
愛
心
に
他
者
は
関
与
し
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
、
広
く
感
受
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
自
愛
心
と
自
尊
心
と
い

う
二
つ
の
情
念
を
照
射
し
て
捉
え
直
し
て
み
よ
う
。
「
ル
ソ
ー
」
に
よ

れ
ば
、
感
受
性
は
二
通
り
あ
る
。
―
つ
は
受
動
的
か
つ
身
体
的
・
有
機

的
な
も
の

(
p
h
y
s
i
q
u
e
e
t
 o
r
g
a
n
i
q
u
e
)

で
、
自
己
保
存
を
目
指
す
。

今
―
つ
は
能
動
的
か
つ
精
神
的
な
も
の

(
m
o
r
a
l
)

で
、
自
分
以
外
の

存
在
に
愛
着
を
寄
せ
る

(
R
J
.
8
0
5
)

。
こ
の
う
ち
他
者
と
の
関
わ
り
で

問
題
と
な
る
の
は
、
後
者
の
感
受
性
で
あ
る
。
「
ル
ソ
ー
」
は
こ
れ
を

さ
ら
に
二
分
し
て
い
る
。
「
こ
の
感
受
性
は
、
…
魂
に
お
い
て
、
物
体

に
働
く
吸
引
力
と
明
ら
か
な
類
似
を
示
し
ま
す
。
そ
の
力

(force)

は
我
々
と
他
の
存
在
と
の
間
に
我
々
が
感
じ
る
関
係
に
よ
る
の
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
関
係
の
性
質
に
よ
っ
て
磁
石
の
両
極
の
如
く
、
時
に
は

積
極
的
に
引
力

(attraction)

と
し
て
働
き
、
時
に
は
消
極
的
に
斥

カ

(repultion)

と
し
て
働
き
ま
す
」

(ibid.)
。
引
力
、
つ
ま
り
積

••• 

極
的
で
吸
引
的
な
作
用
は
、
自
己
の
存
在
の
感
情

(
s
e
n
t
i
m
e
n
t

••••••••••••• 

を

拡

張

し

強

化

す

る

、

自

然

の

単

純

な

働

き
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で
あ
る
。
ま
た
、
斥
力
、
つ
ま
り
消
極
的
で
反
発
的
な
作
用
は
、
他
者

の
存
在
の
感
情
を
圧
迫
し
萎
縮
さ
せ
る
、
反
省
に
よ
る
複
合
的
な
働
き

で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
者
か
ら
は
情
愛
や
優
し
さ
の
情
念
が
、
後
者
か

ら
は
憎
悪
や
残
酷
さ
の
情
念
が
生
じ

(ibid.)
、
こ
う
し
た
感
受
性
の

区
分
が
、
自
愛
心
と
自
尊
心
の
区
別
と
結
び
つ
く
。
「
積
極
的
な
感
受

性
は
、
自
愛
心
か
ら
直
接
生
じ
ま
す
。
自
分
を
愛
し
て
い
る
人
が
、
自

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

 

己
の
存
在
と
自
己
の
享
受

(jouissance)

を
拡
張
し
よ
う
と
し
、
自

分
に
と
っ
て
善
に
違
い
な
い
と
感
じ
る
も
の
を
、
愛
着
に
よ
っ
て
自
分

の
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
の
は
至
極
当
然
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
反
省

の
入
る
余
地
の
な
い
、
純
粋
に
感
情

(
s
e
n
t
i
m
e
n
t
)

の
問
題
で
す
」

(
R
J
.
8
0
5
-
6
)

。
他
方
、
消
極
的
な
感
受
性
は
、
こ
の
絶
対
的
な
自
愛

心
が
自
尊
心
に
退
化
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
。
「
他
人
と
自
ら
と
を
比

べ
、
第
一
の
よ
り
よ
い
場
所
を
占
め
る
べ
く
自
分
の
外
へ
と
赴
こ
う
と

す
る
習
慣
を
も
つ
や
否
や
、
我
々
を
超
え
る
も
の
、
低
め
る
も
の
、
抑

圧
す
る
も
の
、
何
か
我
々
が
全
体
的
存
在
た
る
こ
と
を
妨
げ
る
よ
う
な

も
の
全
て
を
嫌
悪
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
の
で
す
」

(
R
J
.
8
0
6
)

。

自
尊
心
は
、
反
省
を
経
た
二
次
的
な
情
念
で
あ
る
が
故
に
、
自
然
で
直

接
的
な
衝
動
を
も
た
な
い
代
わ
り
、
自
由
に
見
せ
掛
け
を
繕
う
こ
と
を

可
能
に
す
る

(
R
J
.
8
6
1
)

。
そ
し
て
、
こ
の
自
尊
心
が
利
己
主
義

を
生
み
、
社
会
の
中
で
増
殖
し
て
行
く
の
で
あ
る

(
e
g
o
Y
s
m
e
)
 

(
R
J
.
8
9
0
)

。

こ
う
し
た
感
受
性
は
、
確
か
に
、
自
分
以
外
の
も
の
に
対
し
て
働
く

と
い
う
引
力
と
斥
力
の
設
定
か
ら
し
て
既
に
、
他
者
存
在
を
前
提
し
て

い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
引
力
が
自
愛
心
に
、
斥
力
が
自
尊
心

に
帰
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
実
は
、
自
愛
心
も
ま
た
、
（
自
己
の

み
で
充
足
す
る
の
で
は
な
く
）
他
者
存
在
に
関
わ
る
感
情
で
あ
る
こ
と

が
導
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
そ
の
力
[
引
力
と
斥
力
]
は
我
々
と
他
の

存
在
と
の
間
に
我
々
が
感
じ
る
関
係
に
よ
る
」
と
い
う
記
述
は
、
自
愛

心
に
お
い
て
自
己
と
他
者
と
の
間
で
働
く
力
が
相
互
的
で
あ
る
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
ま
た
、
以
下
の
叙
述
は
、
自
愛
心
が
他
者
に
対
す
る
引
力
で

あ
り
、
自
尊
心
が
他
者
に
対
す
る
斥
力
で
あ
る
、
と
は
一
概
に
は
言
え

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
社
会
状
態
の
最
大
の
悪
、
最
大
の
恥
は
、

罪
が
徳
の
場
合
よ
り
も
固
く
結
び
付
く
こ
と
で
す
。
悪
人
は
善
人
以
上

に
互
い
に
結
び
付
き
、
彼
ら
の
関
係
は
善
人
の
関
係
以
上
に
長
続
き
し

(
6
)
 

ま
す
」

(
R
J
.
7
0
4
)

。
つ
ま
り
こ
こ
で
「
ル
ソ
ー
」
は
、
悪
人
の
憎
悪
こ

そ
他
者
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
ル
ソ
ー
」
に
言
わ
せ
る
と
、
人
間
を
憎
む
者
は
、
人
間
に
害
を
与
え

よ
う
と
す
る
か
ら
、
人
間
の
中
に
留
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
し

ろ
逆
に
、
人
を
押
し
の
け
踏
み
つ
け
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
優
し
い

人
間
の
方
が
、
悪
人
に
会
う
こ
と
を
恐
れ
る
。
「
連
中
が
憎
悪
に
値
す

る
か
ら
、
と
は
い
え
彼
ら
を
愛
す
る
よ
う
作
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
彼
は

そ
こ
か
ら
逃
げ
る
の
で
す
」

(
R
J
.
7
9
0
)

。
か
く
し
て
、
愛
が
人
を
遠
ざ

け
、
憎
し
み
が
人
を
近
づ
け
る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
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愛
が
他
者
に
対
す
る
斥
力
と
な
り
、
憎
し
み
が
人
に
対
す
る
引
力
と
し

て
働
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
で
見
た
感
受
性
に
つ

い
て
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
自
愛
心
か
ら
引
力
が
生
じ
、
こ
こ
か
ら
愛
が

導
か
れ
、
他
方
で
自
尊
心
か
ら
斥
力
が
生
じ
、
こ
こ
か
ら
憎
悪
が
導
か

れ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
ル
ソ
ー
」
の
言
説

に
お
い
て
は
、
感
受
性
の
引
力
と
斥
力
と
、
愛
と
憎
し
み
と
の
間
に
、

ま
さ
し
く
ね
じ
れ
の
関
係
が
存
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
こ

の
よ
う
な
ね
じ
れ
は
、
何
故
に
起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考

察
す
る
為
に
は
、
『
夢
想
』
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
存
在
の
感
情
」
と
他
者

H

ル
ソ
ー
に
お
け
る
「
存
在
の
感
情
」
の
位
置
づ
け

『
夢
想
』
に
至
っ
て
、
ル
ソ
ー
は
『
対
話
』
の
試
み
が
失
敗
に
終
わ
っ

た
こ
と
を
認
め

(
R
P
.
9
9
8
)
、
他
者
か
ら
去
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。
「
一

人
で
な
く
な
る
と
、
私
は
自
分
を
取
り
巻
く
全
て
の
人
々
の
玩
具
に

な
っ
て
し
ま
う
」

(
R
P
.
1
0
9
4
)
。
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
、
他
者
と
は
、
自

