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(
1
)
 

「
女
性
性

la
feminite
」
と
は
『
全
体
性
と
無
限
』
(
-
九
六
一
）

に
お
い
て
の
み
展
開
さ
れ
る
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
は
家
、
エ
ロ
ス
ー
繁

殖
性
と
い
っ
た
問
題
系
と
と
も
に
提
起
さ
れ
る
。
こ
の
女
性
性
お
よ
び

そ
の
問
題
系
は
、
そ
れ
以
降
の
著
作
で
は
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
な
く
な

る
、
と
い
う
事
実
か
ら
し
て
特
異
な
概
念
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
女
性

性
は
他
者
を
め
ぐ
る
議
論
と
は
別
仕
立
て
で
設
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
、
女
性
性
を
巡
る
議
論
は
突
如
と
し
て
『
全
体
性
』
で

表
明
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
先
立
つ
著
書
で
予
描
さ
れ
て
い
た

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
女
性
性
は
他
者
論
と
不
可
分
な
関
係
を
有

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
論
で
は
『
全
体
性
』
に
先
行
す
る
二
著

を
参
照
し
、
女
性
性
を
め
ぐ
る
議
論
の
記
述
の
錯
綜
を
解
明
す
る
。
次

は

じ

め

に

い
で
『
全
体
性
』
で
詳
述
さ
れ
る
エ
ロ
ス
に
お
け
る
女
性
性
に
つ
い
て

検
討
す
る
。

『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
エ
ロ
ス
ー
繁
殖
性
の
萌
芽

そ
の
序
文
が
「
こ
こ
に
提
示
す
る
研
究
は
予
備
的
な
性
質
を
持
つ
」

(
2
)
 

と
の
一
文
で
始
ま
る
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
(
-
九
四
七
）
は
、
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
独
自
の
思
索
を
打
ち
出
し
た
初
め
て
の
著
書
で
あ
る
。
そ
の
「
予

備
的
性
質
」
が
単
に
『
全
体
性
』
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
前
後
の
様
々

な
論
考
へ
と
向
け
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
は
、
第
二
版
(
-
九
七

七
）
、
第
三
版
(
-
九
八
一
）
に
付
さ
れ
た
序
文
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
『
実
存
者
』
に
お
い
て
は
、
『
全
体
性
』
の
女
性
性

へ
連
な
る
と
考
え
ら
れ
る
エ
ロ
ス
に
つ
い
て
の
記
述
が
少
な
く
、
ト

ピ
ッ
ク
の
羅
列
の
よ
う
な
状
態
で
あ
り
、
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
以
下

『
時
間
と
他
者
』
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
か
ら

『
全
体
性
と
無
限
』

に
お
け
る
女
性
性
に
つ
い
て

西

田

充

穂
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の
二
点
の
み
で
あ
る
。
非
対
称
的
な
間
主
体
性
は
多
数
性
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
で
は
な
く
、
エ
ロ
ス
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
、
エ
ロ
ス
に
お

い
て
こ
そ
、
超
越
が
根
源
的
な
仕
方
で
思
考
さ
れ
、
存
在
に
囚
わ
れ
、

不
可
避
的
に
自
己
回
帰
す
る
自
我
に
別
の
な
に
も
の
か
を
も
た
ら
し
う

る
と
い
う
こ
と
(
E
E
.
1
6
4
)
。

『
全
体
性
』
の
議
論
へ
の
萌
芽
は
、
世
界
の
存
在
、
対
象
と
の
関
係

が
反
省
以
前
の
関
係
と
し
て
記
述
さ
れ
る
箇
所
に
あ
る
。
反
省
以
前
に

お
け
る
存
在
者
は
、
未
だ
主
体
の
確
立
に
達
し
て
お
ら
ず
、
実
践
と
理

論
と
の
区
別
は
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
存
在
者
の
在
り
方
は
、
自
ら
の

存
在
す
る
こ
と
を
顧
慮
す
る
こ
と
で
も
、
対
象
や
世
界
へ
向
か
う
存
在

者
の
行
為
で
も
な
い
。
こ
の
在
り
方
を
存
在
者
が
対
象
に
没
頭
す
る
様

と
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
食
べ
る
こ
と
に
準
え
る
。

「
存
在
す
る
た
め
に
食
べ
る
」
、
「
生
き
る
た
め
に
食
べ
る
」
と
い
っ

た
動
機
や
目
的
を
有
し
た
行
為
以
前
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
食
べ
ら
れ

る
も
の
を
「
糧
」
と
表
現
し
、
そ
れ
を
た
だ
「
食
べ
る
」
こ
と
と
し
て

考
察
す
る
こ
と
。
こ
れ
と
『
全
体
性
』
に
お
い
て
、
糧
の
「
享
受

j
o
u
i
s
s
a
n
c
e
 ¥
 jouir d
e
」
と
し
て
定
式
化
さ
れ
た
、
事
物
や
世
界
に
対

す
る
「
欲
求
b
e
s
o
i
n
」
を
介
し
た
関
係
に
つ
い
て
の
記
述
と
が
相
関

を
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
う
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
時
点
で
は
、

糧
へ
の
志
向
は
「
欲
望
d
e
s
i
r
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
欲
望
と
は
『
全

体
性
』
で
は
、
他
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
指
標
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
実

存
者
』
で
の
欲
望
に
よ
る
関
係
の
特
徴
が
「
欲
望
と
そ
の
充
足
と
の
完

全
な
一
致
」

(
E
E
.
6
5
)

に
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
術
語
が
欲
求
へ
と
置
き

換
え
ら
れ
た
と
み
な
し
て
か
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
。

注
目
す
べ
き
は
、
事
物
と
の
関
係
を
考
察
す
る
際
に
、
こ
の
「
食
べ

る
」
の
対
照
項
と
し
て
「
愛
す
る
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
『
全

体
性
』
に
お
い
て
「
食
べ
る
」
と
は
他
者
で
は
な
く
、
事
物
と
の
関
係

の
指
標
で
あ
り
、
「
愛
す
る
」
と
は
、
女
性
性
を
検
討
す
る
際
に
問
題

と
な
る
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
実
存
者
』
に
お
け
る
「
愛
す
る
」
は
、

他
人
の
存
在
す
る
「
対
象
な
き
次
元
」

(
E
E
.
6
6
)

に
存
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
「
愛
す
る
」
は
、
他
者
関
係
の
考
察
へ
の
端
緒
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
愛
の
特
徴
が
「
本
質
的
で
癒
し
が
た
い
飢
え
」

(ibid.
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
愛
の
飢
え
と
事
物
を
求

め
る
飢
え
と
が
往
々
に
し
て
取
り
違
え
ら
れ
る
と
い
う
記
述
か
ら
、
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
が
既
に
事
物
と
他
者
へ
の
志
向
を
別
様
に
考
え
て
い
た
こ
と

