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無

意

識

の

主

体

必
然
性
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

想
像
的
自
我
お
よ
び
そ
の
分
身
と
欲
望

「
少
し
ゆ
っ
く
り
頭
を
休
め
た
い
と
思
う
と
、
彼
は
ク
モ
を
探
し
て
き
て
互
い
に
戦
わ
せ
た
り
、
ま
た
ハ
ニ
を
取
っ
て
き
て
ク
モ
の
巣
に
投
げ
込
ん
だ

(1) 

り
し
て
こ
の
戦
い
を
た
い
そ
う
面
白
が
っ
て
眺
め
、
あ
ま
り
の
お
も
し
ろ
さ
に
時
に
は
哄
笑
さ
え
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
（
コ
レ
ル
ス
『
ス
ピ
ノ
ザ
伝
』
）

ス
ピ
ノ
ザ
の
『
ニ
テ
ィ
カ
』
第
一
―
一
部
を
取
り
上
げ
よ
う
。

「
情
動

(a巴
e
c
t
u
s
)

の
本
性
お
よ
び
起
源
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
る
こ
の
テ

ク
ス
ト
が
と
り
わ
け
興
味
を
引
く
の
は
、
人
間
の
飽
く
な
き
欲
望
が
想
像
的
な
分
身
関
係
に
淵
源
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
を
そ
れ

が
か
な
り
は
っ
き
り
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
読
解
の
キ
ー
・
コ
ン
セ
プ
ト
を
挙
げ
る
な
ら
、

ひ
と
つ
は
「
自
分
に
似
た
も
の
」
す
な
わ
ち
分
身
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
わ
れ
わ
れ
に
は
、
自
分
自
身
を
取
り
違
え
る
と
い
う

(
2
)
 

ス
ピ
ノ
ザ
的
主
体
は
無
意
識
の
主
体
で
あ
る
。
主
体
は
自
分
が
「
自
由
な
決
意
」
で
も
っ
て
語
っ
た
り
行
動
し
た
り
し
て
い
る
と
信
じ
る
。

上

野

「
わ
れ
ら
に
似
た
る
も
の
」
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る

ひ
と
つ
は
無
意
識
、
も
う

修
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そ
れ
は
彼
が
「
自
分
の
行
動
を
意
識
し
て
い
る
も
の
の
、
自
分
を
そ
れ
へ
と
決
定
す
る
原
因
を
知
ら
な
い
」
か
ら
だ

ピ
ノ
ザ
は
言
う
。

そ
も
そ
も
「
精
神
の
中
に
は
絶
対
的
な
意
志
、

「
わ
れ
わ
れ
は
想
起
し
な
い
言
葉
を
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
ば
か
り
か
、

だ
か
ら
「
精
神
の
自
由
な
決
意
で
話
を
し
た
り
黙
っ
て
い
た
り
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
為
す
と
信
じ
る
者
は
、

目
を
開
け
な
が
ら
夢
を
見
て
い
る
の
だ
」

(
E
/
3
/
P
2
/
S
)

と
言
う
の
で
あ
る
。

(
3
)
 

ス
。
ヒ
ノ
ザ
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
、
現
前
し
て
い
る
の
に
気
づ
か
れ
な
い
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
微
細
表
象
」
と
い
っ
た
も
の

(
4
)
 

で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
デ
カ
ル
ト
の
考
え
る
よ
う
な
、
身
体
の
自
動
性
に
も
と
づ
く
精
神
の
受
動
で
も
な
い
。
む
し
ろ
「
私
は
私
が
自
分

(
5
)
 

の
考
え
の
と
り
こ
に
な
っ
て
い
る
そ
の
場
所
に
は
い
な
い
」
と
い
う
、
自
己
意
識
の
学
む
自
分
自
身
と
の
根
源
的
な
ず
れ
の
問
題
な
の
だ
。

ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
「
衝
動

(
a
p
p
e
t
i
t
u
s
)
」
を
考
え
て
み
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
「
精
神
」
は
実
体
で
は
な
い
。
実
体
は
た
だ
―
つ
、
無
限

に
多
く
の
属
性
か
ら
な
る
絶
対
的
に
無
限
な
実
体
し
か
な
く
、
人
間
は
そ
の
有
限
な
様
態
に
す
ぎ
な
い
。

た
神
な
い
し
自
然
と
呼
ば
れ
る
実
体
の
無
数
に
あ
る
無
限
な
属
性
の
―
つ
で
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
し
か
じ
か
の
人
間
の
「
精
神
」
と

「
身
体
」
が
神
的
本
質
の
有
限
な
表
現
、
同
じ
も
の
の
ふ
た
つ
の
平
行
的
表
現
と
し
て
産
出
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
身
体
が
神
的
延
長
の
一

様
態
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
精
神
は
神
的
思
惟
の
一
様
態
、
す
な
わ
ち
「
身
体
の
観
念
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
精

神
の
本
質
を
構
成
す
る
最
初
に
し
て
最
も
主
要
な
も
の
は
現
実
に
存
在
す
る
身
体
の
観
念
で
あ
る
か
ら
〔
…
…
〕
、

わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
存
在
を
肯
定
す
る
努
力

定
の
「
努
力
」
、
こ
れ
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
「
衝
動
」
な
の
だ

(
E
/
3
/
P
9
/
S
)

。

(
c
o
n
a
t
u
s
)
 

「
努
力
」
と
い
う
と
、
何
か
あ
る
目
標
が
あ
っ
て
そ
の
達
成
に
努
め
る
と
い
う
語
感
が
残
る
が
、

初
に
し
て
最
も
主
要
な
も
の
は
、

自
由
に
は
な
ら
な
い
」
。

で
あ
る
」

わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
最

(
E
/
3
/
P
l
O
/
D
)

。
こ
の
身
体
肯

ス
ピ
ノ
ザ
の
「
努
力
」
は
実
は
ど
ん
な

「
思
惟
」
と
「
延
長
」
は
そ
う
し

「
あ
る
こ
と
を
想
起
し
た
り
忘
却
し
た
り
す
る
こ
と
も
精
神
の

す
な
わ
ち
自
由
な
意
志
な
ど
存
在
し
な
い
」

(
E
/
2
/
P
4
8
)

。

じ
っ
さ
い

(
E
/
3
/
P
2
/
S
)
 

と
ス
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ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、

「
衝
動
」
と
は
、

お
の
れ
の
真
理
か
ら
隔

目
的
意
図
と
も
無
縁
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
努
力
が
そ
れ
自
体
何
の
目
的
に
も
従
わ
な
い
神
の
力

(
E
/
l
/
P
3
3
/
S
2
,

4
/
P
R
A
E
F
)
 

の
表
現
だ
と
い
う
こ
と
は
措
く
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
精
神
は
自
分
の
肯
定
し
て
い
る
の
が
何
な
の
か
、
そ
の
認
識
か
ら
は
ま
っ
た
＜
排
除

、
、
、
、

さ
れ
た
場
所
で
肯
定
に
努
め
て
い
る
か
ら
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
次
に
見
る
よ
う
に
、
精
神
は
し
か
じ
か
の
身
体
の
観
念
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、

、
、
ヽ
ヽ
ヽ

(
6
)

そ
の
観
念
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
つ
ま
り
身
体
の
十
全
な
認
識
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
観
念
の
セ
リ
ー
は
事
物
の
産
出
の
因
果
の
セ
リ
ー
と
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
私
の
身
体
を

産
出
し
て
い
る
神
は
、
同
時
に
私
の
身
体
の
観
念
を
帰
結
す
る
に
い
た
る
諸
観
念
の
無
限
セ
リ
ー
を
も
産
出
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
私
の
身
体
を
あ
る
が
ま
ま
に
認
識
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
観
念
を
帰
結
す
る
前
提
と
な
る
よ
う
な
諸
観
念
の
無
限
七
リ
ー
と
な
っ
て