分
を
眼
差
し
、
恣
意
的
に
構
成
し
て
、
ひ
い
て
は
自
分
を
侵
害
す
る
者

(
7
)
 

で
す
ら
あ
る

(
R
P
.
1
0
5
6
-
7
)
。
さ
ら
に
ル
ソ
ー
は
、
こ
の
他
者
が
自
尊

心
と
憎
悪
の
主
だ
と
い
う
想
像
を
退
し
く
す
る
と
、
彼
ら
を
「
衝
動
だ

け
で
動
く
機
械
的
存
在
」
、
「
道
徳
性
に
欠
け
た
、
出
鱈
目
に
動
く
集
団
」

(
R
P
.
1
0
7
8
)

と
断
じ
、
自
分
に
対
す
る
他
者
の
行
為
も
「
私
に
と
っ

て
零
で
あ
る
べ
き
だ
っ
た
」

(
P
R
.
1
0
7
9
)

と
決
め
つ
け
た
。
こ
う
し
て

ル
ソ
ー
は
、
他
者
を
排
除
し
て
孤
独
に
沈
潜
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
、

幸
福
な
孤
独
の
内
に
「
存
在
の
感
情
」
を
味
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
存
在
の
感
情
」
こ
そ
、
一
貰
し
て
ル
ソ
ー
の
思
想
の
根
幹
と

(
9
)
 

な
る
感
情
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
既
に
『
不
平
等
起
源
論
』
で
、
こ
の
「
存

在
の
感
情
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
人
間
の
最
初
の

感
情
は
自
己
の
存
在
の
感
情

(
s
e
n
t
i
m
e
n
t
d
e
 s
o
n
 existence)

で

あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
最
初
に
配
慮
す
る
の
は
自
己
保
存
で
あ
っ
た
」

(
O
I
.
1
6
4
)
。
ま
た
、
そ
れ
と
関
連
す
る
ル
ソ
ー
自
身
の
注
と
し
て
、
「
自

愛
心

(
a
m
o
u
r
d
e
 soi ,
 
m
e
m
e
)

は
自
然
の
感
情
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る

動
物
を
そ
の
自
己
保
存
に
注
意
す
る
よ
う
仕
向
け
る
」
と
い
う
記
述
が

挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
引
用
か
ら
は
、
「
存
在
の
感
情
」
と
自
愛

心
と
が
自
己
保
存
と
い
う
人
間
の
根
源
的
な
配
慮
を
巡
っ
て
深
く
関
連

し
て
い
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る

(
O
I
.
2
1
9
)
。
『
夢
想
』
で
の
記
述
は
、
さ

ら
に
具
体
的
で
あ
る
。
「
…
次
の
よ
う
な
状
態
、
す
な
わ
ち
、
魂
が
、

そ
こ
で
完
全
に
休
息
し
、
そ
の
全
存
在
を
集
中
す
る
べ
き
十
分
に
堅
固

な
地
盤
を
見
出
し
、
過
去
を
呼
び
戻
し
た
り
、
未
来
を
飛
び
越
え
た
り

す
る
必
要
の
な
い
状
態
、
魂
に
と
っ
て
時
間
が
無
で
あ
る
よ
う
な
状
態
、

そ
し
て
、
現
在
が
永
遠
に
持
続
し
、
に
も
拘
わ
ら
ず
そ
の
持
続
を
標
示

し
た
り
持
続
の
痕
跡
を
留
め
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
我
々
が
存
在

し
て
い
る
と
い
う
感
情

(
s
e
n
t
i
m
e
n
t
d
e
 n
o
t
r
e
 existence)

以
外
、

欠
乏
や
享
楽
の
感
情
も
、
歓
喜
や
苦
痛
の
感
情
も
、
欲
望
や
恐
怖
の
感
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情
も
な
く
、
こ
の
存
在
の
感
情
だ
け
が
全
存
在
を
満
た
し
得
る
状
態
、

こ
う
し
た
状
態
が
持
続
す
る
限
り
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
も
の
は
幸
福

と
呼
ば
れ
得
る
」

(
R
P
.
1
0
4
6
)

。

こ
う
し
て
、
「
存
在
の
感
情
」
と
は
、
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
に
関

わ
る
根
源
的
な
感
情
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
愛
心
と
同
様
、
人
間
の
源

泉
に
位
置
し
、
自
己
保
存
に
配
慮
す
る
も
の
で
は
あ
る
。
だ
が
、
自
愛

心
は
、
自
尊
心
と
同
じ
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
と
し
て
並
列
に
論
じ
ら
れ
る

こ
と
も
あ
る
情
念
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
存
在
の
感
情
」
は
、
永

遠
の
中
で
自
己
自
身
の
存
在
を
根
拠
付
け
、
自
己
の
自
己
存
在
へ
の
関

与
の
仕
方
を
鮮
明
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
対
立
概
念
を
も
た
な
い
。
そ

れ
故
、
「
存
在
の
感
情
」
は
、
自
愛
心
よ
り
も
、
さ
ら
に
深
い
レ
ヴ
ェ

ル
に
存
す
る
感
情
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
「
存
在
の
感
情
」
に
お

い
て
は
、
様
々
な
感
情
の
様
態
が
、
存
在
の
充
濫
の
幸
福
感
に
収
紋
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
存
在
の
感
情
」
が
あ
ら
ゆ
る
感
情
の
原
点
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
「
存
在
の
感
情
」
こ
そ
は
、

自
愛
心
や
自
尊
心
と
い
っ
た
情
念
の
根
底
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
源
泉

で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て
、
感
情

に
は
レ
ヴ
ェ
ル
の
差
異
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ

の
よ
う
な
レ
ヴ
ェ
ル
の
差
異
は
、
先
に
指
摘
し
た
、
他
者
に
対
す
る
引

力
と
斥
力
、
愛
と
憎
悪
の
間
の
ね
じ
れ
の
関
係
が
何
故
生
じ
る
の
か
、

と
い
う
問
い
に
示
唆
を
与
え
る
。
ね
じ
れ
の
関
係
の
存
在
は
、
実
は
、

他
者
関
係
が
置
か
れ
る
レ
ヴ
ェ
ル
に
差
異
が
存
す
る
こ
と
に
対
応
し
て

（二） い
る
。
す
な
わ
ち
、
純
粋
な
感
受
性
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
他
者
関
係
と
、

自
尊
心
が
増
殖
し
た
社
会
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
他
者
関
係
と
の
間
に
は
、

断
絶
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
存
在
の
感
情
」
の
よ
う
な
根

．．． 

源
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
こ
う
し
た
ね
じ
れ
の
関
係
は
、
存
在
の
充
溢

の
う
ち
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

そ
こ
で
改
め
て
、
根
源
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
、
自
己
と
他
者
存

在
と
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
「
存
在
の
感
情
」
が
、
他
者
存

在
を
排
除
し
た
孤
独
に
お
い
て
得
ら
れ
る
感
情
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら

ず
、
真
正
な
他
者
理
解
が
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
、
と
い
う
矛
盾
は
も
は

や
表
面
上
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
何
故
な
ら
、
排
除
さ
れ
た
他
者
と
は

社
会
化
さ
れ
た
他
者
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ

の
よ
う
な
他
者
が
排
除
さ
れ
て
な
お
、
「
存
在
の
感
情
」
の
う
ち
に
認

め
ら
れ
る
純
粋
な
他
者
の
存
在
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

「
存
在
の
感
情
」
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
見
出
さ
れ
る
他
者
存
在
が
い
か
な
る

者
で
あ
る
か
、
ま
た
、
そ
の
他
者
存
在
が
い
か
に
し
て
自
己
存
在
に
関

与
し
得
る
か
、
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
存
在
の
感
情
」
と
ア
ン
リ
の
「
自
己
ー
感
受
」

と
こ
ろ
で
、
こ
の
根
源
的
な
「
存
在
の
感
情
」
は
、
ル
ソ
ー
の
思
想

の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
る
種

の
現
代
哲
学
の
根
本
概
念
と
非
常
に
近
い
、
い
わ
ば
そ
れ
ら
の
源
泉
と

で
も
言
い
得
る
感
情
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
マ
ル
セ
ル
・
レ
ー
モ
ン
は
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ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
純
粋
持
続
」
と
の
親
近
性
を
、
ま
た
ポ
ー
ル
・
オ
ー

デ
ィ
は
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
の
「
絶
対
的
内
在
性
」
と
の
一
致
を
指
摘

し
て
い
る
。
特
に
オ
ー
デ
ィ
は
「
存
在
の
感
情
」
を
ル
ソ
ー
哲
学
の
根

本
原
理
で
あ
る
と
看
破
し
た
上
で
、
ア
ン
リ
と
の
親
近
性
を
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。
「
…
こ
の
生
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち

II

存
在
II

が
自
己
に

関
し
て
経
験
す
る
と
こ
ろ
の
感
情
、
そ
れ
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
…