が
伺
え
る
。
こ
の
よ
う
な
「
愛
す
る
」
の
考
察
か
ら
、
『
全
体
性
』
に

お
い
て
、
事
物
へ
の
「
欲
求
」
に
対
比
さ
れ
る
他
者
へ
の
「
欲
望

d
e
s
i
r
」

の
要
素
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
『
実
存
者
』
に
お
け
る
「
愛
す
る
」
を
め
ぐ
る
記

述
に
は
、
『
全
体
性
』
で
の
他
者
と
の
関
係
で
は
な
く
、
女
性
性
と
の

関
係
に
限
っ
て
適
用
さ
れ
る
記
述
と
の
重
な
り
が
見
ら
れ
る
。
「
愛
さ

れ
る
も
の
(l'etre
a
i
m
e
)
の
前
面
で
覚
え
る
混
乱
は
、
経
済
的
な
用
語

で
所
有
と
称
さ
れ
る
も
の
に
先
行
し
て
見
い
出
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

所
有
そ
の
も
の
に
お
い
て
も
見
い
出
さ
れ
る
」

(ib
笠
）
と
い
っ
た
一
文
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や
、
食
べ
る
こ
と
の
「
模
擬
行
為
」
と
し
て
愛
す
る
こ
と
を
示
す
点
は
、

『
全
体
性
』
に
お
け
る
女
性
性
の
記
述
が
錯
綜
す
る
要
因
と
な
っ
て
い

(
3
)
 

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
時
間
と
他
者
』
「
女
性
的
な
も
の
」
の
導
入

『
時
間
と
他
者
』
(
-
九
四
八
）
は
『
全
体
性
』
へ
の
素
描
と
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
別
の
観
点
か
ら
も
注
目

さ
れ
る
。
そ
れ
は
第
二
版
(
-
九
七
九
）
に
付
さ
れ
た
序
文
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
そ
こ
で
次
の
点
を
強
調
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
超
越
す
る
他
性
の
概
念
」
へ
の
探
究
が
「
諸
々

の
差
異
に
際
立
つ
差
異
と
し
て
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
質
の
差
異
と
は
異
な

る
質
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
差
異
の
質
そ
の
も
の
」

(TA.14)
で
あ
る

女
性
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
序
文
は
、
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
が
『
全
体
性
』
以
後
に
ー
『
存
在
す
る
と
は
別
様
に
』
（
一

(
5
)
 

九
七
四
）
以
後
で
も
あ
る
—
え
J

の
議
論
の
枠
組
み
を
再
評
価
し
て
い

(
6
)
 

る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
時
間
と
他
者
』
は
『
実
存
者
』
で
の
議
論
の
筋
道
を
ほ
ぼ
踏
襲
し

て
い
る
。
『
実
存
者
』
で
は
、
「
倦
怠
」
や
「
疲
労
」
と
い
う
切
り
口
か

ら
存
在
へ
の
考
察
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
時
間
と
他
者
』

で
の
そ
れ
に
比
し
て
自
己
完
結
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
と
い
う
の
も
、

『
時
間
と
他
者
』
で
の
存
在
の
考
察
は
、
存
在
者
の
外
部
へ
の
経
路
を

獲
得
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
視
座
が
、
「
孤

独
」
で
あ
り
、
ま
た
、
糧
と
の
関
係
を
享
受
と
定
め
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
糧
と
の
関
係
に
、
新
た
に
「
労
働
le
travail
」
が
挿
入
さ
れ
て

い
る
。
労
働
は
、
『
全
体
性
』
で
は
、
他
者
へ
の
関
係
の
―
つ
で
あ
る

の
だ
が
、
こ
こ
で
は
未
だ
そ
の
よ
う
な
明
確
な
位
置
付
け
は
な
さ
れ
て

い
な
い
。
積
極
的
な
仕
方
で
他
者
と
の
関
係
を
見
い
出
し
う
る
の
は
、

未
来
お
よ
び
他
者
の
考
察
に
お
い
て
で
あ
る
。

さ
て
、
後
者
に
お
い
て
、
女
性
性
の
議
論
に
連
な
る
と
考
え
ら
れ
る

「
女
性
的
な
も
の

le
f
e
m
i
n
i
n
」
が
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
「
絶
対
的
に
対
立
す
る
対
立
者
、
絶
対
的
に
他
な
る
も
の
に
留
ま
る

項
を
可
能
に
す
る
対
立
者
」

(TA.77)
と
し
て
見
定
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
『
全
体
性
』
の
他
性
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う

の
も
、
『
時
間
と
他
者
』
の
時
点
で
は
、
他
者
の
他
性
と
女
性
性
と
は

未
だ
分
か
た
れ
て
お
ら
ず
、
女
性
的
な
も
の
こ
そ
が
「
本
質
的
に
他
な

る
も
の
」
で
あ
り
、
「
他
者
が
本
質
と
し
て
担
う
他
性
」
を
ま
さ
に
担

う
も
の
と
し
て
女
性
的
な
も
の
が
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ

の
女
性
的
な
も
の
の
現
わ
れ
が
光
を
前
に
し
て
逃
避
し
、
自
ら
を
隠
す

「
恥
じ
ら
い

la
p
u
d
e
u
r
」
や
「
慎
み
深
さ
la
discretion
」
と
規
定

さ
れ
る
こ
と
、
女
性
的
な
も
の
と
の
関
係
が
エ
ロ
ス
に
お
け
る
「
愛
撫

la 
c
a
r
e
s
s
e
」
や
「
官
能
la
v
o
l
u
p
t
e
」
か
ら
考
察
さ
れ
る
こ
と
。
こ

れ
ら
は
『
全
体
性
』
で
の
女
性
性
に
つ
い
て
の
考
察
に
継
承
さ
れ
て
い

る。
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ま
た
、
女
性
的
な
も
の
は
『
時
間
と
他
者
』
で
言
及
さ
れ
る
対
面
ー

対
話
関
係
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
対
面
す
る
二
者
は
「
私
ー
き
み

m
o
i
 ,
 
toi
」
で
表
現
さ
れ
て
お
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
れ
が
並
列
の
関

係
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
対
面
I

対
話
関
係
は
、

『
全
体
性
』
に
お
い
て
高
低
差
を
芋
ん
だ
関
係
と
し
て
示
さ
れ
る
「
私

I

あ
な
た

je
,
 
v
o
u
s
」
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
「
私
I

き
み
」

と
い
う
表
現
は
、
『
全
体
性
』
に
到
っ
て
は
、
も
は
や
対
面
ー
対
話
関

係
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
女
性
性
と
の
関
係
に
限
定
し
て
用
い
ら
れ
て