思
惟
し
て
い
る
神
で
あ
っ
て
、
こ
の
私
、
す
な
わ
ち
単
独
の
私
の
身
体
の
観
念
と
な
っ
て
思
惟
し
て
い
る
神
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

の
み
な

ら
ず
私
は
自
分
の
精
神
が
そ
の
よ
う
な
身
体
の
観
念
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
の
ま
ま
に
は
認
識
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
身
体
の
観
念
を
帰

結
す
る
諸
観
念
の
セ
リ
ー
に
平
行
し
て
観
念
に
つ
い
て
の
観
念
と
い
う
セ
リ
ー
が
産
出
さ
れ
、
こ
れ
が
観
念
に
そ
れ
自
身
に
折
れ
重
な
る
反

省
性
を
与
え
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
セ
リ
ー
が
帰
結
す
る
「
身
体
の
観
念
の
観
念
」
は
、
先
と
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
や
は
り
精
神
の
も
つ
認

識
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

つ
ま
り
私
自
身
の
精
神
を
あ
り
の
ま
ま
に
認
識
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
認
識
を
観
念
の
観
念
と
し
て
帰
結
す

る
前
提
諸
観
念
の
無
限
セ
リ
ー
そ
の
も
の
と
な
っ
た
神
で
あ
っ
て
、
こ
の
私
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
間
の
精
神
は
真
理
が
現
前

す
る
よ
う
な
仕
方
で
は
「
自
分
の
身
体
を
認
識
せ
ず
」

(
E
/
2
/
P
1
9
/
D
)
、
ま
た
「
自
分
自
身
を
も
認
識
し
な
い
」

(
E
/
2
/
P
2
3
/
D
)

と
言
わ

肯
定
で
あ
る
こ
と
も
、
十
全
な
観
念
と
し
て
は
何
も
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

離
さ
れ
た
肯
定
な
の
だ
。

「
努
力
」
な
い
し
「
衝
動
」
は
、

お
の
れ
の
肯
定
す
る
も
の
も
、

ま
た
お
の
れ
が
そ
の
よ
う
な
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「
意
識
」
と
は
こ
の
よ
う
な
知
覚
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

X
 ヽ

y ヽ

X
 ヽ

y ヽ

そ
れ
で
は
私
の
身
体
の
観
念
と
な
っ
て
思
惟
し
て
い
る
神
、
す
な
わ
ち
私
の
精
神
の
、
こ
の
意
識
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
。

ノ
ザ
は
意
識
を
、

わ
れ
わ
れ
が
非
十
全
に
認
識
す
る
か
ぎ
り
で
の
わ
れ
わ
れ
の
「
身
体
の
変
状

(a日
e
c
t
i
o
)
」
の
観
念
、

の
観
念
だ
と
す
る

(
E
/
2
/
P
1
7
,

P
2
2
)
。
い
ま
延
長
属
性
に
お
い
て
個
体

a
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
し
ょ
う
。
そ
れ
が
他
の
個
体

x
、

z
等
に
よ
っ
て
刺
激
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
刺
激
の
さ
れ
方
を
個
体

a
の
身
体
変
状
と
呼
ぼ
う
。
身
体
変
状
は
刺
激
す
る
物
体
と
刺
激
さ
れ
る

物
体
の
両
本
性
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
身
体
変
状
の
十
全
な
認
識
は
、
個
体

a
、

性
を
す
べ
て
あ
り
の
ま
ま
に
知
っ
て
い
る
神
の
中
に
あ
る
。

無
限
七
リ
ー
と
な
っ
て

a
、

つ
ま
り
そ
う
し
た
認
識
を
も
っ
て
い
る
の
は
そ
れ
を
掃
結
す
る
前
提
諸
観
念
の

z
等
の
観
念
す
べ
て
に
た
ど
り
つ
い
た
神
で
あ
っ
て
、
当
の
個
体

a
で
は
な
い
。
し
か
し
個
体

a
は

自
分
の
身
体
変
状
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
認
識
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

ス。ヒ

お
よ
び
そ
の
観
念

y ヽ

Z

等
の
現
実
的
本

い
ま
個
体

a
の
観
念
と
な
っ
て
い
る
か
ぎ
り
で

の
神
を
考
え
て
み
よ
う
。
す
る
と
こ
の
神
は
個
体

a
の
身
体
変
状
の
観
念
を
帰
結
す
る
前
提
諸
観
念
群
の
た
し
か
に
一
部
分
と
な
っ
て
思
惟

し
て
い
る
わ
け
で
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
身
体
変
状
を
非
十
全
に
で
あ
れ
知
覚
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
個
体

a
の
観
念
に
な
っ
て
い
る
神

と
は
つ
ま
り
個
体

a
の
精
神
の
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
精
神
は
自
分
の
身
体
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
非
十
全
な
混
乱
し
た
仕
方
で
知
覚

す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

(
E
/
2
/
P
9
/
C
/
D
,

P
l
l
/
C
)
。
ま
た
こ
の
身
体
変
状
の
観
念
に
つ
い
て
の
観
念
も
同
様
で
、
個
体

a
の
精
神
は
自

分
が
現
に
何
か
を
知
覚
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
知
覚
も
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
個
体

a
で
あ
り
、

わ
れ
わ
れ
の

以
上
か
ら
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
体
の
構
造
を
要
約
で
き
る
。
主
体
の
精
神
と
は
、
諸
観
念
の
セ
リ
ー
上
で
主
体
の
身
体
の
観
念
（
お
よ
び
そ
の

観
念
の
観
念
）
の
場
を
占
め
て
い
る
限
り
で
の
神
の
こ
と
で
あ
る
。
神
は
そ
の
場
を
占
め
て
人
間
精
神
と
な
る
こ
と
で
、
自
分
自
身
お
よ
び

外
部
物
体
の
十
全
な
認
識
に
必
要
な
前
提
諸
観
念
の
セ
リ
ー
か
ら
遮
断
さ
れ
、
こ
の
認
識
を
失
う
。
こ
れ
は
そ
う
し
た
認
識
か
ら
の
ま
っ
た
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つ
ま
り
結
果
が
原
因
を
含
む
よ
う
に
身
体
変
状
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
非
十
全
な
知
覚

と
い
う
仕
方
で
自
分
自
身
や
外
部
物
体
の
本
性
を
意
識
す
る
と
き
、

と
そ
の
衝
動
を
意
識
す
る

そ
れ
は
「
前
提
を
欠
い
た
結
論
の
よ
う
な
も
の
」
で
し
か
な
く
な
る
わ

(
E
/
2
/
P
2
8
/
D
)
。
そ
こ
か
ら
次
の
こ
と
が
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
主
体
は
身
体
変
状
の
観
念
の
お
か
げ
で
世
界
の
な
か
に
あ
る
自
己

こ
の
よ
う
な
意
識
へ
の
現
前
は
前
提
観
念
が
こ
と
ご
と
く
消
失
し
て
い
る
た
め
に

「
混
乱
し
・
毀
損
し
た
認
識
」
に
と
ど
ま
る

(
E
迄
/
P
2
9
/
C
)

と
い
う
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。

•••••• 

「
人
間
は
自
分
の
意
志
作
用
お
よ
び
衝
動
を
意
識
し
て
い
る
が
、
自
分
を
衝
動
な
い
し
意
志
作
用
に
駆
る
原
因
は
知
ら
な
い
」

A
P
P
傍
点
筆
者
）
と
は
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
主
体
は
彼
の
本
質
が
現
実
化
さ
れ
る
場
所
、
彼
の
衝
動
の
生
じ
て
く
る
場
所
の
認
識
か

ら
排
除
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
そ
こ
に
お
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
し
か
意
識
を
持
た
な
い
。
こ
の
意
識
に
お
け
る
非
ー
認
識
の
ゆ
え
に
、
主

体
は
自
分
を
「
自
由
な
決
意
」
の
主
体
だ
と
考
え
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
衝
動
は
そ
れ
を
決
定
す
る
諸
原
因
の
十
全
な
認
識
か
ら
排
除
さ
れ