存
在
が
自
己
に
関
し
て
体
験
す
る
こ
の
情
念
と
は
、
も
っ
と
正
確
に
は
、

ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
が
我
々
に
《
絶
対
的
現
象
学
的
生
》
と
い
う
言
葉
、

自
己
自
身
を
感
受
す
る
生
、
そ
の
よ
う
に
し
て
そ
の
直
接
的
な
《
自
己

I

贈
与
》

(auto,
 
donation)

に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
そ
の
自
己
ー
感

受

(auto'箆
fection)

の
ラ
デ
イ
カ
ル
な
受
動
性
に
し
た
が
っ
て
感

受
す
る
生
、
と
い
う
言
葉
で
把
握
す
る
よ
う
に
教
え
た
ま
さ
に
そ
の
も

(11) 

の
な
の
で
あ
る
」
。
こ
の
オ
ー
デ
ィ
の
解
釈
を
基
本
的
に
支
持
し
、
ア

ン
リ
の
自
己
ー
感
受
の
観
念
を
ル
ソ
ー
の
「
存
在
の
感
情
」
に
援
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
存
在
の
感
情
」
の
内
実
を
よ
り
詳
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
ア
ン
リ
の
「
自

己
ー
感
受
」
の
あ
り
方
を
手
掛
か
り
に
す
る
こ
と
で
、
ル
ソ
ー
が
主
題

化
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
オ
ー
デ
ィ
そ
の
人
の
関
心
に
も
な
か
っ
た
他

者
把
握
の
問
題
を
、
「
存
在
の
感
情
」
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
。
何
故
な
ら
ば
、
ア
ン
リ
は
こ
の
「
自
己
ー
感
受
」
に
他
者

把
握
の
原
理
を
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ル
ソ
ー
の
「
存

在
の
感
情
」
に
お
け
る
他
者
把
握
の
問
題
は
、
現
代
哲
学
の
地
平
へ
と

移
項
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
さ
ら
に
、
ア
ン
リ
と
の
差

異
を
量
る
こ
と
を
通
し
て
、
ル
ソ
ー
の
他
者
把
握
の
特
色
が
明
ら
か
に

な
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
ま
ず
、
ア
ン
リ
の
「
絶
対
的
現
象
学
的
生
」
が
い
か
な
る
も

の
か
を
、
特
に
他
者
把
握
と
の
関
連
で
概
観
し
て
お
こ
う
。
『
実
質
的

現
象
学
』
に
お
い
て
ア
ン
リ
が
主
張
す
る
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
志
向
性
に
よ
る
意
識
の
対
象
の
把
握
は
、
主
客
の
間
の
超

越
的
な
距
離
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
の
距
離
に
よ
っ
て
可
視
的
に

な
っ
た
意
識
の
対
象
は
も
は
や
生
き
生
き
し
た
そ
れ
自
体
で
は
あ
り
え

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
意
識
の
対
象
と
す
る
も
の

が
、
生
き
た
主
観
性
で
あ
る
場
合
に
は
、
志
向
性
に
よ
る
把
握
と
構
成

(12) 

は
そ
れ
を
「
死
ん
だ
事
物
」
と
し
て
し
ま
う
、
と
ア
ン
リ
は
言
う
。
そ

れ
故
、
主
観
性
の
把
握
は
、
志
向
性
に
代
わ
る
仕
方
で
遂
行
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ン
リ
が
主
張
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
超
越
的
な
距

離
を
開
か
ず
、
不
可
視
な
生
に
内
在
的
か
つ
匝
接
的
な
仕
方
、
す
な
わ

ち
情
感
性
に
よ
っ
て
主
観
性
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
こ
う
し

た
把
握
を
是
と
す
る
あ
り
方
を
「
生
の
真
理
」
と
呼
び
、
志
向
性
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
な
主
客
の
間
に
距
離
を
開
い
て
対
象
を
可
視
的
な
も
の

(13) 

と
し
て
把
握
す
る
「
世
界
の
真
理
」
か
ら
の
峻
別
を
図
っ
た
。
ア
ン
リ

••••••• 

に
よ
れ
ば
そ
も
そ
も
、
生
き
る
者
は
す
べ
て
、
自
己
自
身
と
距
離

を
も
た
ず
、
直
接
的
か
つ
内
在
的
な
仕
方
で
自
己
自
身
を
体
験
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
生
き
る
者
に
固
有
な
生
の
体
験
の
仕
方
が
「
自
己
ー
感
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受
」
と
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
自
己
ー
感
受
」
と
は
、
自
己
に
お

い
て
感
受
す
る
も
の
と
感
受
さ
れ
る
も
の
と
が
ぴ
っ
た
り
と
一
致
す
る

同
一
性
の
体
験
で
あ
り
、
こ
れ
は
具
体
的
に
は
情
感
性
の
体
験
と
し
て

自
己
に
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
自
己
ー
感
受
」
に
お
い
て
は

じ
め
て
、
生
き
る
者
は
生
き
る
者
で
あ
り
得
る
と
同
時
に
、
自
己
は
自

己
で
あ
り
得
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
生
き
る
者
は
、
個
別
性
す
な

(14) 

わ
ち
自
己
性

(ipseite)

を
得
る
。
こ
う
し
た
生
の
あ
り
方
が
、
他
者

に
よ
る
対
象
化
や
構
成
を
拒
む
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
さ

ら
に
、
ア
ン
リ
が
他
者
の
問
題
を
初
め
て
論
じ
た
際
明
ら
か
に
さ
れ
た

の
は
、
こ
の
よ
う
な
生
の
自
己
ー
感
受
は
、
生
き
る
者
す
べ
て
の
条
件

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
共
同
体
の
原
理
と
も
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
可

能
な
す
べ
て
の
共
同
体
の
本
質
を
構
成
す
る
も
の
、
共
通
で
あ
る
も
の
、

そ
れ
は
、
何
ら
か
の
事
物
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
自
己
ー
贈
与
と
し
て

の
、
こ
の
起
源
的
な
贈
与
で
あ
り
、
還
元
す
れ
ば
す
べ
て
の
生
き
る
も

の
が
為
す
内
的
な
感
受
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
生
き
て
い
る
も
の

が
自
ら
な
す
こ
の
自
己
ー
感
受
に
お
い
て
、
ま
た
専
ら
そ
の
自
己
ー
感

(15) 

受
に
よ
っ
て
、
生
き
生
き
し
て
い
る
内
的
な
感
受
で
あ
る
」
。

こ
う
し
て
、
自
己
性
の
原
理
と
も
な
り
、
ま
た
共
同
体
の
原
理
と
も

な
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
あ
り
方
の
こ
と
を
、
ア
ン
リ
は
「
基
底
(
F
o
n
d
)
」

と
呼
び
、
さ
ら
に
近
著
で
は
「
生
(Vie)
」
と
称
し
て
い
る
。
ア
ン
リ

が
特
に
大
文
字
で
記
す
こ
の
「
生
(Vie)
」
と
は
、
そ
れ
自
身
が
自
己

ー
感
受
を
遂
行
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
る
者
の
生

(vie)

の
源
泉
で

(16) 

あ
る
。
生
き
る
者
が
自
己
ー
感
受
を
遂
行
し
得
る
の
は
、
実
は
、
こ
の

「
生
」
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
自
己
ー
感
受
を
直
接
受
け
取
る

こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
個
々
の
生
き
る
者
は
、
自
ら

の
自
己
ー
感
受
を
基
礎
付
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
「
生
」
か
ら
の

絶
対
的
な
受
動
性
を
運
命
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
、
こ
の
「
生
」

は
生
き
る
者
が
生
き
る
者
た
る
大
前
提
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
き
る

者
た
ち
は
、
こ
の
共
外
延
的
な
「
生
」
を
共
有
す
る
。
先
に
、
生
き
る

者
は
自
己
ー
感
受
す
る
限
り
で
自
己
性
を
得
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
実

は
そ
れ
は
こ
の
「
生
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
も
っ
と
重
要
な
こ

と
は
、
こ
の
よ
う
に
「
生
」
の
自
己
ー
感
受
を
受
け
取
り
、
各
々
が
自

己
ー
感
受
す
る
と
い
う
、
ま
さ
に
そ
の
仕
方
に
お
い
て
、
自
己
と
他
者

は
内
在
的
に
一
致
し
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
ア
ン
リ
に
お
け
る
自
己
と
他
者
と
の
内
在
的
な
一
致

は
、
解
釈
上
の
微
妙
な
問
題
を
含
ん
で
も
い
る
。
と
い
う
の
も
、
『
実

質
的
現
象
学
』
に
お
い
て
は
、
母
と
子
と
の
一
致
、
も
し
く
は
蛇
と
蛇

に
飲
み
込
ま
れ
る
栗
鼠
の
一
致
と
い
う
例
に
お
い
て
、
情
感
性
と
い
う

(17) 