(
7
)
 

い
る
。
『
時
間
と
他
者
』
に
お
い
て
、
「
媒
介
な
き
対
面
」
が
女
性
性
と

の
関
係
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
(
T
A
.
8
9
)

が
、
『
全
体
性
』
と
の
決

定
的
な
違
い
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
『
時
間
と
他
者
』
で
は
、
女
性
的

な
も
の
こ
そ
が
他
者
関
係
を
考
察
す
る
要
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
他
者
と
し
て
の
他
者
と
の
関
係
は
エ
ロ
ス
に
お
い
て
明

ら
か
に
さ
れ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
女
性
的
な
も
の
か
ら
他
者
の
考
察
に

着
手
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
エ
ロ
ス
が
対
面
関
係
に
先
行
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
エ
ロ
ス
の
先
行
性
は
、
女
性
的
な
も
の
の
対
面
関
係
へ
の
先

行
性
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
時
間
と
他
者
』
で
の
「
女
性
的
な
も
の
」

と
対
面
関
係
、
『
全
体
性
』
で
の
「
女
性
性
」
と
対
面
関
係
と
を
比
較

す
る
と
、
後
者
で
は
、
女
性
性
は
対
面
ー
対
話
関
係
か
ら
排
除
さ
れ
る

と
い
う
仕
方
で
そ
の
位
置
付
け
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
『
時
間
と
他
者
』
で
は
、
女
性
と
い
う
性
差
を
帯
び
た
異

他
性
を
他
者
あ
る
い
は
他
性
と
措
き
、
そ
れ
を
前
提
に
、
他
者
を
め
ぐ

（一）

『
全
体
性
と
無
限
』
他
者
の
享
受

る
議
論
を
構
築
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
『
全
体
性
』
に
到
っ

て
は
、
そ
の
議
論
を
対
面
ー
対
話
関
係
の
他
性
と
、
以
下
で
検
討
す
る

女
性
性
と
の
二
系
に
分
け
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

著
者
で
あ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
生
物
学
的
に
男
性
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

女
性
的
な
も
の
を
異
他
性
と
措
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
論
で
は
問
わ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
性

s
e
x
e
」

や
「
性
差

di
惹
r
e
n
c
e
d
e
 s
e
x
e
s
」
が
様
々
な
類
や
種
と
い
っ
た
論
理

的
な
分
割
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
矛
盾
で
も
な
く
、
全
体
と
部
分
の

関
係
を
形
成
す
る
よ
う
な
相
補
的
な
二
項
の
二
元
性
で
も
な
い
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
お
り

(
T
A
.
7
7
-
8
)
、
「
女
性
／
男
性
」
と
い
っ
た
二
項
か

ら
な
る
性
差
の
一
対
と
し
て
そ
れ
を
導
入
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
明

示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

女
性
性
を
め
ぐ
る
両
義
性

『
全
体
性
』
に
お
け
る
女
性
性
は
、
「
顔
に
お
け
る
他
人
の
顕
現
を

前
提
と
し
、
か
つ
そ
の
顕
現
を
超
越
す
る
次
元
」
で
あ
る
「
愛
と
繁
殖

性
の
次
元
」

(
T
I
.
2
8
4
)

ー
正
確
に
は
前
者
ー
で
主
に
考
察
さ
れ
る
。

愛
の
次
元
に
配
さ
れ
る
他
者
は
、
「
愛
さ
れ
る
も
の
l
`

A
i
m
e
」
で
あ
り
、

か
つ
、
「
愛
さ
れ
る
女
性

l
'
A
i
m
e
e
」
と
表
現
さ
れ
る
。
女
性
性
は
愛

さ
れ
る
こ
と
に
見
い
出
さ
れ
る
た
め
、
以
下
の
課
題
は
、
存
在
者
が
他
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者
を
「
愛
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
の
記
述
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
に
あ
る
。

他
者
を
愛
す
る
こ
と
と
、
対
面
関
係
の
他
者
と
対
話
す
る
こ
と
と
は

他
者
と
の
関
係
を
単
に
二
分
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
「
他
人
の
現
前
が
、

こ
の
顔
と
い
う
現
前
と
同
時
に
そ
の
退
却
と
不
在
に
お
い
て
顕
現
す

る」

(
T
I
.
1
6
6
)

。
対
話
者
と
し
て
の
他
者
が
顔
に
お
い
て
現
前
す
る
他

性
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
退
却
と
不
在
」
で
あ
る
「
女
性
な
る
も
の

la

Femme」
は
「
慎
み
の
本
質
そ
の
も
の
」
に
お
い
て
現
わ
れ
る
「
卓

越
し
た
も
て
な
し
に
満
ち
た
迎
え
入
れ
を
な
す
他
者
」
で
あ
る
。
『
時

間
と
他
者
』
で
は
、
高
低
差
が
な
い
と
い
う
意
味
で
否
定
的
に
指
示
さ

れ
た
並
列
の
関
係
が
、
『
全
体
性
』
で
は
女
性
性
と
の
関
係
を
示
す
も

の
と
し
て
「
私
I

き
み
」
と
表
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
女
性
的
他
性
と

の
関
係
は
「
教
え
な
き
言
語
」
、
「
沈
黙
の
言
語
」
で
あ
る
と
明
言
さ
れ

る
(
i
b
i
d
.
)

。

対
面
ー
対
話
の
他
者
を
前
提
と
し
、
女
性
性
と
し
て
愛
さ
れ
る
他
者

は
、
そ
の
前
提
で
あ
る
他
者
を
超
え
、
新
た
な
他
者
関
係
へ
と
到
る
途

上
に
位
置
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
女
性
性
も
ま
た
顔
を
な
さ
な
い

わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
そ
れ
自
体
が
意
味
表
出
で
あ
る
他
者
の
顔