て
し
か
意
識
さ
れ
え
ず
、
そ
の
た
め
主
体
は
必
然
的
に
お
の
れ
を
「
自
己
自
身
だ
け
か
ら
行
動
に
決
定
さ
れ
る
も
の
」

り
は
自
由
な
存
在
と
し
て
知
覚
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ラ
カ
ソ
に
倣
い
、
デ
カ
ル
ト
を
も
じ
っ
て
さ
し
あ
た
り
こ
う
言
う
が

(
7
)
 

「
私
は
自
分
の
い
な
い
場
所
で
考
え
る
、
故
に
私
は
自
分
の
考
え
て
い
な
い
場
所
に
い
る
」
と
。

わ
れ
わ
れ
は
先
程
か
ら
ス
ビ
ノ
ザ
の
「
幾
何
学
的
方
法
」

(
E
/
3
/
P
R
A
E
F
)

ち
ょ
う
ど
円
の
概
念
が
一
端
を
固

(8) 

定
し
た
線
分
の
運
動
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
よ
う
に
(
T
I
E
/
9
6
)
、
人
間
の
情
動
も
同
様
の
「
生
成
的
定
義

(
d
e
f
i
n
i
t
i
o
n
s
g
e
n
e
t
i
q
u
e
s
)
」

に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
主
体
が
ま
ず
は
自
己
と
の
ず
れ
の
中
に
産
ま
れ
落
ち
る
と
す
る
な
ら
、
そ
こ
か
ら
い
っ
た
い
ど
の
よ

よ
か
ろ
う
。

欲

望

「
説
明
」
さ
れ
な
い
も
の
、

け
だ

と

そ

の

対

象

(
E
/
3
/
P
9
/
D
)
 
の
だ
が
、

き
排
除
で
あ
る
。
だ
か
ら
人
間
が
別
な
仕
方
で
、

に
つ
き
従
っ
て
い
る
。

(
E
/
1
/
 

(
E
/
l
/
D
7
)
、
つ
ま
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る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
み
て
い
い
。

の
だ
。

る う
な
欲
望
が
生
成
し
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
精
神
は
身
体
の
活
動
能
力
を
増

ス
ピ
ノ
ザ
の
論
証
に
沿
っ
て
見
て
ゆ
こ
う
。

こ
の
世
に
出
現
し
た
主
体
は
そ
の
時
か
ら
、
存
在
に
固
執
し
消
減
に
抗
う
衝
動
と
と
も
に
あ
る

(
E
/
3
/
P
9
)
。
彼
は
自
分
の
身
体
の
存
在

力
な
い
し
活
動
力
が
時
々
の
身
体
変
状
に
よ
っ
て
増
大
さ
せ
ら
れ
た
り
減
少
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
の
を
感
じ
、
こ
れ
を
喜
び
．
悲
し
み
の
情

(
E
/
3
/
P
l
l
/
S
,
 
A
G
D
/
E
X
P
)
。
当
然
主
体
は
自
分
を
喜
ば
せ
る
も
の
の
現
前
を
追
求
し
、
悲
し
ま
せ
る
も
の
の

現
前
を
忌
避
す
る
だ
ろ
う
。
他
の
す
べ
て
の
惜
動
は
こ
こ
か
ら
派
生
す
る
の
で
あ
る

う
に
さ
せ
る
自
分
の
衝
動
が
何
を
肯
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
先
に
見
た
よ
う
に
十
全
な
内
容
と
し
て
は
何
も
知
ら
ず
、
そ
の
う
え
こ

の
肯
定
の
忌
避
す
る
も
の
が
何
な
の
か
も
や
は
り
知
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
じ
っ
さ
い
精
神
は
身
体
存
在
の
肯
定
観
念
で
あ
る
の
で
、

こ
れ
を
否
定
し
排
除
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
死
を
与
え
る
も
の
の
観
念
は
精
神
の
中
に
存
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

(
E
/
3
/
P
I
O
)

の
で
あ
る
。

す
る
と
主
体
を
と
り
こ
に
し
て
い
る
現
前
は
、
彼
の
認
識
か
ら
消
失
し
て
い
る
そ
う
し
た
何
も
の
か
の
代
理
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ

う
。
身
体
変
状
の
観
念
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る

「
事
物
の
表
象
像

(
r
e
r
u
m
i
m
a
g
i
n
e
s
)
」
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
呼
ぶ
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

喜
び
や
悲
し
み
を
味
わ
わ
せ
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
の
表
象
像
が
主
体
に
明
か
さ
れ
ぬ
肯
定
衝
動
の
痕
跡
と
し
て
主
体
の
身
体
に
記
載

さ
れ
て
ゆ
く
。
主
体
に
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
衝
動
の
対
象
を
指
し
示
す
い
わ
ば
記
号
と
し
て
、
欲
望
の
現
前
対
象
が
外
か
ら
や
っ
て
来

「
欲
望
と
は
そ
れ
自
身
に
つ
い
て
の
意
識
を
伴
っ
た
衝
動
で
あ
る

(
C
u
p
i
d
i
t
a
s
est a
p
p
e
t
i
t
u
s
 c
u
m
 e
j
u
s
d
e
m
 c
o
n
s
c
i
e
n
 ,
 

tia)
」
（
E
/
3
/
P
9
/
S
)

と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の
定
義
は
、
こ
の
よ
う
な
衝
動
に
対
す
る
現
前
表
象
の
代
理
的
な
関
係
の
う
ち
に
欲
望
が
成
立
す

欲
望
の
対
象
と
は
し
た
が
っ
て
、
消
失
し
て
い
る
何
も
の
か
へ
と
主
体
を
回
付
し
て
止
ま
な
い
代
理
表
象
、
意
味
す
る
こ
と
を
止
め
な
い

(
9
)
 

「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
」
で
あ
る
。
こ
う
し
て
身
体
肯
定
の
努
力
が
意
識
の
舞
台
で
は
表
象
の
欲
望
と
な
る
。

動
と
し
て
生
き
て
い
る

(
E
/
3
/
P
l
l
/
S
)
。
だ
が
問
題
は
主
体
が
、
そ
ん
な
ふ
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ら
し
て
、
そ
の
も
の
自
身
が
そ
う
し
た
情
動
の
起
成
原
因
で
な
い
の
に
こ
れ
を
愛
し
あ
る
い
は
憎
む
こ
と
が
起
こ
り
う
る
」
(
E
/
3
/
P
1
5
/
C
)

わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
部
分
的
類
似
に
よ
る
置
き
換
え
。

J

と
に
な
る
。
こ
う
し
て
置
き
換
え
が
生
じ
る
。

の
で
も
、

(1) 
大
し
あ
る
い
は
促
進
す
る
も
の
を
で
き
る
だ
け
表
象
し
よ
う
と
努
め
る
」
（
E
/
3
/
P
1
2
)

害
す
る
も
の
を
表
象
す
る
場
合
、

な
い
し
、

そ
う
し
た
も
の
の
存
在
を
排
除
す
る
事
物
を
で
き
る
だ
け
想
起
し
よ
う
と
努
め
る
」

(
E
/
3
/
P
1
3
)

だ
ろ

う
。
愛
す
べ
き
あ
る
い
は
憎
む
べ
き
対
象
の
最
初
の
出
現
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
「
愛
と
は
外
部
の
原
因
の
観
念
を
伴
っ
た
喜
び
に
ほ
か
な
ら

ま
た
憎
し
み
と
は
外
部
の
原
因
の
観
念
を
伴
っ
た
悲
し
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

(
E
/
3
/
P
1
3
/
S
)
。

以
上
が
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
主
体
の
初
期
状
況
で
あ
る
。
原
初
的
対
象
は
そ
の
よ
う
に
出
現
し
た
の
だ
ろ
う
。
が
そ
れ
す
ら
も
た
だ
ち
に
見