力
に
お
け
る
一
致
が
語
ら
れ
て
い
た
の
が
、
近
著
『
受
肉
』
で
は
、
「
皮

膚
」
と
い
う
自
他
を
分
け
る
概
念
を
通
し
た
互
い
の
肉
の
抵
抗
感
の
一

致
と
い
う
形
に
改
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
変
移
は
、
ル
ソ
ー

の
感
受
性
に
関
す
る
議
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
他
者
へ
の
引
力
と
斥
力

と
の
問
題
に
絡
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
ア
ン
リ
は
、
『
実
質
的
現
象
学
』

で
は
、
自
己
と
他
者
と
の
間
で
働
く
引
力
の
一
致
を
語
る
だ
け
で
あ
っ
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た
が
、
『
受
肉
』
で
は
皮
膚
を
通
し
た
抵
抗
と
い
う
形
で
、
自
己
と
他

者
と
の
間
の
引
力
と
斥
力
と
の
や
り
取
り
を
描
写
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

ル
ソ
ー
の
感
受
性
に
お
け
る
「
力
」
と
比
較
す
る
上
で
、
重
要
な
論
点

と
な
る
。

以
上
が
、
他
者
把
握
に
関
す
る
限
り
で
の
、
ア
ン
リ
の
「
絶
対
的
内

在
的
生
」
の
あ
り
方
の
内
実
で
あ
る
。
で
は
、
こ
う
い
っ
た
あ
り
方
と
、

ル
ソ
ー
の
「
存
在
の
感
情
」
は
ど
の
よ
う
に
親
近
性
を
も
つ
と
い
う
の

か
。
ま
ず
そ
こ
か
ら
確
認
し
よ
う
。
『
夢
想
』
で
の
ル
ソ
ー
は
、
一
切

の
利
害
関
係
や
他
者
か
ら
去
り
、
自
愛
心
に
立
ち
戻
っ
て
「
存
在
の
感

情
」
を
感
受
し
て
い
る
。
ル
ソ
ー
は
、
そ
こ
で
の
自
ら
の
魂
の
活
動
に

つ
い
て
、
自
己
自
身
の
感
情
と
思
想
を
糧
と
し
、
新
た
に
感
情
と
思
想

を
生
産
す
る
こ
と
だ
と
述
べ
る

(
R
P
.
1
0
0
0
)
。
こ
う
し
た
い
わ
ば
自
給

自
足
に
よ
っ
て
、
自
分
の
中
で
産
出
さ
れ
、
受
容
さ
れ
る
感
情
と
思
想

．
．
．
．
．
．
．
 

は
、
「
精
神
的
内
的
生
命
」

(vie
interne et m
o
r娑
e)
と
呼
ば
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
精
神
的
内
的
生
命
」
こ
そ
が
自
己
自
身
の
本
性
と
気

質
を
表
示
す
る
(ibid.)
。
こ
の
と
き
、
人
は
「
自
分
以
外
の
、
自
分

の
存
在
以
外
の
何
者
で
も
な
い
。
こ
の
状
態
が
続
く
限
り
、
人
は
自
分

だ
け
で
充
足
す
る
。
あ
た
か
も
神
の
如
く
」

(
R
P
.
1
0
4
7
)
。
つ
ま
り
、

人
間
は
「
存
在
の
感
情
」
に
お
い
て
自
己
の
感
情
を
自
己
自
身
で
受
け

取
り
感
じ
る
と
い
う
仕
方
で
充
足
し
、
自
己
自
身
の
存
在
を
直
接
的
な

仕
方
で
得
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
自
己
自
身
の
感
受
、
自
己
存
在

の
感
受
の
境
地
が
、
す
な
わ
ち
「
晴
朗
、
安
寧
、
平
和
、
幸
福
」
な
の

（三） で
あ
る
(
P
R
.
1
0
7
7
)
。
こ
う
い
っ
た
ル
ソ
ー
に
よ
る
「
存
在
の
感
情
」

に
お
け
る
自
己
の
あ
り
よ
う
の
描
写
は
、
確
か
に
そ
の
用
語
の
設
定
か

ら
し
て
ア
ン
リ
の
生
の
哲
学
と
の
説
近
性
を
感
じ
さ
せ
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
内
実
そ
の
も
の
を
見
て
も
、
感
情
に
お
け
る
自
己
の
感
受
の
内
在

性
は
、
ア
ン
リ
の
自
己
感
受
に
非
常
に
近
い
。
そ
し
て
、
重
要
な

の
は
、
こ
う
し
た
内
在
的
な
「
存
在
の
感
情
」
の
考
え
方
か
ら
す
る
と
、

人
間
は
他
者
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
た
り
既
知
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ

た
り
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
『
対
話
』
に
お
い
て
、
他
者
を
対
象
化
し
て
自
己
自
身

の
既
知
の
恣
意
的
な
要
素
か
ら
構
成
す
る
こ
と
は
、
他
者
を
誤
解
す
る

こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
、
と
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け

る
。
こ
の
よ
う
な
内
在
性
と
他
者
把
握
の
議
論
が
ま
さ
に
、
ア
ン
リ
が

フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
か
ら
説
き
起
こ
し
た
他
者
論
の
主
張
と
同
一
な
の
で

あ
る
。
こ
の
限
り
で
、
ル
ソ
ー
の
「
存
在
の
感
情
」
の
体
験
は
、
ア
ン

リ
の
生
の
「
自
己
ー
感
受
」
の
あ
り
方
と
重
な
り
合
う
と
い
え
る
。

「
存
在
の
感
情
」
に
お
け
る
自
己
と
他
者

で
は
、
次
に
い
よ
い
よ
、
こ
の
「
存
在
の
感
情
」
に
お
い
て
自
己
と

他
者
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
ち
う
る
の
か
、
そ
の
こ
と
を
ア
ン
リ

を
手
掛
か
り
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。
ル
ソ
ー
は
、
「
存
在
の
感
情
」
が
、

自
己
自
身
の
存
在
に
関
わ
り
つ
つ
、
そ
れ
で
い
て
自
己
自
身
に
の
み
留

ま
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
根
源
的
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レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
自
己
が
自
己
自
身
を
超
え
て
行
こ
う
と
す
る
様

を
、
ル
ソ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
私
は
全
存
在
を
自
分
の
中
に
集

中
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
膨
張
す
る
私
の
魂
は
、
そ
の
感

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

情
と
存
在

(existence)

と
を
、
否
応
無
く
他
の
存
在

(etre)

の
上

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

へ
と
拡
張
し
よ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
」

(
R
P
.
1
0
6
6
)
。
「
存
在
の
感
情
」

が
、
他
の
存
在
へ
と
拡
張
し
て
行
こ
う
と
す
る
、
こ
の
運
動
は
止
み
が

た
い
。
そ
れ
故
、
ル
ソ
ー
は
、
他
者
と
の
圃
甑
が
極
度
に
達
し
た
『
対

話
』
に
お
い
て
さ
え
、
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。
「
絶
対
的
な
孤

独
は
悲
し
く
自
然
に
反
す
る
状
態
で
あ
り
、
情
愛
深
い
感
情
が
魂
を
養

い
、
思
考
の
交
流
が
精
神
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
も
私
は
知
っ
て
い
ま

す
。
我
々
の
最
も
心
地
よ
い
生
の
あ
り
方

(existence)

は
、
相
対

的
で
集
合
的
な
も
の
で
あ
り
、
我
々
の
真
の
《
自
我
》
が
全
部
我
々
の

中
に
あ
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
結
局
、
こ
の
生
に
お
け
る
人
間
の
構

造
(constitution)
は
、
他
人
の
協
力
な
し
に
は
決
し
て
自
分
を
十
分

に
享
受
す
る

(jouir)

に
至
ら
な
い
の
で
す
」

(
R
J
.
8
1
3
)

。
自
分
を
享

受
す
る
と
は
、
す
な
わ
ち
「
存
在
の
感
情
」
の
自
己
ー
感
受
に
お
い
て

自
己
自
身
を
受
容
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
自
我
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な

自
己
I
感
受
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
上
で
、

「
存
在
の
感
情
」
を
十
分
に
享
受
す
る
為
に
は
、
ま
た
「
存
在
の
感
情
」

に
お
け
る
自
己
I

感
受
の
運
動
を
活
性
化
す
る
為
に
は
、
他
者
存
在
が

不
可
欠
だ
、
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
同
時
に
、
自
己
I

感
受
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
、
自
己
自
身
と
直
接
的
に
合
致
す
る
は
ず
の

「
自
我
」
が
、
全
て
自
己
自
身
の
中
に
存
す
る
訳
で
は
な
い
、
と
さ
え

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
我
々
は
、
ル
ソ
ー
と
ア
ン
リ
と
の
微
妙
な
ず
れ
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
確
認
す
る
な
ら
ば
、
ア
ン
リ
に
お
い
て
、
自
己
は
、

自
己
ー
感
受
と
い
う
直
接
的
か
つ
内
在
的
な
仕
方
で
の
み
生
き
る
者
た

り
え
る
。
そ
し
て
ま
た
、
彼
は
近
著
に
お
い
て
他
者
に
関
す
る
議
論
を

進
展
さ
せ
て
、
自
己
が
孤
独
の
中
で
は
生
き
ら
れ
な
い
と
は
っ
き
り
述

べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ア
ン
リ
の
自
己
ー
感
受
の
運
動
は
、
そ
れ
が
耐