が
具
え
る
意
味
作
用
の
対
極
に
あ
る
。
愛
さ
れ
る
女
性
の
顔
は
他
者
の

顔
か
ら
否
定
的
に
導
か
れ
る
意
味
作
用
の
欠
如
で
あ
り
、
「
表
出
の
拒

否
」
、
「
対
話
の
終
わ
り
」
を
表
す
の
み
で
あ
る
(
T
I
.
2
9
1
)
。

他
者
の
他
性
が
事
物
の
他
性
と
は
異
な
る
絶
対
的
な
他
性
で
あ
り
、

絶
対
的
な
外
部
性
と
し
て
出
会
わ
れ
る
の
に
対
し
、
女
性
的
な
も
の
は

「
内
的
な
生
が
位
置
付
け
ら
れ
る
地
平
の
基
本
的
な
方
位
の
一
っ
と
し

て」

(
T
I
.
1
6
9
)
出
会
わ
れ
る
。
外
部
性
が
対
面
ー
対
話
関
係
を
介
し
て

辿
ら
れ
る
他
者
の
他
性
と
の
超
越
の
関
係
で
あ
る
の
に
対
し
、
内
面
性

は
存
在
者
の
内
的
な
生
と
し
て
、
享
受
の
展
開
に
お
い
て
確
立
さ
れ
る
。

享
受
と
は
他
者
経
験
と
は
別
に
辿
ら
れ
る
世
界
経
験
で
あ
り
、
前
述
の

「
食
べ
る
」
の
考
察
に
連
な
っ
て
い
る
。
食
物
摂
取
を
モ
デ
ル
と
し
た

享
受
は
、
事
物
の
他
性
へ
の
「
依
存
」
と
「
独
立
」
と
い
う
相
反
す
る

在
り
方
で
、
一
切
の
他
な
る
も
の
か
ら
の
存
在
者
の
「
分
離
」
と
い
う

在
り
方
の
達
成
へ
と
向
か
う
。
こ
の
よ
う
な
享
受
が
「
存
在
の
質
料
と

の
究
極
の
関
係
」

(
T
I
.
1
4
0
)

で
あ
る
の
は
、
世
界
が
享
受
の
糧
の
総
体

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
風
景
や
環
境
の
よ
う
な
存
在
者
を
取
り
巻
く
「
要

素
」
で
も
あ
る
た
め
で
あ
る
。
世
界
と
は
、
享
受
に
よ
っ
て
自
我
ー
自

己
関
係
を
な
す
存
在
者
の
出
来
す
る
場
そ
の
も
の
で
あ
り
、
存
在
者
に

と
っ
て
は
居
心
地
の
悪
い
非
人
称
の
存
在
の
場
11
i
l
 

y
a
で
あ
る
。
要

素
は
i
l

y
a
へ
と
延
長
し
て
い
る

(
T
I
.
1
5
1
)

。
享
受
は
、
そ
う
い
っ
た

i
l
 

y
a
の
恐
怖
か
ら
の
脱
出
の
方
途
で
あ
り
(
T
I
.
2
0
8
)
、
女
性
性
と
の

出
会
い
は
、
こ
の
よ
う
な
局
面
に
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
女
性
性
は
内
在
に
の
み
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。

と
い
う
の
も
、
存
在
者
に
と
っ
て
、
他
者
の
他
性
と
女
性
性
と
の
出
会

い
は
同
時
に
成
立
し
て
お
り
、
愛
は
他
者
と
の
関
係
を
も
超
越
す
る
か

ら
で
あ
る
。
「
〈
他
人
〉
へ
と
向
か
う
超
越
で
あ
る
愛
は
わ
れ
わ
れ
を

．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

内
在
そ
の
も
の
の
手
前
へ
導
く
」

(
T
I
.
2
8
4
)
。
つ
ま
り
、
愛
は
他
者
へ
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と
し
て
隠
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
「
〈
未
だ
存
在
し
な
い
も
の
〉
《
n
e
,
 

そ
れ
で
は
、
女
性
性
の
現
わ
れ
と
そ
の
現
わ
れ
の
場
は
い
か
な
る
も

の
で
あ
る
の
か
。
「
愛
さ
れ
る
女
性
の
公
現
(epiphanie)
は
、
柔
和
さ

の
体
制
(r硲
i
m
e
d
e
 t
e
n
d
r
e
)
と
一
な
る
も
の
で
し
か
な
く
、
柔
和
な

も
の
の
様
式
(
m
a
n
i
e
r
e
d
u
 t
e
n
d
r
e
)
は
、
極
度
の
脆
さ

(fragilite

e
x
t
r
e
m
e
)
、
被
可
傷
性

(vulnerabilite)
に
あ
る
。
柔
和
さ
の
様

式
は
存
在
す
る
も
の
と
存
在
し
な
い
も
の
と
の
境
界
に
顕
現
す
る
」

(
T
I
.
2
8
6
)

。
こ
の
境
界
を
明
ら
か
に
す
る
と
、
存
在
す
る
も
の
の
極
限

は
、
「
剥
き
出
し
で
〈
意
味
作
用
の
な
い
〉
厚
み

e
p
a
i
s
s
e
u
r

^
 

n
o
n
 ,
 

signifiante> 
et c
r
u
e
」
、
「
吐
怜
外
な
超
質
料
性

ultramaterialite
e
x
 ,
 

orbitante
」
と
表
わ
さ
れ
て
い
る
(
T
I
.
2
8
6
)

。
こ
の
存
在
す
る
も
の
の

限
界
に
は
、
「
非
ー
存
在
の
存
在

e
s
s
e
n
c
e
d
e
 cette n
o
n
 ,
 
e
s
s
e
n
c
e
」

れ
る
。

の
超
越
で
あ
り
つ
つ
、
他
者
の
他
性
へ
と
向
か
う
欲
望
だ
け
で
な
く
、

事
物
や
世
界
の
他
性
の
享
受
を
持
続
さ
せ
、
そ
の
他
性
を
存
在
者
に
内

在
化
す
る
た
め
の
欲
求
を
も
介
す
る
関
係
を
導
く
の
で
あ
る
。
「
他
人

が
他
性
を
維
持
し
つ
つ
、
欲
求
の
対
象
と
し
て
現
わ
れ
る
可
能
性
、
さ

ら
に
は
他
人
を
享
受
す
る
可
能
性
、
…
欲
求
と
欲
望
と
の
こ
の
同
時
性

…
が
エ
ロ
ス
的
な
も
の

(l'erotique)
を
構
成
す
る
」

(
T
I
.
2
8
5
)

。
他

者
の
他
性
と
は
、
存
在
者
が
そ
れ
を
享
受
の
糧
と
し
て
生
き
る
こ
と
の

で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
享
受
の
対
象
な
ら
ざ
る
他
性
、
そ
れ
ゆ
え
に

絶
対
的
な
他
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
女
性
性
に
お
い
て
他
者
は
享
受
さ

愛

撫

「
他
人
の
他
性
を
維
持
し
つ
つ
、
他
人
を
欲
求
の
対
象
と
し
て
享
受

す
る
」
と
い
う
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
議
論
に
お
い
て
そ
れ
自
体
矛
盾
す
る
関

係
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
女
性
性
は
不
可
欠
な
媒
介
項
で
あ
る
。
と

（二） p
a
s
 ,
 
etre ,
 
e
n
c
o
r
e》
」

が
措
か
れ
て
お
り
(
T
I
.
2
8
7
)