失
わ
れ
て
し
ま
う
。
と
い
う
の
も
表
象
像
は
身
体
に
痕
跡
と
し
て
記
載
さ
れ
る

(
E
/
2
/
P
1
7
/
C
)

や
、
そ
れ
ら
自
身
の
間
の
連
結
、
す
な
わ

ち
「
記
憶

(
m
e
m
o
r
i
a
)
」（
E
/
2
/
P
1
8
/
S
)

を
形
成
し
、
こ
れ
が
欲
望
対
象
の
と
め
ど
も
な
い
再
生
的
置
き
換
え
に
路
を
開
く
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
表
象
の
換
喩
的
置
き
換
え
。

「
人
間
身
体
が
か
つ
て
二
つ
あ
る
い
は
多
数
の
物
体
か
ら
同
時
に
刺
激
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
精
神

は
あ
と
で
そ
の
う
ち
の
一
っ
を
表
象
す
る
際
た
だ
ち
に
他
の
物
を
も
想
起
す
る
で
あ
ろ
う
」

(
E
/
2
/
P
l
8
)

。
そ
し
て
そ
う
し
た
表
象
が
身
体

の
情
動
を
暗
示
す
る
以
上
、
こ
の
表
象
連
合
は
そ
の
ま
ま
情
動
の
連
合
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
精
神
が
か
つ
て
同
時
に
二
つ
の

情
動
に
刺
激
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
精
神
は
あ
と
で
そ
の
う
ち
の
―
つ
に
刺
激
さ
れ
る
と
、
他
の
―
つ
に
も
刺
激
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」

(
E
/
3
/
 

P
l
4
)

。
情
動
は
そ
の
起
成
原
因
な
し
に
、
他
の
情
動
が
生
じ
る
だ
け
で
自
動
的
に
そ
れ
と
一
緒
に
再
生
で
き
る
わ
け
だ
。
そ
こ
で
ど
ん
な
も

そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
で
は
な
く
「
偶
然
に
よ
っ
て
喜
び
．
悲
し
み
あ
る
い
は
欲
望
の
原
因
と
な
り
う
る
」

(
E
/
3
/
P
l
5
)

と
い
う

「
あ
る
も
の
を
喜
び
あ
る
い
は
悲
し
み
の
情
動
を
以
っ
て
観
想
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
か

「
あ
る
も
の
が
精
神
を
喜
び
あ
る
い
は
悲
し
み
に
刺
激
す
る
の
を
常
と
す
る
対
象
に
多
少

一
方
、
「
身
体
の
活
動
能
力
を
減
少
し
あ
る
い
は
阻
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類
似
す
る
と
表
象
す
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
、
そ
の
も
の
の
対
象
と
の
類
似
点
が
そ
う
し
た
情
動
の
起
成
原
因
で
な
く
て
も
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
主
体
が
「
そ
の
原
因
を
知
ら
な
い
ま
ま
、

ん
だ
り
す
る
」

(
E
/
3
/
P
1
5
/
S
)

換
え
(
E
/
2
/
P
1
8
/
S
)

、

た
よ
う
に
、

(
E
/
3
/
P
3
6
/
C
)

。
欲
望
が
従
っ
て
い
る
の
は
欠
如
を
穿

い
か
な
る
表
象
的
現
前
で
あ
れ
、
そ
れ
は
明
か
さ
れ
ぬ
衝
動
対
象
の
代
理
に
す
ぎ
ず
、

わ
れ
わ
れ
は
そ

た
だ
い
わ
ゆ
る
同
感
お
よ
び
反
感
だ
け
か
ら
あ
る
も
の
を
愛
し
た
り
憎

よ
う
に
な
る
の
は
こ
の
よ
う
な
置
き
換
え
の
せ
い
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
欲
望
は
「
起
成
原
因
」
と
し

「
―
つ
の
思
惟
か
ら
他
の
思
惟
へ
と
移
る
」

(

E

迄
/
P
1
8
/
S
)

表
象
の
際
限
の
な

い
置
き
換
え
の
連
鎖
、
「
表
象
的
思
考

(
i
m
a
g
i
n
a
t
i
o
)
」
の
中
へ
と
踏
み
迷
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
先
に
は
言
語
表
象
に
よ
る
事
物
表
象
の
置
き

さ
ら
に
は
「
貨
幣
と
い
う
表
象
像
」
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
置
き
換
え
(
E
/
4
/
A
P
P
2
8
)

が
主
体
を
待
っ
て
い
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
欲
望
は
あ
り
が
ち
な
〈
欠
如
ー
充
足
〉
と
い
う
図
式
に
は
と
う
て
い
納
ま
ら
な
い
が
、
欲
望
に
充
足
を
禁
じ
て
い
る
の

は
ま
さ
に
こ
う
し
た
、
常
に
他
な
る
も
の
へ
と
回
付
し
て
止
ま
ぬ
し
る
し
の

に
な
ろ
う
。
欲
望
は
お
の
れ
の
「
欠
如
」
に
ぴ
っ
た
り
当
て
嵌
ま
る
は
ず
の
対
象
を
同
定
す
る
こ
と
す
ら
出
来
は
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
見

ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
他
の
同

じ
よ
う
な
代
理
の
そ
の
ま
た
置
き
換
わ
っ
た
代
理
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
対
象
は
換
喩
的
結
合
と
し
て
記
憶
に
記
載
さ
れ
る

の
で
、
享
楽
の
対
象
と
同
時
に
見
た
す
べ
て
の
も
の
が
主
体
に
と
っ
て
喜
び
の
偶
然
に
よ
る
原
因
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
初
回
の
享
楽

と
ま
っ
た
く
同
一
の
全
事
情
が
揃
う
と
い
う
あ
り
そ
う
も
な
い
こ
と
で
も
な
い
限
り
、
同
じ
対
象
の
享
楽
が
反
復
の
た
び
に
欠
如
を
示
し
、

不
可
解
な
喪
失
感
を
引
き
起
こ
す
よ
う
に
な
る
は
ず
だ
と
ス
ビ
ノ
ザ
は
論
証
す
る

た
れ
た
生
理
的
身
体
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
逆
に
あ
り
も
せ
ぬ
欠
如
を
中
空
に
出
現
さ
せ
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
秩
序
な
の
だ
。

て
あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
原
初
的
対
象
を
早
く
も
見
失
い
、

の
も
の
を
愛
し
あ
る
い
は
憎
む
で
あ
ろ
う
」

(
E
/
3
/
P
1
6
)
。

「
秩
序
と
連
結
」

(
E
/
2
/
P
1
8
/
S
)

だ
と
い
う
こ
と
が
お
分
り
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と
い
う
わ
け
で
、
生
理
的
必
要
に
対
応
す
る
で
も
な
く
、
こ
れ
と
い
っ
た
根
拠
も
な
い
ま
ま
謎
め
い
た
「
期
待
」
や
「
恐
れ
」
を
誘
発
す

る
迷
信
的
な
「
前
兆
」
(
E
/
3
/
P
5
0
/
S
)
、

れ
が
愛
の
対
象
な
ら
ば
、
主
体
は
そ
れ
が
破
壊
さ
れ
る
の
を
表
象
し
て
は
悲
し
み
、
逆
に
維
持
さ
れ
る
の
を
表
象
す
る
と
喜
ぶ
(
E
/
3
/
P
1
9
)
。

ま
た
憎
む
対
象
な
ら
、

そ
れ
が
破
壊
さ
れ
る
の
を
表
象
す
る
と
喜
び
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

す
る
対
象
の
喜
び
が
大
き
い
と
表
象
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
嬉
し
く
な
り
、

喜
ぶ
だ
ろ
う

(
E
/
3
/
P
2
3
)

。

も
っ
と
も
わ
れ
わ
れ
の
見
た
の
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
こ
う
い
っ
た
も
の
が
主
体
の
固
執
す
る
よ
う
に
な
る
対
象
な
の
で
あ
る
。
そ