(19) 

え
ら
れ
な
い
忍
受
(souffrance)
と
な
る
と
き
、
欲
動

(pulsion)

と

も
言
い
得
る
よ
う
な
運
動
の
増
殖
を
生
み
出
し
て
、
他
者
へ
と
向
か
い

得
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
ル
ソ
ー
の
議
論
と
ア
ン
リ
の
議
論
は
重
な
り
合

っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ン
リ
に
お
い
て
、
自
己
と
他
者
と
が

共
に
生
き
る
者
の
条
件
た
る
自
己
I
感
受
を
遂
行
し
、
そ
の
限
り
で
共

に
情
感
性
を
体
験
し
合
う
と
し
て
も
、
自
己
が
自
己
自
身
の
内
に
、
他

者
が
他
者
自
身
の
内
に
存
し
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

(20) 

あ
く
ま
で
も
、
自
己
の
内
在
は
破
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
ル
ソ
ー
の
言
説
は
、
明
ら
か
に
、
他
者
存
在
を
念
頭
に
置
い
て
、
「
存

在
の
感
情
」
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
、
自
己
ー
感
受
の
運
動
に
何
ら
か
の
剰
余

が
生
ま
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
自
己
の
内
在
的
な
あ
り
方
が
破
ら
れ

て
他
者
存
在
と
の
交
感
が
起
こ
り
得
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、
自
己
ー
感
受
と
い
う
用
語
に
対
し
て
、

(hetero ,
 
affection) 

異
他
I

感
受

の
可
能
性
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て
こ
の
「
存
在
の
感
情
」
の
異
他
ー
感
受

が
遂
行
さ
れ
る
場
合
、
他
な
る
も
の
と
し
て
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、

他
者
存
在
ば
か
り
で
は
な
い
。
次
の
引
用
は
、
ル
ソ
ー
が
犬
に
襲
わ
れ

た
直
後
に
味
わ
っ
た
悦
惚
の
境
地
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
こ
の

最
初
の
感
覚
は
、
一
瞬
心
地
よ
か
っ
た
。
こ
の
感
覚
に
よ
っ
て
し
か
、

私
は
未
だ
自
分
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
瞬
間
、
私
は
生
へ
と
生
ま

れ
出
よ
う
と
し
て
い
た
。
…
自
分
と
い
う
個
の
明
確
な
概
念
も
な
く
、

自
分
に
起
こ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
ご
く
些
細
な
観
念
も
な
か
っ
た
。

自
分
が
誰
な
の
か
も
、
ど
こ
に
い
る
か
も
知
ら
な
か
っ
た
。
…
私
は
自

分
の
全
存
在
の
内
に
、
う
っ
と
り
す
る
よ
う
な
静
け
さ
を
感
じ
た
。
そ

れ
は
、
い
つ
思
い
出
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
あ
ら
ゆ
る
鮮
烈
な

快
感
の
中
に
さ
え
、
そ
れ
と
比
肩
し
得
る
何
も
の
も
見
出
さ
な
い
ほ
ど

の
も
の
で
あ
っ
た
」

(
R
P
.
1
0
0
5
)
。
こ
の
引
用
か
ら
は
、
「
存
在
の
感
情
」

に
お
け
る
自
我
の
生
成
と
、
自
己
自
身
に
関
す
る
意
識
の
消
滅
と
が
同

時
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
忘
我
の

陶
酔
は
ま
た
、
自
然
へ
の
同
化
と
同
義
で
も
あ
る
。
「
私
は
自
分
自

身
を
忘
却
す
る
時
に
の
み
、
は
じ
め
て
心
地
良
く
瞑
想
し
、
夢
想
す

る
。
い
わ
ば
、
万
物
の
組
織
の
中
に
溶
け
込
ん
で
、
自
然
全
体
と
同

化
す
る
こ
と
に
、
私
は
名
状
し
難
い
夢
見
心
地
の
悦
惚
を
感
じ
る
」

(
R
P
.
1
0
6
5
-
6
)
。
「
観
察
者
が
感
受
性
の
強
い
魂
を
持
っ
て
い
れ
ば
い

る
ほ
ど
、
人
は
こ
の
[
自
然
の
]
調
和
が
自
ら
の
内
に
駆
り
立
て
る
悦
惚

に
身
を
委
ね
る
。
あ
る
心
地
よ
く
深
い
夢
想
が
、
そ
の
時
、
彼
の
感
覚

を
占
領
す
る
。
そ
し
て
、
彼
は
心
地
よ
い
陶
酔
と
と
も
に
、
こ
の
美
し

い
組
織
の
広
大
さ
の
中
に
没
入
し
て
、
そ
れ
と
同
化
し
た
と
感
じ
る
。

そ
の
時
、
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
物
象
は
彼
か
ら
逃
れ
去
る
。
彼
は
全
体
の

中
に
し
か
何
も
見
な
い
し
、
何
も
感
じ
な
い
」

(
R
P
.
1
0
6
2
-
3
)
。
こ
う

し
て
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て
は
、
「
存
在
の
感
情
」
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
、
自

己
の
生
成
と
忘
我
と
「
自
然
」
へ
の
同
化
と
が
同
時
に
起
こ
る
。
こ
の

「
自
然
」
と
の
一
体
感
を
得
て
、
「
存
在
の
感
情
」
の
自
己
l

感
受
は
拡

張
し
、
個
々
の
中
に
充
溢
す
る
。
だ
が
、
「
観
察
者
」
と
い
う
語
が
示

す
よ
う
に
、
こ
の
「
自
然
」
は
、
自
己
が
一
体
化
を
果
す
ま
で
は
、
自

己
に
対
し
て
外
在
性
を
保
つ
、
他
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の

「
自
然
」
こ
そ
す
ぐ
れ
て
、
「
存
在
の
感
情
」
の
異
他
I
感
受
が
想
定
し

得
る
も
の
だ
と
言
え
る
。

こ
う
し
て
、
他
者
存
在
の
問
題
は
、
「
存
在
の
感
情
」
を
基
軸
と
し
て
、

「
自
然
」
へ
と
逢
着
す
る
。
で
は
、
「
自
然
」
と
は
、
自
己
と
（
特
に

人
間
で
あ
る
）
他
者
が
出
会
い
、
し
か
も
両
者
が
「
存
在
の
感
情
」
の

充
溢
を
経
験
す
る
よ
う
な
場
な
の
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
「
自
然
」

は
、
ル
ソ
ー
ば
か
り
で
は
な
く
、
等
し
く
他
者
に
も
開
か
れ
て
、
「
存

在
の
感
情
」
と
同
化
さ
れ
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
言
い
換
え
れ
ば
、

こ
の
「
自
然
」
と
は
、
ア
ン
リ
が
自
己
と
他
者
と
の
共
同
体
の
条
件
と

す
る
「
生
」
の
如
き
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
ル
ソ
ー
の
「
自

然
」
は
、
外
在
的
な
面
を
も
ち
、
こ
の
点
で
は
「
自
然
」
は
、
ア
ン
リ

の
ラ
デ
イ
カ
ル
に
内
在
的
な
「
生
」
と
は
異
な
る
。
し
か
し
、
ル
ソ
ー
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に
お
い
て
異
他
ー
感
受
の
極
で
あ
る
「
自
然
」
も
ア
ン
リ
の
「
生
」
と

同
じ
く
、
自
己
の
存
在
に
先
立
ち
、
情
感
的
に
体
験
さ
れ
る
。
そ
し
て

ま
た
、
こ
の
「
自
然
」
と
一
体
化
す
る
こ
と
が
、
自
己
に
自
己
性
を
も

た
ら
す
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
、
「
自
然
」
は
こ
の
「
生
」

と
極
め
て
近
い
概
念
だ
と
言
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
ル
ソ
ー
の
「
自
然
」
は
、
ア

ン
リ
の
「
生
」
と
は
違
い
、
自
己
と
他
者
と
が
存
在
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
出

会
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
場
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
ル
ソ
ー
に
よ
れ

ば
、
自
他
の
意
思
の
疎
通
に
関
し
て
も
、
自
己
自
身
の
享
受
に
関
し
て

も
、
ま
た
「
自
然
」
へ
の
没
入
に
関
し
て
も
、
そ
の
可
能
性
は
、
「
大

き
な
変
容
を
被
っ
た
魂
」
、
「
感
受
性
の
強
い
魂
」
に
限
定
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る