、
一
方
の
、
存

在
し
な
い
も
の
の
極
限
に
は
、
「
か
つ
て
存
在
し
、
も
は
や
存
在
し

．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

な
い
も
の
だ
け
で
な
く
、
未
だ
存
在
し
な
い
も
の
が
宿
っ
て
い
る
」

(
T
I
.
2
8
9
)

。

様
々
な
術
語
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
記
述
か
ら
導
き
う
る
こ
と
。
そ
れ

は
女
性
性
の
顕
現
が
、
存
在
す
る
も
の
と
存
在
し
な
い
も
の
と
の
境
界

で
、
未
だ
存
在
し
な
い
も
の
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ

(10) 

ナ
ス
は
様
々
な
術
語
を
駆
使
す
る
こ
と
で
、
女
性
性
の
顕
現
す
る
場
を

存
在
の
境
界
と
し
て
描
き
出
す
。
質
料
や
非
人
称
の
存
在
に
ま
で
迫
る

も
の
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、

女
性
性
は
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
女
性
性
は
存
在
者

に
比
し
て
、

il
y
a
や
質
料
と
極
め
て
近
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま

さ
に
女
性
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
で
存
在
者
は
非
人
称
の
存
在
と
一

線
を
画
し
、
そ
れ
へ
の
解
消
を
回
避
し
う
る
の
で
あ
る
。
非
人
称
の
存

在
や
質
料
で
は
な
く
、
ま
た
、
存
在
者
や
他
者
の
存
在
や
身
体
で
も
な

い
他
性
と
し
て
の
女
性
性
。
そ
れ
は
、
愛
さ
れ
る
他
者
を
「
柔
和
な
も

の
と
し
て
の
肉
」

(
T
I
.
2
8
9
)

と
し
て
享
受
す
る
た
め
に
あ
る
。
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い
う
の
も
、
女
性
性
と
は
、
愛
を
契
機
と
し
て
、
超
越
と
内
在
と
の
双

方
に
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
我
が
「
把
持
可
能
で
あ
る
と
同

時
に
接
触
不
可
能
」

(
i
b
i
d
.
)

な
愛
さ
れ
る
女
性
を
「
愛
撫
す
る
」
こ

と
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
。

．． 

「
接
触
と
し
て
の
愛
撫
は
感
受
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
愛
撫
は
感
性

．．． 

的
な
も
の
を
超
越
す
る
」

(
T
I
.
2
8
8
)

。
感
性
的
な
も
の
は
、
享
受
の
展

開
に
お
い
て
、
他
な
る
も
の
と
し
て
触
れ
ら
れ
、
把
持
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
愛
撫
は
感
性
的
な
も
の
を
超
越
す
る
接
触
な
き
把
持

で
あ
る
。
愛
撫
と
は
女
性
性
へ
と
向
か
う
関
係
の
よ
う
で
あ
る
が
、
愛

撫
の
目
的
は
女
性
性
そ
の
も
の
に
で
は
な
く
、
女
性
性
を
超
え
る
こ
と

に
あ
る
。
女
性
性
へ
の
接
触
の
不
可
能
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
一
方
の

把
持
の
可
能
に
つ
い
て
も
、
愛
撫
に
お
け
る
把
持
は
い
わ
ゆ
る
事
物
を

掴
む
こ
と
、
感
性
的
な
も
の
の
把
持
で
は
な
い
た
め
、
そ
の
意
味
で
は

「
愛
撫
は
な
に
も
の
も
把
持
し
な
い
こ
と
」

(
i
b
i
d
.
)

で
あ
る
。
愛
撫
に

お
け
る
把
持
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
感
性
的
な
も
の
を
超
え
る
未

だ
存
在
し
な
い
も
の
の
把
持
で
あ
ろ
う
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
示
す
未
だ
存

在
し
な
い
も
の
と
は
、
存
在
者
が
主
体
的
に
可
能
事
を
い
つ
か
現
実
化

さ
せ
う
る
よ
う
な
未
来
に
は
な
い
。
さ
ら
に
、
存
在
者
が
そ
の
権
能
を

最
大
限
に
用
い
て
到
達
可
能
で
あ
る
よ
う
な
未
来
は
現
在
の
延
長
で
し

か
な
い
。
し
か
し
、
「
未
だ
な
い
」
と
は
、
存
在
者
の
次
元
か
ら
は
到
達

不
可
能
な
未
来
に
存
す
る
な
に
ご
と
か
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
指
標
で

あ
る
。
エ
ロ
ス
に
お
け
る
未
来
は
、
「
絶
対
的
な
未
来
」
で
あ
り
、
そ
こ

に
お
い
て
「
自
我
は
自
ら
を
逃
れ
、
主
体
と
し
て
の
位
置
付
け
を
失
う
」

(
T
I
.
2
9
0
)

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
把
持
は
能
動
的
な
権
能
で
は
な
く
、

全
き
受
動
と
し
て
の
把
持
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
自
我
の
自
己
と
の

関
係
、
自
我
の
非
ー
自
我
と
の
関
係
は
乱
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
(
i
b
i
d
.
)

。

感
性
的
な
も
の
を
超
え
る
愛
撫
、
受
動
と
し
て
の
接
触
な
き
把
持
は
、

他
者
を
受
動
的
に
感
受
す
る
「
同
情

c
o
m
p
a
t
i
r
」
と
し
て
示
さ
れ
る
。

こ
れ
は
も
は
や
、
自
ら
の
生
を
楽
し
む
享
受
で
は
な
く
、
他
者
の
受
動

•••• 

の
感
受
で
あ
り
、
受
苦
で
さ
え
あ
る
(
T
I
.
2
9
0
)

。
自
我
が
他
者
の
生
の

••••••• 内
容
を
感
受
す
る
。
他
者
を
享
受
す
る
と
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ

る
。
糧
と
な
る
他
な
る
も
の
の
享
受
は
他
者
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
き
孤

独
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
る
が
、
他
者
の
享
受
は
自
我
と
女
性
性
と
の
「
感

受
す
る
も
の
と
感
受
さ
れ
る
も
の
の
共
通
作
用
」

(
T
I
.
2
9
7
)

に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
る
「
二
者
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」

(
T
I
.
2
9
8
)

で
あ
る
。
こ
の
共
通

作
用
に
お
け
る
「
感
受
す
る
」
と
は
、
受
動
の
自
我
の
作
用
で
あ
り
、
「
感

受
さ
れ
る
」
と
は
、
愛
さ
れ
る
他
者
と
し
て
の
女
性
性
の
受
動
作
用
で

あ
る
。
さ
て
、
こ
の
共
通
作
用
に
は
「
感
受
す
る
も
の
と
感
受
さ
れ
る

も
の
の
共
通
性
」

(
T
I
.
2
9
7
)

が
存
し
て
い
る
。
「
他
者
は
単
に
感
受
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
感
受
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
で
、
感
受
す
る
も
の

．
．
．
．
 

が
自
ら
を
確
証
す
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
同
じ
感
情
が
自
我
と
他
者

••••••••••••• 
と
に
実
体
的
に
共
通
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
」

(
i
b
i
d
.