(

i

d

)

」
と
し
か
呼
ば
れ
ず
、

せ
る
の
か
何
も
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
自
我
や
他
者
と
言
い
得
る
も
の
、

(
E
/
3
/
P
2
0
)

。
メ
ラ
ニ
ー
・
ク
ラ
イ
ン

の
「
部
分
対
象
」
み
た
い
な
も
の
だ
。
赤
ん
坊
は
不
満
に
さ
せ
る
「
悪
い
乳
房
」
は
自
分
を
憎
ん
で
い
る
と
考
え
て
こ
れ
に
敵
意
を
抱
き
、

(10) 

満
足
さ
せ
て
く
れ
る
「
よ
い
乳
房
」
は
愛
し
て
く
れ
る
の
だ
か
ら
自
分
も
そ
れ
を
愛
す
る
の
だ
と
思
う
。
ス
。
ヒ
ノ
ザ
的
主
体
も
同
じ
で
、
愛

そ
の
悲
し
み
が
大
き
い
と
表
象
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
悲
し
く
な
る
(

E

/

3
/
P
2
1
)

。
逆
に
、
憎
む
対
象
の
喜
び
が
大
き
い
と
表
象
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
悲
し
く
な
り
、
そ
の
悲
し
み
が
大
き
い
と
表
象
す
れ
ば
そ
れ
だ
け

ま
だ
対
象
と
の
循
環
的
な
癒
着
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
の
生
成
に
す
ぎ
な
い
。
じ
っ
さ
い
目
下
の
定

ま
た
い
っ
た
い
誰
が
そ
の
対
象
を
維
持
あ
る
い
は
破
壊
し
、
喜
ば
せ
あ
る
い
は
悲
し
ま

こ
の
段
階
で
は
保
留
さ
れ
て
い
る
と
見
て
い
い
。
主
体
は
自
分
自
身
の
似
姿
を
ま
だ
表
象
群
の
な
か
に
数
え
入
れ
て
は
お
ら
ず
、

自
分
が

「
感
じ
る
と
お
り
に
存
在
す
る
」

(
E
/
2
/
P
1
3
/
C
)

と
意
識
し
て
い
る
そ
こ
、
す
な
わ
ち
表
象
群
に
取
り
巻
か
れ
た
中
心
は
ま
だ
空
虚
の
ま

ま
だ
。

ス
ピ
ノ
ザ
の
主
体
は
あ
り
の
ま
ま
の
自
己
を
知
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
も
し
そ
の
空
虚
を
あ
た
か
も
「
わ
が
姿
」
の
よ
う
に
し
て
埋
め

に
や
っ
て
く
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
そ
れ
自
体
が
ひ
と
つ
の
代
理
的
シ
ニ
フ
ィ
ア
ソ
、
欲
望
が
釘
付
け
に
な
る
何
か
の

事
物
の
表
象
像
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
そ
れ
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
他
者
か
ら
、

理
で
対
象
が
「
そ
れ

い
や
む
し
ろ
他
者
と
と
も
に

つ
ま
り
「
人
間
」
の
イ
マ
ゴ
の
契
機
は
ま
だ
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い
だ
ろ
う
か
。

や
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。「

似
た
も
の
」
の
鏡
像
と
し
て
の
自
我

他
者
は
癒
着
的
対
象
関
係
へ
の
闇
入
者
と
し
て
現
れ
る
。

主
体

ま
た
も
し
誰
か
が
憎
し
み
の
対
象
を
喜
ば
せ
る
と
表
象
す

ス
ピ
ノ
ザ
が
「
も
し
誰
か
が

(si
a
l
i
q
u
i
s
)
…
…
」
と
述
べ
は
じ
め
る
の
は
こ

の
と
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
誰
か
が
愛
の
対
象
を
喜
ば
せ
る
と
表
象
す
る
な
ら
主
体
は
こ
の
人
に
も
愛
を
感
じ
、
逆
に
そ
れ
を
悲
し

ま
せ
る
と
表
象
す
る
な
ら
こ
の
人
に
憎
し
み
を
感
じ
る
だ
ろ
う

(
E
/
3
/
P
2
2
)
。

る
な
ら
こ
の
人
に
も
憎
し
み
を
感
じ
、
逆
に
そ
れ
を
悲
し
ま
せ
る
と
表
象
す
る
な
ら
こ
の
人
に
愛
を
感
じ
る
だ
ろ
う

(
E
/
3
/
P
2
4
)
。

は
そ
の
と
き
は
じ
め
て
、
対
象
と
癒
着
的
に
生
じ
た
自
分
の
喜
び
や
悲
し
み
の
「
外
部
原
因
」
を
そ
の
対
象
の
外
に
認
め
、
こ
れ
を
愛
し
あ

る
い
は
憎
み
始
め
る
よ
う
に
な
る

(
E
/
3
/
P
2
2
/
D
)
。
他
者
は
だ
か
ら
、
対
象
を
喜
ば
せ
た
り
悲
し
ま
せ
た
り
す
る
よ
う
な
あ
る
力
を
も
っ

た
閾
入
者
と
し
て
ま
ず
登
場
し
て
く
る
わ
け
だ
。
じ
っ
さ
い
も
し
赤
ん
坊
が
誰
か
、

る
い
」
側
と
い
っ
た
二
元
対
立
的
な
、

た
と
え
ば
母
親
を
憎
み
は
じ
め
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は

「
よ
い
乳
房
」
を
無
理
や
り
自
分
か
ら
引
き
離
し
、
愛
す
る
乳
房
を
悲
し
ま
せ
る
権
力
と
し
て
母
親
と
い
う
他
者
を
見
い
だ
す
か
ら
で
は
な

愛
す
る
対
象
お
よ
び
そ
の
庇
護
者
と
と
も
に
あ
る
「
よ
い
」
側
と
、
彼
方
の
憎
む
べ
き
対
象
お
よ
び
そ
れ
に
加
勢
す
る
他
人
た
ち
の
「
わ

い
わ
ば
マ
ニ
教
的
権
力
図
式
の
始
ま
り
で
あ
る

(
E
/
3
/
P
2
5
,

P
2
6
)
。
以
後
欲
望
の
対
象
関
係
は
閉

じ
た
も
の
で
は
あ
り
得
ず
、
常
に
敵
あ
る
い
は
味
方
の
出
現
と
い
う
外
部
の
可
能
性
に
曝
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
他

者
は
ど
こ
か
ら
閻
入
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
他
者
が
そ
の
よ
う
に
単
な
る
「
も
の
」
以
上
の
何
か
と
し
て
、
他
の
事
物
と
の
差
異
に
お
い
て

登
場
し
え
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
他
者
が
私
の
分
身
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
見
る
と
こ
ろ
、
こ
の
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私
な
ら
ざ
る
私
、
分
身
は
、

る
の
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
言
う
。

ス
。
ヒ
ノ
ザ
が
「
情
動
の
模
倣
(
aデ
e
c
t
u
u
m

i
m
i
t
a
t
i
o
)
」
（
E
/
3
/
P
2
7
/
S
)

い
ま
主
体
の
身
体
に
似
た
本
性
を
も
っ
た
外
部
物
体
、

よ
う
。
す
る
と
こ
の
身
体
変
状
の
観
念
は
そ
の
定
義
か
ら
し
て
、
他
者
の
現
存
す
る
本
性
と
同
時
に
そ
れ
に
似
た
主
体
自
身
の
現
存
す
る
本

性
を
含
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
身
体
変
状
の
観
念
に
ほ
か
な
ら
ぬ
表
象
作
用
は
、
他
者
の
身
体
変
状
に
似
た
主
体
自
身
の
身
体

変
状
を
表
現
す
る
だ
ろ
う

(
E
/
3
/
P
2
7
/
D
)
。
と
い
う
わ
け
で
、
「
わ
れ
わ
れ
に
似
た
も
の

し
て
わ
れ
わ
れ
が
何
の
情
動
も
抱
い
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
情
動
に
刺
激
さ
れ
て
い
る
と
表
象
す
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
わ
れ
わ
れ
は
似
た
よ