(
R
P
.
1
0
4
7
`
 
1
0
6
3
)
。
つ
ま
り
、
「
存
在
の
感
情
」
に
関
わ
る
問

題
は
、
感
受
性
の
強
度
や
激
し
さ
に
お
け
る
個
々
の
差
異
に
収
束
し
て

し
ま
う
。
確
か
に
「
自
然
」
は
、
自
己
が
そ
こ
に
没
入
し
「
存
在
の
感

情
」
を
充
溢
し
得
る
と
い
う
意
味
で
は
、
特
権
的
な
他
で
は
あ
る
が
、

こ
の
「
自
然
」
が
感
受
さ
れ
得
る
か
否
か
は
人
間
の
感
受
性
の
程
度
に

依
存
す
る
。
つ
ま
り
、
「
自
然
」
は
個
々
の
感
受
性
を
基
礎
付
け
る
任

を
負
わ
な
い
。
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
は
、
個
々
の
感
受
性
こ
そ
が
最
も
根

源
的
な
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
差
異
が
解
消
さ
れ

る
よ
う
な
場
、
換
言
す
れ
ば
そ
の
差
異
を
成
立
せ
し
め
る
よ
う
な
共
通

の
場
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

で
は
、
こ
う
し
て
感
受
性
に
お
い
て
決
定
的
に
異
な
る
自
己
と
他
者

と
は
、
い
か
に
し
て
遭
遇
す
る
の
か
。
こ
れ
を
、
先
に
見
た
感
受
性
の

「
力
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
検
討
し
よ
う
。
「
そ
の
[
感
受
性
の
]
力

は
我
々
と
他
の
存
在
と
の
間
に
我
々
が
感
じ
る
関
係
に
よ
る
の
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
関
係
の
性
質
に
よ
っ
て
磁
石
の
両
極
の
如
く
、
時
に
は

積
極
的
に
引
力
と
し
て
働
き
、
時
に
は
消
極
的
に
斥
力
と
し
て
働
き
ま

す」

(
R
J
,
8
0
5
)

。
こ
の
時
、
自
己
に
働
い
て
い
る
力
と
他
者
に
働
い
て

い
る
力
と
は
一
致
し
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
自
己
と
他
者
と

の
関
係
は
、
ア
ン
リ
の
「
生
」
に
お
い
て
、
自
他
が
共
に
自
己
I

感
受

す
る
限
り
で
、
換
言
す
れ
ば
生
の
情
感
性
と
い
う
力
が
一
致
す
る
限
り

で
互
い
に
把
握
し
合
う
関
係
と
、
類
比
的
で
あ
り
得
よ
う
。
し
か
し
、

ア
ン
リ
の
場
合
に
は
、
情
感
性
に
お
け
る
力
の
一
致
と
い
う
と
き
、
引

カ
の
一
致
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
引
力
と
斥
力
の
一
致
と
言
い
得
る
よ

う
な
肉
の
抵
抗
に
お
け
る
一
致
の
場
合
に
せ
よ
、
自
己
と
他
者
と
が
決

(21) 

し
て
距
離
を
取
る
こ
と
は
な
い
。
特
に
後
者
の
よ
う
に
、
抵
抗
と
い
う

形
で
斥
力
同
士
が
働
く
よ
う
な
場
合
で
も
、
そ
れ
は
自
己
と
他
者
と
が

自
己
ー
感
受
に
お
い
て
ぴ
っ
た
り
と
接
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
故
、
そ
れ
ら
の
力
の
働
き
に
、
引
力
と
斥
力
と
い
う
名

前
を
与
え
た
と
し
て
も
、
そ
の
力
が
自
己
ー
感
受
さ
れ
る
仕
方
は
同
一

で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
力
は
、
内
在
性
を
破
り
も
せ
ず
、
距
離
を

開
き
も
し
な
い
。
つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
ら
は
「
生
の
真
理
」
の

範
疇
に
留
ま
る
。
そ
れ
に
比
し
て
、
ル
ソ
ー
の
場
合
に
は
、
他
者
に
対

し
て
反
発
す
る
斥
力
と
い
う
も
の
が
、
引
力
と
同
じ
権
利
で
明
示
さ
れ
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る
。
そ
し
て
、
こ
の
斥
力
に
お
け
る
自
他
の
力
の
一
致
と
は
、
互
い
に

互
い
を
遠
ざ
け
、
距
離
を
開
く
と
い
う
意
味
で
の
一
致
で
あ
る
。
こ
の

距
離
に
よ
っ
て
、
両
者
は
互
い
に
と
っ
て
の
対
象
と
し
て
構
成
さ
れ
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
。
事
実
、
ル
ソ
ー
自
身
は
、
他
者
に
対
す
る
斥
力

が
極
ま
る
と
、
そ
の
人
間
を
「
機
械
的
存
在
」
に
ま
で
貶
め
、
さ
ら
に

は
「
零
に
等
し
い
存
在
」
と
断
じ
て
平
気
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ン
リ

で
言
う
「
生
の
真
理
」
か
ら
「
世
界
の
真
理
」
へ
の
移
行
、
す
な
わ
ち

決
定
的
な
堕
落
が
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て
は
、
根
本
的
な
感
受
性
の
レ
ヴ
ェ

ル
で
引
力
が
働
く
か
斥
力
が
働
く
か
と
い
う
二
分
の
一
の
確
率
で
是
認

さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
思
い
出
す
な
ら
ば
、
『
対
話
』
で
の
ル
ソ
ー
は
、

自
ら
が
構
成
的
人
格
を
付
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
強
硬
に
抗
議
し
て
い
た

は
ず
で
あ
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
、
根
源
的
な
感
受
性
の
レ

ヴ
ェ
ル
で
斥
力
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
他
の
間
の
距
離
が
生

ま
れ
、
結
果
と
し
て
、
他
者
が
構
成
さ
れ
る
ば
か
り
か
、
生
き
た
人
間

で
あ
る
こ
と
す
ら
否
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
他
者
に
対
す
る
引
力
に
つ
い
て
も
、
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
「
存
在
の
感
情
」
や
自
愛
心
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
、
他
者
に

対
し
て
引
力
が
働
く
と
、
自
己
は
、
異
他
I

感
受
を
行
う
こ
と
で
自
己

を
拡
張
さ
せ
、
そ
こ
に
お
い
て
自
己
存
在
の
充
溢
を
得
る
。
し
か
し
、

ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
擬
似
的
な
他
者
体
験
も
ま
た
、
同
じ
境
地
の
獲
得

を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
二
自
分
が
書
い
た
『
夢
想
』
を
]
読
む

こ
と
は
、
そ
れ
を
書
く
の
に
味
わ
う
心
地
よ
さ
を
私
に
思
い
出
さ
せ
て

く
れ
よ
う
。
こ
う
し
て
過
ぎ
去
っ
た
時
を
私
の
内
に
再
生
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
、
私
の
存
在
を
二
重
に
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
人

•••••••••••••••••••••••••• 
間
達
と
は
関
わ
り
な
く
、
私
は
再
び
社
交
の
魅
力
を
味
わ
う
だ
ろ
う
」

(
R
P
.
1
0
0
1
)
。
こ
う
し
て
、
自
己
の
二
重
化
、
或
い
は
自
己
I

感
受
の

反
復
も
ま
た
、
他
者
存
在
と
の
関
係
と
同
様
、
「
存
在
の
感
情
」
を
豊

か
に
す
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
擬
似
的
な
他
者
体
験

に
も
与
え
ら
れ
る
高
い
評
価
は
、
逆
に
、
ル
ソ
ー
の
異
他
I

感
受
の
向

か
う
他
者
が
、
真
の
生
き
た
、
他
者
性
を
も
っ
た
他
者
た
り
え
る
の
か
、

と
い
う
疑
問
を
起
さ
せ
る
。

さ
ら
に
、
『
告
白
』
で
繰
り
返
さ
れ
る
述
懐
は
、
こ
の
疑
問
を
濃
厚

に
す
る
。
「
私
は
自
分
が
愛
情
を
も
っ
た
も
の
に
つ
い
て
中
庸
を
守
り

得
た
例
が
な
い
。
…
私
は
常
に
、
全
て
か
無
か
で
あ
っ
た
」
(
C
0
.
5
2
2
)

。

こ
こ
に
、
絶
対
的
に
他
な
る
他
者
へ
の
繊
細
な
配
慮
は
伺
わ
れ
な
い
。

そ
し
て
こ
う
し
た
態
度
は
、
ル
ソ
ー
が
他
者
を
把
握
す
る
際
に
、
必
ず

性
急
に
そ
の
他
者
が
善
人
か
悪
人
か
を
決
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
態
度

に
呼
応
し
て
い
る
。
ル
ソ
ー
に
お
け
る
自
他
の
間
の
「
透
明
性
の
希
求
」

は
、
善
人
と
は
内
面
が
外
面
に
直
接
現
れ
る
者
で
あ
り
、
悪
人
と
は
内

面
が
外
面
へ
と
現
れ
な
い
者
で
あ
る
、
と
い
う
判
断
を
導
い
た
。
し
か

し
、
そ
れ
は
見
方
を
変
え
れ
ば
、
善
人
／
悪
人
と
い
う
言
葉
で
、
感
受

性
（
内
的
情
念
）
の
強
い
者
と
弱
い
者
と
を
峻
別
し
、
そ
の
差
異
を
固

定
化
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
事
実
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て
は
、
感
受
性
の