）
。
こ
の
共
通

性
は
自
我
と
他
者
と
が
同
一
の
感
情
を
感
じ
る
こ
と
で
は
な
く
、
「
感

受
す
る
こ
と
の
同
一
性
」

(
i
b
i
d
.
)

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
他
者
は
自
我
に
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．
．
．
．
．
．
 

享
受
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
感
受
す
る
も
の
で
も
あ
り
、
ま
た
、
自
我

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

は
こ
の
他
者
の
感
受
す
る
愛
を
感
受
す
る
も
の
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
さ
ら
に
、
未
完
で
あ
る
愛
の
増
大
と
し
て
示
す
官
能

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
。
「
内
密
(
i
n
t
i
m
e
)

で
は
あ
り
な

が
ら
も
間
主
観
的
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
官
能
は
、
一
な
る
意
識
に
ま

••••••••• 

で
単
純
化
さ
れ
な
い
。
官
能
に
お
い
て
、
他
者
と
は
、
自
我
で
あ
り
、

か
つ
、
自
我
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る
」

(
T
I
.
2
9
7
)

。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お

い
て
、
非
対
称
を
意
味
す
る
「
間
主
観
的
構
造
」
を
な
す
の
は
、
自
我

と
他
者
で
あ
り
、
二
者
を
二
者
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

の
議
論
の
要
諦
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
他
者
の
享
受
は
糧
の
そ
れ
と
同

等
な
自
己
同
化
で
は
な
く
、
感
受
す
る
こ
と
の
同
一
性
を
二
者
の
合
一

と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
我
は
も
は
や
権
能
と
し
て
あ
る
の
で

は
な
い
が
、
存
在
者
の
人
格
な
ら
び
に
実
体
の
極
点
た
る
自
我
が
解
消

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
他
者
の
享
受
は
、
自
ら
の
生
を
享
受

す
る
自
我
が
事
物
の
他
性
を
糧
と
し
て
存
在
者
の
自
己
に
組
み
込
む
自

己
同
化
で
は
な
く
、
反
対
に
、
存
在
者
を
そ
の
よ
う
な
「
自
我
の
自
己

回
帰
」
か
ら
解
放
す
る
自
己
解
体
と
し
て
機
能
す
る
。
非
対
称
な
関
係

に
あ
る
自
我
と
他
者
と
は
、
相
補
的
な
関
係
で
も
な
い
。
他
者
が
自
我

と
同
格
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
、
エ
ロ
ス
に
お
け
る
女
性
性
も
ま
た

自
我
と
同
格
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
女
性
性
が
見
い
出
さ
れ
る

前
提
で
あ
り
、
か
つ
、
女
性
性
と
の
関
係
を
経
る
こ
と
で
超
え
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
他
者
が
、
自
我
の
愛
す
る
こ
と
を
感
受
す
る
者
で
あ
る
た

め
に
は
、
〈
同
〉
と
非
対
称
な
〈
他
〉
で
あ
る
と
い
え
ど
も
、
他
者
は
〈
同
〉

と
同
様
の
構
造
を
な
す
存
在
者
で
な
け
れ
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ

も
な
け
れ
ば
、
「
感
受
す
る
こ
と
の
同
一
性
」
は
成
立
し
な
い
だ
ろ
う
。

国

女

性

化

存
在
者
の
愛
は
愛
撫
に
よ
っ
て
未
だ
存
在
し
な
い
も
の
を
求
め
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
愛
に
関
係
す
る
女
性
性
と
し
て
の
他
者
も
ま

た
自
我
と
同
様
に
「
愛
す
る
」
こ
と
を
展
開
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
女
性

性
も
ま
た
、
未
だ
存
在
し
な
い
も
の
を
求
め
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
存
在
者

と
女
性
性
と
の
関
係
に
、
未
だ
存
在
し
な
い
も
の
が
も
た
ら
さ
れ
な
い

限
り
、
両
者
に
よ
る
愛
の
関
係
が
終
息
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
、

愛
は
「
存
在
者
の
構
造
を
な
さ
な
い
も
の
、
無
限
に
未
来
で
あ
る
も
の
、

•••••••• 産
出
す
る
べ
き
も
の
」

(
i
b
i
d
.
)

へ
と
向
か
う
。
こ
こ
で
示
さ
れ
る
「
存

在
者
の
構
造
を
な
さ
な
い
も
の
」
と
は
女
性
性
を
担
う
他
者
の
謂
で
は

な
く
、
む
し
ろ
、
未
だ
存
在
し
な
い
が
ゆ
え
に
存
在
者
で
は
な
い
も
の

と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
女
性
性
は
こ
の
未
だ
存
在
し
な
い
も
の
ヘ

と
向
か
う
と
い
う
目
的
と
そ
の
成
就
の
た
め
の
媒
介
項
な
の
で
あ
る
。

••••••• 

し
た
が
っ
て
、
女
性
性
は
女
性
性
そ
の
も
の
と
し
て
求
め
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
自
我
が
他
者
を
享
受
す
る
こ
と
に
お
い
て
「
エ
ゴ
イ
ス

ト
の
極
み
」
に
達
し
、
「
最
も
残
忍
な
享
受
」
に
充
足
す
る
と
は
、
他

者
を
他
性
に
お
い
て
遇
す
る
こ
と
の
な
い
関
係
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

の
議
論
ー
倫
理
的
な
他
者
論
に
お
い
て
、
以
上
に
検
討
し
て
き
た
よ
う

76 



な
、
他
者
を
な
に
が
し
か
の
「
た
め
に
」
あ
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
者
の

他
性
と
の
超
越
の
関
係
を
繋
ぎ
留
め
、
さ
ら
に
は
、
内
在
に
ま
で
及
ぶ

他
者
と
の
関
係
を
確
保
す
る
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
、
他
性
の
迂
回
路

と
し
て
女
性
性
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の

も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
「
た
め
に
」
必
要
と
さ
れ
た
他
者
に
つ
い
て
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
が
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
。
「
女
性

(feminin)

と

し
て
の
他
人
と
の
出
会
い
が
必
要
で
あ
る
の
は
、
可
能
事
の
彼
方
で
、

投
企
の
彼
方
で
、
子
ど
も
の
未
来
が
生
じ
る
た
め
で
あ
る
」
(
T
I
.
2
9
9
)