う
な
情
動
に
刺
激
さ
れ
る
」

(
E
/
3
/
P
2
7
)
。
実
際
子
供
を
見
て
い
る
と
、
他
の
者
が
泣
い
た
り
笑
っ
た
り
す
る
の
を
見
る
だ
け
で
自
分
も
泣

い
た
り
笑
っ
た
り
す
る
し
、
他
の
者
が
何
か
す
る
の
を
見
れ
ば
す
ぐ
に
模
倣
し
よ
う
と
し
、
他
の
者
が
何
か
を
享
楽
し
て
い
る
と
想
像
す
る

と
何
で
も
お
か
ま
い
な
し
に
そ
れ
を
自
分
の
も
の
に
し
た
が
る
(
E
/
3
/
P
3
2
/
~
j

。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
も
ま
ず
は
子
供
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
こ
で
大
事
な
の
は
、
主
体
が
自
分
の
イ
マ
ゴ
を
予
め
も
っ
て
い
て
、

の
」
と
同
定
し
、
そ
の
う
え
で
相
手
の
情
動
を
真
似
し
て
や
ろ
う
、
と
い
う
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
表
象
像
と
は
「
人

問
を
し
か
じ
か
の
行
動
に
決
定
す
る
刺
激
の
様
式
そ
の
も
の
」

(
E
/
3
/
P
3
2
/
S
)

な
の
だ
か
ら
、
情
動
を
持
つ
「
似
た
も
の
」
の
認
知
と
そ

(12) 

の
情
動
を
模
倣
す
る
衝
動
と
は
同
じ
―
つ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
模
倣
の
衝
動
に
先
立
っ
て
「
似
た
も
の
」
の
認
知
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
「
そ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
何
の
情
動
も
抱
い
て
い
な
い
も
の
」
と
い
う
定
理
の
規
定
か
ら
明
ら
か

な
よ
う
に
情
動
の
模
倣
は
ま
っ
た
く
無
動
機
で
あ
っ
て
、
主
体
は
ど
う
し
て
か
自
分
で
も
知
ら
ず
に
模
倣
に
駆
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
予
め
主
体
に
自
分
の
イ
マ
ゴ
が
備
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
原
型
な
し
に
、

い
き
な
り
「
自
分

J

れ
に
照
合
し
な
が
ら
然
々
の
他
者
を
「
自
分
に
似
た
も

(res 
n
o
b
i
s
 
similis) 
で
、
か
つ
そ
れ
に
対

つ
ま
り
は
他
者
の
現
存
が
主
体
の
身
体
を
変
状
さ
せ
た
と
し

と
呼
ぶ
入
り
口
か
ら
入
っ
て
く
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相
互
に
称
賛
と
非
難
に
値
す
る
自
由
意
志
の
主
体
と
い
う
幻
想

と
同
じ
！
」
と
い
う
同
類
認
知
が
、
そ
れ
も
主
体
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
情
動
模
倣
と
と
も
に
与
え
ら
れ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り

．
．
．
．
．
．
．
．
 

「
自
分
に
似
て
い
る
も
の
」
と
い
う
と
き
の
「
自
分
」
と
「
似
て
い
る
も
の
」
と
が
、
い
ず
れ
を
原
型
と
も
決
定
し
え
ぬ
対
と
し
て
、
し
か

も
無
意
識
的
な
模
倣
衝
動
と
と
も
に
、

い
る
の
か
、
彼
が
私
に
似
て
い
る
の
か
、
そ
れ
は
は
じ
め
か
ら
決
定
不
可
能
で
あ
っ
て
、
私
と
彼
の
姿
は
互
い
を
映
し
あ
う
鏡
像
の
よ
う
に

し
て
一
挙
に
与
え
ら
れ
る
の
だ
。

一
挙
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
似
て
い
る
も
の
」
の
奇
妙
さ
が
あ
る
。
私
が
彼
に
似
て

主
体
が
衝
動
の
肯
定
す
る
空
虚
の
う
え
に
「
わ
が
姿
」
と
し
て
ま
と
っ
た
の
は
、

き
他
者
の
鏡
像
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
イ
マ
ゴ
が
今
後
、
主
体
を
主
体
自
身
に
対
し
て
、

理
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
表
象
が
そ
こ
へ
と
差
し
向
け
る
特
権
的
な
欲
望
対
象
と
な
る
だ
ろ
う
。
彼
が
自
分
を
あ
る
カ

の
主
体
と
し
て
他
人
と
引
き
比
べ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

ピ
ノ
ザ
の
論
証
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

「
わ
れ
わ
れ
は
人
々
が
あ
る
も
の
を
愛
し
あ

ま
ず
は
そ
の
よ
う
な
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
と
で
も
言
う
べ

さ
ま
ざ
ま
な
想
像
的
特
性
の
も
と
に
代

か
か
る
特
権
的
な
代
理
表
象
を
そ
の
依
り
代
と
し
て
に
す
ぎ
な
い
。
引
き
続
き
ス

主
体
は
た
だ
自
分
を
自
由
な
存
在
と
信
じ
込
む
だ
け
で
は
な
い
。
鏡
像
に
代
理
さ
れ
た
主
体
は
、
そ
れ
が
た
め
に
道
徳
的
存
在
と
し
て
も

自
己
を
引
き
受
け
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
見
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
ロ
ジ
ッ
ク
の
帰
結
で
あ
る
。

(13) 

い
っ
た
ん
記
憶
に
記
載
さ
れ
た
同
類
の
表
象
像
は
、
類
似
に
よ
る
反
復
を
通
じ
て
不
特
定
な
「
人
々
」
と
い
う
表
象
と
な
る
。
主
体
は
こ

の
不
特
定
の
同
類
に
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
。
じ
っ
さ
い
模
倣
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
し
て
、

る
い
は
僧
む
と
表
象
す
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
そ
の
も
の
を
愛
し
あ
る
い
は
憎
む
で
あ
ろ
う
」
(
E
/
3
/
P
2
9
/
D
)

。
そ
れ
ゆ
え
「
わ
れ
わ
れ
は
人
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こ
れ
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
、

称
賛
•
非
難
と
い
う
外
部
原
因
の
観
念
に
伴
わ
れ
る
そ
の
か
ぎ
り
で
は

「
誇
り
」

と
を
な
す
の
は
嫌
悪
す
る
で
あ
ろ
う
」

(
E
/
3
/
P
2
9
)

。

お
よ
び 外

々
が
喜
び
を
以
て
眺
め
る
と
自
分
の
表
象
す
る
す
べ
て
の
こ
と
を
な
そ
う
と
努
め
、
ま
た
反
対
に
人
々
が
嫌
悪
す
る
と
自
分
の
表
象
す
る
こ

道
徳
的
内
面
性
の
は
じ
ま
り
だ
。
主
体
は
そ
う
し
た
自
分
の
努
力
が
同
類
一
般
を
喜
ば
せ
あ
る
い
は
悲
し
ま
せ
る
と
表
象
す
る
と
、
そ
れ

だ
け
で
自
分
も
喜
び
あ
る
い
は
悲
し
み
に
刺
激
さ
れ
て
し
ま
う
。
主
体
の
味
わ
う
こ
の
喜
び
や
悲
し
み
は
実
は
す
べ
て
情
動
模
倣
の
仕
業
な

の
だ
が
、
主
体
は
そ
う
し
た
真
の
原
因
を
知
ら
な
い
の
で
自
分
自
身
が
そ
の
「
原
因
」
な
の
だ
と
意
識
し
て
し
ま
う
(
E
/
3
/
P
3
0
/
D
)