差
異
は
本
性
上
の
差
異
と
見
な
さ
れ
て
、
他
者
は
そ
れ
に
よ
っ
て
「
感
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「
悪
人
」
と
に
大
き
く
二
分
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
ル
ソ
ー
自
身
は
、

自
ら
を
強
い
感
受
性
を
も
つ
「
特
別
に
造
形
さ
れ
た
人
間
」
す
な
わ
ち

「
善
人
」
と
称
し
た
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
様
々
な
自
伝
的
作
品
の

著
述
を
通
じ
て
、
ル
ソ
ー
は
、
自
ら
が
他
者
に
と
っ
て
他
者
で
あ
る
こ

と
、
つ
ま
り
自
ら
の
他
者
性
を
冒
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
は
過
敏
に
反

応
し
、
そ
の
確
保
を
執
拗
に
求
め
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
自
負
が
、

ル
ソ
ー
に
自
ら
の
他
者
性
を
意
識
さ
せ
、
主
張
さ
せ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、

果
た
し
て
真
に
他
者
性
一
般
へ
の
思
慮
が
彼
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は

疑
わ
し
い
。
そ
し
て
こ
う
し
た
疑
い
が
消
さ
れ
な
い
限
り
、
ル
ソ
ー
が

他
者
性
一
般
に
意
識
的
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
他
者
と
は
、
一
方
で
は
、
愛
す
べ
き

者
で
あ
り
、
自
ら
の
「
存
在
の
感
情
」
を
活
性
化
し
充
溢
さ
せ
る
必
要

不
可
欠
な
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
他
者
と
は
、
自
分

の
こ
と
を
眼
差
し
、
構
成
的
な
像
を
作
り
上
げ
る
者
と
し
て
現
れ
る
存

在
で
あ
り
、
「
機
械
的
存
在
」
に
過
ぎ
ず
、
い
っ
そ
「
零
」
と
も
言
い

得
る
存
在
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ル
ソ
ー
は
、
自
分
が
理
想
と
す
る

仕
方
で
他
者
を
捉
え
よ
う
と
し
つ
つ
、
現
実
に
は
自
分
自
身
が
批
判
し

た
ま
さ
に
そ
の
仕
方
で
他
者
を
捉
え
る
こ
と
も
辞
さ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
ま
た
、
ル
ソ
ー
は
自
ら
の
他
者
性
の
確
保
に
は
腐
心
し
た
が
、
他

者
の
他
者
性
に
は
ほ
と
ん
ど
頓
着
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
他
者
や

他
者
性
へ
の
矛
盾
し
た
ア
ン
ヴ
ィ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
態
度
に
残
さ
れ
て
い

受
性
の
鋭
い
人
間
」
と
「
そ
う
で
な
い
人
間
」
も
し
く
は
「
善
人
」
と

(
2
)
 

る
の
は
、
他
者
存
在
を
要
請
す
る
こ
と
の
み
で
あ
っ
た
ろ
う
。
「
…
私

の
心
は
今
な
お
、
そ
の
為
に
私
が
生
ま
れ
た
よ
う
な
感
情
を
糧
に
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
感
情
を
生
み
出
し
、
そ
れ
ら
を
分
ち
持
つ

••••••••••••••••• 

想
像
上
の
存
在
と
共
に
、
あ
た
か
も
こ
れ
ら
の
存
在
が
実
在
す
る
か
の

．．． 

よ
う
に
、
こ
の
感
情
を
享
受
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
存
在
を
想
像

し
た
私
に
と
っ
て
、
彼
ら
は
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
」

(
R
P
.
1
0
8
1
)
。

注
本
稿
は
、
二

0
0
0
年
十
月
六
日
に
山
形
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第
五
十
二
回
日

本
倫
理
学
会
で
の
発
表
を
元
に
し
て
い
る
。

本
文
中
、
引
用
個
所
や
参
照
個
所
で
、
頁
数
と
共
に
示
し
た
ル
ソ
ー
の
著
作
の

略
号
は
次
の
通
り
。
傍
点
に
よ
る
強
調
、
括
弧
に
よ
る
補
足
は
全
て
引
用
者
に
よ
る
。
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s
 c
o
m
p
l
e
t
e
s
 I, 
G
A
L
'
 

L
I
M
A
R
D
,
 1
9
6
4
 

(
1
)

『
対
話
』
の
中
で
登
場
す
る
、
ル
ソ
ー
の
分
身
と
そ
の
対
話
者
は
、
括
弧

つ
き
で
そ
れ
ぞ
れ
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
、
「
ル
ソ
ー
」
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
」

等
と
表
記
し
、
作
者
ル
ソ
ー
と
区
別
す
る
。
『
夢
想
』
の
中
で
一
人
称
で
語

ら
れ
る
ル
ソ
ー
自
身
に
関
し
て
は
、
単
に
ル
ソ
ー
と
記
す
。

こ
こ
で
描
写
さ
れ
る
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
像
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け

る
「
神
秘
家
」
を
努
堀
と
さ
せ
る
。

H
.
B
e
r
g
s
o
n
,
L
e
s
 d
e
u
x
 s
o
u
r
c
e
s
 d
e
 

la 
m
o
r
a
l
e
 et d
e
 la 
religion, 
P.U• 

F
.
1
9
9
5
 

(
森
口
美
都
男
訳
、
『
道
徳

と
宗
教
の
二
源
泉
』
、
世
界
の
名
著
第
五
十
三
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六

三
年
）
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(
7
)
 

(
6
)
 

(
5
)
 

(
4
)
 

(
3
)
 
ま
た
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
に
課
せ
ら
れ
た
立
場
も
絶
妙
に
保
た
れ
て
お
り
、

説
得
を
可
能
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
い
う
の
も
、
「
ル
ソ
ー
」
と

「
フ
ラ
ン
ス
人
」
と
の
「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
解
釈
を
巡
る
対
立
は
、

事
実
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
の
背
後
に
い
る
「
指
導
者
」

へ
と
持
ち
越
さ
れ
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
は
あ
た
か
も
中
立
の
立
場
で
あ
る
か

の
よ
う
に
し
て
議
論
が
進
行
す
る
。
確
か
に
、
そ
の
よ
う
に
「
フ
ラ
ン
ス
人
」

を
遇
す
る
「
ル
ソ
ー
」
の
態
度
の
は
背
漿
に
は
、
陰
謀
に
引
き
入
れ
ら
れ

て
い
る
人
々
の
「
お
そ
ら
く
四
分
の
三
」
は
、
陰
謀
の
内
実
を
知
ら
ず
に

そ
れ
に
荷
担
し
て
い
る

(RJ.894)

と
い
う
洞
察
や
、
一
般
的
に
人
々
は

天
使
で
も
悪
魔
で
も
な
く
、
そ
の
中
間
的
に
難
点
の
解
決
を
求
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

(RJ.760)
と
い
う
観
察
が
存
す
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、

こ
の
よ
う
に
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
の
立
場
を
敵
方
で
あ
る
と
固
定
せ
ず
、
比

較
的
自
由
に
保
つ
こ
と
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
が
自
尊
心
の
抵
抗
を
強
く
受

け
て
元
の
立
場
に
拘
泥
す
る
こ
と
を
防
ぐ
と
思
わ
れ
る
。

「
ジ
ャ
ン
11

ジ
ャ
ッ
ク
」
が
敵
視
さ
れ
た
原
因
に
つ
い
て
の
言
及
が
全
く

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
自
己
の
内
外
が
乖
離
し
た
こ
と
が
前
提

と
な
っ
て
出
来
上
が
っ
て
い
る
社
会
の
中
で
、
外
面
を
取
り
繕
う
行
動
を

取
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
情
念

(passion)

が
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
動
機
で
す
」

(RJ.668)
、
「
感

受
性

(sensibilite)

は
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
第
一
原
因
で
す
」

(RJ.805)
。

こ
の
よ
う
に
ル
ソ
ー
は
、
情
念
と
感
受
性
と
を
ほ
と
ん
ど
同
義
で
用
い
て

い
る
。
こ
れ
は
感
情

(
s
e
n
t
i
m
e
n
t
)

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し

『
エ
ミ
ー
ル
』
に
お
い
て
は
、
情
念
は
肉
体
に
、
感
情
は
魂
に
属
す
る
も

の
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
発
言
の
背
景
に
は
、
ル
ソ
ー
の
隠
遁
に
対
す
る
デ
ィ
ド
ロ
の
「
一
人

で
い
る
の
は
悪
人
だ
け
だ
」
と
い
う
批
判
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ル
ソ
ー
に
と
り
、
「
自
分
が
！
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
者
」
と
い
う
受
動
の
形
で

感
受
さ
れ
る
他
者
は
、
感
受
さ
れ
る
だ
け
で
十
分
に
存
在
に
値
す
る
。
そ

の
よ
う
な
場
合
、
自
分
の
も
つ
感
受
性
の
容
量
に
見
合
う
ま
で
想
像
力
で

増
幅
さ
れ
た
愛
や
憎
悪
の
情
念
が
、
他
者
に
付
与
さ
れ
、
そ
の
他
者
が
存

(10) 