。

そ
れ
ゆ
え
、
未
だ
存
在
し
な
い
も
の
へ
の
関
係
は
女
性
性
な
し
に

は
成
立
し
え
な
い
。
未
だ
存
在
し
な
い
も
の
へ
向
け
て
女
性
性
が
超

え
ら
れ
て
ゆ
く
際
に
、
先
の
感
受
す
る
こ
と
の
同
一
性
が
重
要
に

••••••••••.••••••• 

な
る
。
「
私
が
充
全
に
愛
す
る
の
は
他
人
が
私
を
愛
す
る
と
き
の
み
」

(
T
I
.
2
9
8
)

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
我
が
他
者
を
愛
す
る
と
き
に
は
、

そ
の
他
者
も
ま
た
自
我
と
同
様
に
、
自
我
を
愛
す
る
者
で
あ
る
こ
と
が

必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
二
者
が
二
者
の
ま
ま
同
一
の
感

情
を
感
受
す
る
こ
と
が
、
愛
す
る
こ
と
の
充
全
さ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

．
 

こ
の
充
全
さ
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
官
能
が
「
自
己
同
一
化
の
比
類
な

き
局
面
」
「
裏
伴
蛮
化

trミ
n
s
,
 
substatiation
」
と
し
て
あ
り
、
「
同
と

他
者
と
が
子
ど
も
を
産
む
」

(ibid.)
た
め
で
あ
る
。

ェ
ロ
ス
の
展
開
で
あ
る
繁
殖
性
に
到
っ
て
、
自
我
と
息
子
と
の
関
係

に
お
い
て
「
全
面
的
な
超
越
、
実
体
変
化
と
し
て
の
超
越
」
が
遂
げ
ら

れ
る
場
面
で
は
、
女
性
性
と
の
関
係
で
見
ら
れ
た
「
か
の
よ
う
に
」
と

い
う
留
保
が
外
さ
れ
る
。
そ
こ
に
到
っ
て
、
官
能
に
お
い
て
「
実
体
的

．
．
．
．
．
 

に
共
通
で
あ
る
か
の
よ
う
に
」
感
受
さ
れ
る
愛
が
、
こ
の
子
ど
も
の
産

出
に
お
け
る
「
実
体
」
の
変
化
を
導
く
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
女
性
性
は
、
未
だ
存
在
し
な
い
も
の
ー
子

ど
も
を
産
出
す
る
た
め
に
あ
り
、
存
在
と
非
ー
存
在
の
境
界
に
設
け
ら

れ
て
い
た
そ
の
現
わ
れ
の
場
は
、
存
在
す
る
も
の
と
未
だ
存
在
し
な
い

も
の
と
を
繋
ぐ
場
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

愛
か
ら
官
能
に
か
け
て
の
自
己
同
一
化
は
自
我
の
自
己
回
帰
で
あ

る
。
し
か
し
、
他
者
の
享
受
は
、
自
我
の
自
己
回
帰
か
ら
の
解
放
、
自

己
解
体
で
も
あ
る
た
め
、
自
我
と
女
性
性
の
「
混
合
と
同
時
に
区
別
で

あ
る
二
重
性
」

(
T
I
.
3
0
2
)

に
よ
っ
て
養
わ
れ
る
。
受
動
の
自
我
は
「
受

容
さ
れ
た
愛
の
受
動
性
に
よ
っ
て
自
同
性
を
保
つ
」

(ibid.
）
と
同
時
に
、

「
自
己
自
身
の
自
己
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
他
者
の
自
己
で
も
あ
る
」

(
T
I
.
3
0
3
)

。
愛
に
お
け
る
自
我
と
女
性
性
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
は
、

繁
殖
性
に
到
っ
て
は
自
我
と
子
ど
も
と
の
そ
れ
へ
と
展
開
す
る
。
自
己

解
体
で
も
あ
る
自
己
同
一
化
の
過
程
は
、
自
我
が
別
の
自
我
の
産
出
を

な
す
回
路
を
通
し
て
、
産
出
さ
れ
る
子
ど
も
の
自
我
に
付
さ
れ
る
。
こ

の
自
己
同
一
化
の
変
奏
は
、
主
体
の
再
編
過
程
で
あ
り
、
「
主
体
の
柔

和
化

a
t
t
e
n
d
r
i
s
s
e
m
e
n
t
」
、
「
主
体
の
女
性
化

e痣
e
m
i
n
a
t
i
o
n
」
と
さ

れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
柔
和
化
、
な
い
し
女
性
化
は
自
我
が
女
性
性
を

自
己
に
組
み
込
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
ヒ
ロ
イ
ッ
ク

77 



．． 

で
男
性
的
な
自
我

(
m
o
i
h
e
r
o
Y
q
u
e
 e
t
 viril)

が
〈
真
面
目
な
事
柄
〉

•••••••••• 

と
は
か
け
離
れ
た
こ
と
の
―
つ
の
よ
う
に
思
い
出
す
で
あ
ろ
う
こ
と
」

(
i
b
i
d
.
)

で
あ
り
、
受
動
と
し
て
の
自
我
が
、
男
性
性
と
し
て
の
別
の

自
我
を
産
出
す
る
と
い
う
事
態
に
引
き
寄
せ
て
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ

で
は
、
こ
の
女
性
化
は
女
性
性
に
と
っ
て
、
い
か
な
る
影
響
を
有
す

る
の
か
。
女
性
性
と
の
関
係
は
、
自
我
に
よ
る
子
ど
も
の
産
出
以
前
に

と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
女
性
性
の
記
述
は
自
我
と
そ
の
子
ど
も

と
の
関
係
を
論
じ
る
繁
殖
性
で
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
し
か
し
、
主
体

の
女
性
化
に
よ
っ
て
性
差
が
解
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
ゆ
え
に
、
女
性

性
が
見
い
出
せ
な
く
な
る
、
つ
ま
り
、
女
性
性
は
も
は
や
性
差
に
よ
っ

て
自
我
に
対
す
る
異
他
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
解
釈
す
べ

き
で
は
な
い
。
『
全
体
性
』
の
記
述
に
お
い
て
、
女
性
性
は
他
性
へ
と

発
展
的
に
解
消
さ
れ
る
異
他
性
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
他
者
と
の
関
係
が
成
立
す
る
際
に
は
つ
ね
に
、

「
女
性
的
な
も
の
の
永
遠
に
暴
か
れ
な
い
処
女
性
」

(
T
I
.
2
8
8
)

や
「
女

性
性
の
処
女
性
の
不
断
の
再
開
」

(
T
I
.
2
8
9
)

が
成
立
し
て
お
り
、
愛
か

ら
繁
殖
性
の
関
係
は
不
断
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
の
議
論
に
お
い
て
、
女
性
性
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
異
他
性
と