。

部
の
対
象
で
は
な
い
、
他
な
ら
ぬ
「
自
分
自
身
の
せ
い
」
で
喜
び
あ
る
い
は
悲
し
み
の
一
撃
を
食
ら
っ
た
の
だ
と
主
体
は
考
え
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
か
ら
自
由
な
る
が
ゆ
え
に
報
い
を
受
く
べ
き
存
在
と
い
う
倒
錯
へ
は
す
ぐ
で
あ
る
。
同
類
の
前
で
「
わ
が
姿
」
へ
と
屈
曲
さ
せ
る
こ
う

し
た
模
倣
性
の
情
動
、

「
恥
屏
」
、

P
3
0
/
S
)
、
ま
さ
に
こ
の
「
内
部
原
因
」
な
る
幻
想
的
な
権
力
を
帯
び
た
鏡
像
こ
そ
、
実
は
主
体
が
籠
絡
さ
れ
る
自
由
意
志
の
主
体
、
デ
カ
ル

(14) 

ト
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
「
理
由
の
あ
る
称
賛
と
非
難
に
わ
れ
わ
れ
が
値
す
る
よ
う
な
行
為
」
の
原
因
と
い
う
、
し
か
し
偽
り
の
イ
マ
ゴ
な

の
で
あ
る
。

自
分
自
身
と
い
う
内
部
原
因
の
観
念
に
伴
わ
れ
る
そ
の
か
ぎ
り
で
は
「
自
己
満
足
」
お
よ
び
「
後
悔
」
と
呼
ぶ
の
だ
が
(
E
/
3
/

と
は
い
え
そ
う
し
た
「
自
由
意
志
の
主
体
」
が
情
動
の
模
倣
を
引
き
ず
っ
た
他
者
の
鏡
像
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
こ
で
主
体

は
自
己
肯
定
の
た
び
に
、
他
者
と
の
あ
る
種
の
幻
想
的
な
相
互
性
に
引
き
ず
り
こ
ま
れ
ず
に
は
す
ま
な
い
だ
ろ
う
。
他
者
が
そ
こ
に
い
る
と

い
う
だ
け
で
、
こ
の
他
者
に
対
す
る
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
要
求
が
生
じ
て
く
る
。
称
賛
と
非
難
に
値
す
る
の
は
他
者
の
方
だ
と
い
う
わ
け
だ
。

••••• 

第
一
に
承
認
の
要
求
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
主
体
は
す
で
に
愛
憎
の
マ
ニ
教
的
世
界
に
住
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
誰
か
が
こ
の
同
じ

愛
憎
を
共
有
し
て
く
れ
る
と
表
象
す
る
な
ら
、
情
動
の
模
倣
に
よ
っ
て
主
体
は
ま
す
ま
す
そ
の
愛
憎
を
助
長
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
反
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対
に
、
誰
か
が
主
体
の
愛
す
る
も
の
を
憎
み
、
憎
む
も
の
を
愛
す
る
と
表
象
す
る
な
ら
、
主
体
は
以
前
の
愛
憎
と
、
模
倣
に
よ
っ
て
引
き
起

こ
さ
れ
る
こ
れ
に
矛
盾
し
た
愛
憎
と
の
板
挟
み
に
な
り
、

自
分
が
何
を
欲
す
る
者
な
の
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
自
我
の
イ
マ
ゴ
の
危
機
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
各
人
は
自
分
の
愛
す
る
も
の
を
人
々
も
愛

す
る
よ
う
に
、

た
だ
ち
に
「
心
情
の
動
揺
」
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い

ま
た
自
分
の
憎
む
も
の
を
人
々
も
憎
む
よ
う
に
、
で
き
る
だ
け
努
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
(
E
/
3
/
P
3
1
/
C
)
。
で
き
る
だ

け
多
く
の
人
々
に
自
分
の
意
向
を
承
認
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
の
欲
望
を
、

(
E
/
3
/
P
4
2
/
D
)
。
そ
れ
ゆ
え
主
体
は
絶
対
的
な
愛
し

体
は
容
赦
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

．．．．． 

次
に
所
有
の
要
求
。
誰
か
同
類
が
何
か
を
享
受
す
る
と
表
象
す
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
主
体
は
情
動
の
無
意
識
的
模
倣
か
ら
そ
の
も
の

を
愛
し
享
受
し
よ
う
と
欲
す
る
。
そ
れ
が
共
有
で
き
な
い
と
な
る
と
、
主
体
は
非
所
有
の
悲
し
み
を
排
除
す
べ
く
、
俄
然
同
類
に
そ
れ
を
所

有
さ
せ
ま
い
と
努
め
る
だ
ろ
う

(
E
/
3
/
P
3
2
/
D
)
。
主
体
は
他
人
の
独
占
を
許
し
は
し
な
い
。
こ
う
し
て
「
嫉
み
」
が
生
ま
れ
る
。

．
．
．
．
．
．
．
 

そ
し
て
執
拗
な
愛
の
要
求
。
わ
れ
わ
れ
は
愛
の
対
象
が
「
自
分
に
似
た
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
そ
の
も
の
が
喜
ぶ
何

か
「
よ
い
こ
と
」
を
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

(
E
/
3
/
P
3
9
)

。
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
、
「
自
分
の
愛
す
る
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
観
念
を
伴
っ
た
喜

び
に
刺
激
さ
れ
る
よ
う
に
」
努
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

つ
ま
り
は
「
そ
の
も
の
が
わ
れ
わ
れ
を
愛
し
返
す
よ
う
に
で
き
る
だ
け
努
め
る
」

(
E
/
3
/
P
3
3
/
D
)

こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
そ
の
よ
う
な
愛
し
返
し
の
喜
び
を
感
じ
る
た
び
に
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
イ
マ
ゴ
を
喜
び
を
以

っ
て
観
想
し
「
誇
り
」
を
感
じ
る
わ
け
だ
（
E
/
3
/
P
3
4
/
D
)
。
と
こ
ろ
が
愛
し
返
し
が
少
し
で
も
欠
け
る
と
な
る
と
、
そ
の
「
誇
り
」
の
原
因

で
あ
る
存
在
が
排
除
さ
れ
る
の
を
表
象
し
、
悲
痛
な
思
い
を
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

返
し
を
要
求
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
実
に
絶
対
的
な
要
求
で
あ
っ
て
、
主
体
は
愛
し
返
し
が
自
分
以
外
の
第
三
者
に
振
り
分
け
ら
れ
る
の
は

我
慢
な
ら
な
い
。
彼
は
そ
の
よ
う
な
第
一
―
―
者
を
嫉
み
、

(3) (2) 

か
つ
愛
す
る
相
手
を
憎
み
嫉
妬
す
る
だ
ろ
う
(
E
/
3
/
P
3
5
)
。
そ
の
憎
し
み
は
「
以
前

ス
ピ
ノ
ザ
は
「
名
誉
欲
」
と
呼
ぶ
。
同
意
し
て
く
れ
ぬ
他
人
を
主

(
E
/
3
/
P
3
1
/
D
)
。
そ
れ
は
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で
あ
る
。

差

異

の

欲

望

の
愛
が
大
き
い
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
大
で
あ
ろ
う
」

(
E
/
3
/
P
3
8
)
0

憎
し
み
は
さ
ら
に
相
手
か
ら
の
憎
み
返
し
を
生
み
、
互
い
に
相
乗
し
あ
ぅ

だ
ろ
う
(
E
/
3
/
P
4
3
)
。
憎
し
み
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
一
方
的
な
愛
し
か
な
い

(
E
/
3
/
P
4
4
)

の
だ
が
、
鏡
像
に
囚
わ
れ
た
愛
が

相
互
に
絶
対
的
な
愛
し
返
し
を
要
求
す
る
か
ぎ
り
、
無
償
の
愛
は
無
理
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

．
．
．
．
．
 

最
後
に
、
責
任
の
要
求
。
以
上
の
他
者
へ
の
愛
憎
は
自
由
の
幻
想
に
よ
っ
て
さ
ら
に
倍
加
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
情
動
は
必
然
的
な