(
9
)
 

(
8
)
 

在
す
る
と
確
信
さ
れ
る
に
至
る
。
詳
し
く
は
、
拙
論
「
自
我
の
亀
裂

ル
ソ
ー
の
共
同
体
を
破
綻
さ
せ
る
も
の
」
（
平
成
十
三
年
度
科
学
研
究

費
補
助
金
•
基
盤
研
究

(
B
)(2)
研
究
成
果
報
告
書
、

p
.
9
9
-
p
.
1
0
6
)

参
照

こ
の
よ
う
な
経
緯
は
、
サ
ル
ト
ル
の
「
ま
な
ざ
し
」
に
お
け
る
自
他
相
互

の
構
成
と
自
由
の
相
克
、
ま
た
「
恥
」
の
感
情
の
受
動
性
に
よ
っ
て
把
握

さ
れ
る
他
者
理
論
を
想
起
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
サ
ル
ト
ル

と
異
な
り
、
ル
ソ
ー
は
「
ま
な
ざ
し
」
の
相
克
を
逃
れ
た
先
に
、
自
足
す

る
幸
福
な
孤
独
を
認
め
、
ま
た
最
後
ま
で
他
者
と
愛
を
否
定
し
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
ル
ソ
ー
の
作
品
に
は
そ

の
初
期
か
ら
最
晩
年
に
至
る
ま
で

II

存
在
の
感
情
II

と
い
う
観
念
が
一
本

の
赤
い
糸
の
よ
う
に
貰
い
て
い
る
」
。
山
本
周
次
著
、
『
ル
ソ
ー
の
政
治
思

想
』
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二

0
0
0
年、

p.680
 

ポ
ー
ル
・
オ
ー
デ
ィ
は
、
ル
ソ
ー
の
「
自
然
の
感
情
」
に
関
す
る
論
文
の

中
で
、
「
存
在
の
感
情
」
が
ア
ン
リ
の
「
自
己
—
感
受
」
の
あ
り
方
と
一
致

す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
オ
ー
デ
ィ
自
身
の
関
心
は
、
ア
ン
リ
を
援

用
し
て
ル
ソ
ー
の
ピ
ュ
シ
ス
と
し
て
の
「
自
然
」
を
解
明
し
、
「
自
然
」
と

「
存
在
の
感
情
」
と
の
内
在
的
な
結
び
付
き
を
指
摘
し
、
そ
の
「
存
在
の

感
情
」
の
生
の
自
己
ー
感
受
に
お
い
て
こ
そ
、
人
間
の
自
己
性
と
「
自
然
」

の
実
在
性
が
生
成
す
る
こ
と
、
そ
し
て
ル
ソ
ー
の
「
自
然
」
は
主
観
性
と

対
象
性
と
の
極
限
に
存
す
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。

P
a
u
l
 A
u
d
i
.
P
o
u
r
 u
n
e
 a
p
p
r
o
c
h
e
 p
h
e
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
q
u
e
 d
u
 s
e
n
t
i
m
e
n
t
 

d
e
 la n
a
t
u
r
e
 R
o
u
s
s
e
a
u
磨
e
C
H
e
n
r
y、A
h
c
h
e
l
H
e
n
t
y
`
L
ぷミ
h
、e
苔
e
d
e
 

L
a
 Vie. L
e
s
 E
d
i
t
i
o
n
 D
u
 
Cerf• 

Paris, 2
0
0
1
,
 p
.
4
0
7
-
p
.
4
3
8
 

た
だ
し
、
こ
の
論
文
に
お
け
る
オ
ー
デ
ィ
の
関
心
は
、
他
者
把
握
そ
の
こ

と
に
は
な
い
。
ま
た
、
ア
ン
リ
は
そ
の
後
、
『
我
は
真
理
な
り
』
や
『
受
肉
』

を
著
し
、
生
の
概
念
の
基
本
線
は
維
持
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ

て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
に
書
か
れ
た
オ
ー
デ
ィ
の
論
文
に
は
当
然
な
が
ら

そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
、
オ
ー
デ
ィ

の
指
摘
を
支
持
し
た
上
で
、
新
た
な
ア
ン
リ
の
著
作
を
も
視
野
に
入
れ
つ
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(18) 

(19) 

(17) 

(15) 

(16) 

(14) 

(13) 

(11) 

(12) 

つ
、
「
自
己
ー
感
受
」
と
い
う
観
点
を
容
れ
て
ル
ソ
ー
の
他
者
把
握
を
捉
え

直
し
、
ア
ン
リ
と
の
差
異
を
量
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
特
色
を
現
代
哲

学
の
う
ち
に
位
置
づ
け
る
。

前
掲
の
オ
ー
デ
ィ
の
論
文
、

p
.
4
1
0

M
i
c
h
e
l
 H
e
n
r
y
,
 P
h
e
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
 Materielle, 
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.1990.p.152 (
中
’
／
／
野
-
杜
い
／
／
士
口
‘
水
中
i

、『牢
K

朗
界
的
垣
呪
免
令
字
』
、

法
政
大
学
出
版
局
、
二

0
0
0
年
）
以
下
、
注
に
お
い
て
こ
の
著
作
か
ら

の
引
用
や
参
照
個
所
を
示
す
に
際
に
は
、

P
M
.
の
略
号
を
用
い
る
。

こ
の
「
生
の
真
理
」
と
「
世
界
の
真
理
」
と
い
う
概
念
自
体
は
、

M
i
c
h
e
l

H
e
n
r
y
.
 C'est M
o
i
 la 
Verite. E
d
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 Seuil, P
a
r
i
s
 `
 
1996. 
(

『

鈴

{

は
真
理
な
り
』
）
で
整
理
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
他
の
著
作
で
も
同
じ

考
え
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
以
下
、
注
に
お
い
て
こ
の
著
作
か
ら
の

引
用
や
参
照
個
所
を
示
す
に
際
に
は
、

M
V
.
の
略
号
を
用
い
る
。

P
M
.
p
.
1
1
7
.
 

さ
ら
に
、
こ
こ
か
ら
は
、
こ
の
生
の
力
が
情
感
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と

(
P
M
.
p
.
1
7
3

—

p
.
1
7
4
)

、
そ
し
て
生
の
自
己
の
受
容
に
お
け
る
感
受
性
が
〈
喜

び
〉
と
〈
苦
し
み
〉
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の
点
で
も
、
ア
ン
リ
の

議
論
と
重
な
り
合
う
。

M
i
c
h
e
l
 H
e
n
r
y
,
 
V
o
i
r
 I'invisible `
 
E
d
i
t
i
o
n
 
Frarn:;ois 
B
o
u
r
i
n
,
 P
a
r
i
s
 `
 

1988. p
.
1
4
4
 
(
宰
目
＋
小
研
二
訳
、
『
見
え
な
い
も
の
を
見
る
』
、
法
政
大
学
出

版
局
、
一
九
九
九
年
）

P
M
.
p
.
1
6
2
 

『
我
は
真
理
な
り
』
の
中
で
、
ア
ン
リ
は
、
こ
の
絶
対
的
な
「
生
」
を
神
に
、

生
き
る
者
の
生
を
人
間
に
帰
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
生
」
は
強
い
自
己
ー

感
受
を
遂
行
し
、
生
は
弱
い
自
己
ー
感
受
を
遂
行
す
る
と
い
う
区
別
を
立

て
る
。
M
V
.
p
.
1
3
5

—

1
3
6

M
i
c
h
e
l
 H
e
n
r
y
,
 I
n
c
a
r
n
a
t
i
o
n
:
 U
n
e
 p
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 d
e
 la chair, E
d
i
t
i
o
n
s
 

d
u
 Seuil `
 
Paris, 2000. 
(『要又曲内』）

前
掲
書
、

p
.
2
9
7

PM.p.174

—

175 

(21) 

(20) 

こ
れ
は
『
受
肉
』
の
内
在
的
な
自
己
を
肉
と
す
る
議
論
の
中
で
、
「
肉
は
破

ら
れ
な
い
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
て
い
る
。

ア
ン
リ
に
お
い
て
、
正
確
に
は
引
力
と
斥
力
と
い
う
用
語
は
な
い
。
ル
ソ
ー

の
引
力
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「
魅
惑
の
力
(fascination)
」

で
あ
り
、
斥
力
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
は
、
肉
に
お
け
る
「
抵
抗
の
感
情
」

が
考
え
ら
れ
る
。
「
抵
抗
の
感
情
」
と
は
、
ア
ン
リ
が
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ

ン
の
身
体
論
を
援
用
し
て
得
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
が
、
自
己
自
身
の
言
い

換
え
で
あ
る
生
き
た
肉
が
、
や
は
り
（
物
質
で
は
な
い
）
生
き
た
他
者
の
肉

に
触
れ
る
と
き
に
得
ら
れ
る
感
情
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

（
よ
し
な
が
わ
か
哲
学
哲
学
史
・
助
手
）
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