し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
者
の
現
わ
れ
に

は
つ
ね
に
、
他
者
の
他
性
と
同
時
に
女
性
性
と
の
関
係
が
成
立
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

ろ
う
。

(
5
)
 

(
4
)
 

(
3
)
 

(
2
)
 

注(
1
)
 
E
m
m
a
n
u
e
l
 L
e
v
i
n
a
s
,
 
Totalie et I
n
f
i
n
i
(
M
a
r
t
i
n
u
s
 
Nijhoff, 
1961), 

K
L
E
W
E
R
 A
C
A
D
E
M
I
C
,
 1994. 
本
文
中
で
そ
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
際

に
は
、
省
略
記
号
T
L
を
用
い
、
著
書
を
示
す
場
合
に
は
『
全
体
性
』
と
表

記
す
る
。
な
お
、
引
用
に
お
け
る
強
調
は
い
ず
れ
も
筆
者
に
よ
る
。

E
.
L
e
v
i
n
a
s
•
D
e
r
e
x

翌
e
n
c
e
d
r
e
m
ぢ
苔
n
t
,
J.VRIN (1963) ;1990. 
ペ
ー

ジ
数
を
示
す
際
の
省
略
記
号
は
E
E
.
、
本
文
中
で
著
書
を
示
す
場
合
に
は

『
実
存
者
』
を
用
い
る
。

も
は
や
、
本
論
で
取
り
上
げ
る
問
題
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
繁

殖
性

la
fecondite
に
到
る
エ
ロ
ス
」
と
い
う
議
論
の
道
筋
も
『
実
存
者
』

に
お
い
て
既
に
認
め
ら
れ
る
。
『
実
存
者
』
で
の
繁
殖
性
に
つ
い
て
の
記
述

量
も
多
く
は
な
い
。
し
か
し
、
繁
殖
性
の
議
論
は
、
む
し
ろ
、
女
性
性
や

ェ
ロ
ス
の
議
論
以
上
に
明
瞭
に
、
『
実
存
者
』
と
『
全
体
性
』
と
の
共
通
性

を
見
い
出
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
繁
殖
性
が
「
存
在
が
他
者
と
し
て
再
開

す
る
瞬
間
そ
の
も
の
」

(EE.159)
に
お
い
て
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

「
非
対
称
的
な
間
主
体
性
は
超
越
の
場
」
で
、
「
主
体
が
主
体
と
し
て
の
構

造
を
維
持
し
つ
つ
、
不
可
避
的
に
自
分
自
身
へ
と
回
帰
し
な
い
可
能
性
」
、

「
息
子
を
得
る
(avoir
u
n
 fils)
可
能
性
」

(EE.164)
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

さ
ら
に
、
『
実
存
者
』
に
お
い
て
は
、
繁
殖
性
の
成
果
と
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
が
人
間
社
会
の
関
係
と
し
て
示
す
「
兄
弟
関
係

la
fraternite
」
に
身

を
置
く
た
め
に
は
、
自
我
と
他
人
と
の
「
異
質
性

l'heterogeneite
」
が

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
関
係
に
お
い
て
は
、
単
に
原
因
や
類
で

は
な
い
「
父

le
p
e
r
e
」
を
公
準
と
す
る
と
い
う
こ
と
ま
で
も
が
示
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
『
全
体
性
』
で
展
開
さ
れ
る
議
論
で
あ
る
。

E.Levinas, 
L
e
 t
e
m
p
s
 et 
l
 ̀s
u
t
r
e
(
F
a
t
a
 M
o
r
g
a
n
a
,
 
1
9
7
9
 ;
 PU
F
,
 

1983) 
7ed. 
1998. ~
 畝
『
苧

i口万
T
A
.
。
一
九
四
七
年
は
、
同
著
の
も
と
と

な
っ
た
講
演
を
収
め
た
L
eChaix

—Le 

M
o
n
d
e
-
L
'
E
x
i
s
t
e
n
c
e
 (Cahiers 

d
u
 College 
Philosophique)

の
公
刊
年
。

E.Levinas, A
u
t
r
e
m
e
n
t
 qu'etre, 
o
u
 au'dela d
e
 !'essence, 
M
a
r
t
i
n
u
s
 

Nijhoff, 1978. 
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(10) 

(
9
)
 

(
8
)
 

(
7
)
 

(
6
)
 

『
時
間
と
他
者
』
の
第
二
版
に
お
い
て
、
新
た
に
序
文
が
付
さ
れ
た
、
と

い
う
事
実
は
、
港
道
隆
（
「
顔
の
彼
方
？
（
上
）
」
『
思
想
』
一
九
九
六
年
三

月
号
）
の
指
摘
に
よ
る
。

『
全
体
性
』
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
対
面
ー
対
話
関
係
は
、
女
性
性
の
関

与
す
る
局
面
で
は
な
い
。

こ
の
エ
ロ
ス
と
対
面
の
前
後
関
係
、
な
い
し
、
包
含
関
係
は
『
全
体
性
』

で
の
議
論
で
は
逆
転
す
る
。

女
性
性
お
よ
び
他
者
を
超
え
る
「
新
た
な
他
者
関
係
」
と
は
、
繁
殖
性
の

概
念
を
も
と
に
論
じ
ら
れ
る
、
父
ー
子
関
係
と
兄
弟
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。

本
論
注

(
3
)
参
照
の
こ
と
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
採
用
す
る
術
語
・
造
語
に
つ
い
て
、
「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
苦
労

．
．
．
．
．
 

は
、
感
性
の
言
語
を
開
発
す
る
こ
と
に
あ
る
」
（
港
道
隆
、
前
掲
論
文
）
と

い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

Chalier
は
そ
の
術
語
・
造
語
を
全
く
の

ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
と
す
る

(
C
H
A
L
I
E
R
C., 
F
i
g
u
r
e
s
 d
u
 f
e
m
i
n
i
n
.
 

L
e
c
t
u
r
e
d
'
E
m
mミ
送

u
e
l
L
8
0
inas, 
Paris, 
L
a
 nuit surveillee, 
1982)
。

K
a
y
s
e
r
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
は
、
他
者
と
の
関
係
が
時
間
で
あ

る
か
ら
、
意
識
や
表
象
を
超
え
る
時
間
を
記
述
す
る
言
葉
を
見
い
出
そ
う

と
し
て
い
る
と
指
摘
す
る

(
K
A
Y
S
E
R
P., 
E
m
m
a
n
u
e
l
 L
e
v
i
n
a
s
 :
 la 

芍
ce
d
u
/
e
n
呈
in,
Paris, 
P
U
F
,
 
2000)
。

（
に
し
だ
み
つ
ほ
哲
学
哲
学
史
・
博
士
後
期
課
程
）
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