諸
原
因
の
結
果
だ
と
理
解
さ
れ
れ
ば
止
む
。
と
こ
ろ
が
主
体
は
自
分
と
鏡
像
的
な
関
係
に
あ
る
同
類
を
「
自
由
な
存
在
」
と
し
て
、

「
他
の
も
の
な
し
に
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
原
因
と
し
て
表
象
す
る

被
っ
た
喜
び
や
悲
し
み
の
外
部
原
因
を
こ
の
他
者
に
集
中
さ
せ
、
こ
れ
に
負
わ
せ
る
だ
ろ
う
。

は
自
分
た
ち
を
自
由
で
あ
る
と
思
う
が
ゆ
え
に
他
の
事
物
に
対
し
て
よ
り
も
相
互
に
対
し
て
よ
り
大
き
な
愛
あ
る
い
は
憎
し
み
を
抱
き
あ
う
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」

(
E
/
3
/
P
4
9
/
S
)
。
人
間
が
互
い
に
責
任
を
取
ら
せ
る
こ
と
を
や
め
な
い
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
愛
に
せ
よ
憎

し
み
に
せ
よ
、
相
手
が
「
自
分
に
似
た
も
の
」
だ
と
い
う
だ
け
で
、

か
く
て
主
体
は
要
求
が
ま
し
く
負
い
目
が
ま
し
い
道
徳
的
主
体
と
な
る
。
想
像
的
な
相
互
性
に
お
い
て
互
い
が
互
い
を
「
自
由
原
因
」
だ

と
名
指
し
あ
い
、

い
わ
ゆ
る
「
正
義
」
の
欲
望
的
基
礎
は
、

(4) 

「
人
間
は
自
分
た
ち
を
自
由
だ
と
評
価
す
る
が
、

ほ
か
に
も
っ
て
ゆ
き
ど
こ
ろ
の
な
い
法
外
な
情
動
に
な
っ
て
し
ま
う
の

そ
れ
を
引
き
う
け
あ
う
わ
け
だ
。
ま
こ
と
に
ス
。
ヒ
ノ
ザ
の
言
葉
ど
お
り
、

そ
れ
が
た
め
に
そ
こ
か
ら
称
賛
と
非
難
、
罪
責
と
功
績
の
よ
う
な
概
念
が
生
じ
た
」

(
E
/
1
/
A
P
P
)

の
で
あ
る
。

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
こ
う
し
た
幻
想
的
相
互
性
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
そ
れ
が
公

「
こ
の
帰
結
と
し
て
出
て
く
る
の
は
、
人
間

(
E
/
3
/
P
4
9
/
D
)
。
そ
れ
ゆ
え
主
体
は
自
分
の

つ
ま
り
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平
の
相
互
承
認
を
意
味
す
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
名
誉
欲
•
所
有
欲
•
愛
と
い
っ
た
欲
望
ほ
、

た
他
の
も
の
が
何
か
に
対
す
る
欲
望
を
有
す
る
と
表
象
す
る
こ
と
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に
生
じ
る
同
じ
欲
望
」
、

す
な
わ
ち
模
倣
性
の

「
競
争
心
」

(
E
/
3
/
P
2
7
/
S
)

と
初
め
か
ら
不
可
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
他
者
か
ら
の
承
認
、
同
じ
獲
得
す
べ
き
事
物
、
同
じ
愛
す
る
も

の
を
め
ぐ
っ
て
、
傍
ら
に
付
き
ま
と
い
私
の
欲
望
を
掻
き
立
て
て
い
る
第
一
二
者
が
い
る
。
そ
も
そ
も
他
者
と
想
像
的
自
我
が
初
め
か
ら
模
倣

(15) 

衝
動
で
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
こ
の
よ
う
な
欲
望
の
三
角
形
は
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
う
し
た
競
争
的
な
分
身
と
し
て
の
「
自
分
に

似
た
他
の
も
の
」
、
こ
れ
こ
そ
ス
ピ
ノ
ザ
が
特
に
「
自
分
と
同
等
の
も
の

(
a
e
q
u
a
l
i
s
)
」
と
呼
ぶ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
主
体
は
そ
の
よ

う
な
ラ
イ
バ
ル
と
の
競
争
に
お
い
て
お
の
れ
の
力
を
測
り
、
そ
の
依
り
代
と
し
て
「
わ
が
姿
」
を
欲
望
す
る
だ
ろ
う
。

再
び
追
う
こ
と
に
し
よ
う
。

主
体
は
他
人
た
ち
に
無
関
心
で
い
ら
れ
ず
彼
ら
を
比
較
し
て
い
ろ
い
ろ
評
価
す
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
自
体
が
当
の
主
体
を
無
傷
に
し
て

は
お
く
ま
い
。

差
異
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い

(
E
/
3
/
P
5
1
/
S
)
。
例
え
ば
主
体
は
自
分
が
ふ
だ
ん
恐
れ
る
害
悪
を
も
の
と
も
し
な
い
人
を
見
る
と
「
果
敢
」

と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
、
逆
に
自
分
が
ふ
だ
ん
平
気
な
害
悪
を
恐
れ
る
よ
う
な
人
を
見
る
と
「
臆
病
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
。
と
こ

ろ
が
そ
う
す
る
こ
と
は
自
分
に
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
他
人
を
果
敢
だ
と
（
あ
る
い
は
そ
の
逆
だ
と
）
評
価
す
る
こ

と
は
、
自
分
が
そ
れ
ほ
ど
果
敢
で
な
く
い
く
ぶ
ん
臆
病
だ
と
（
あ
る
い
は
そ
の
逆
だ
と
）
認
め
る
こ
と
の
裏
返
し
な
の
だ
か
ら
。
そ
れ
ゆ
え

刺
激
さ
れ
、

「
自
分
に
似

ス
。
ヒ
ノ
ザ
の
論
証
を

ス
。
ヒ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
そ
う
し
た
比
較
の
隠
さ
れ
た
本
当
の
基
準
は
、
実
は
他
人
た
ち
と
、
他
な
ら
ぬ
主
体
自
身
と
の
情
動
の

主
体
は
他
人
た
ち
を
比
較
し
あ
れ
こ
れ
想
像
的
に
評
価
す
る
だ
け
で
、
そ
の
た
び
に
己
れ
の
想
像
的
自
我
へ
と
屈
曲
す
る
喜
び
や
悲
し
み
に

(16) 

ま
た
も
や
そ
の
「
原
因
」
と
し
て
「
自
己
自
身
の
観
念
を
意
識
す
る
」

(
l
o
c
.
c
i
t
.
）
こ
と
に
な
る
。
人
々
か
ら
の
称
賛
や
非
難

で
味
わ
っ
た
あ
の
「
自
己
満
足
」
と
「
後
悔
」
が
、
今
度
は
し
か
じ
か
の
想
像
的
他
者
を
評
価
す
る
た
び
に
強
化
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
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れ
を
い
っ
そ
う
助
長
す
る
ば
か
り
だ
ろ
う

(
l
o
c
.
c
i
t
.
)

。

以
上
か
ら
ス
ビ
ノ
ザ
は
結
論
す
る
。
人
間
は
「
本
性
上
嫉
み
深
い
」
、

ま
さ
に

人
間
は
「
自
分
と
同
等
の
も
の
の
弱
小
を
喜
び
、
反
対
に
自
分
と

と
い
う
意
味
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
言
う
、

わ
け
だ
が
、

わ
け
だ
。
そ
の
う
え
そ
う
し
た
情
動
は
「
人
間
が
自
ら
を
自
由
で
あ
る
と
信
じ
る
が
ゆ
え
に
き
わ
め
て
強
烈
」

他
者
と
の
比
較
に
よ
っ
て
養
わ
れ
る
欲
望
、

「
き
わ
め
て
強
烈
」
な
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
自
己
の
評
価
を
め
ぐ
る
情
動
は
主
体
の
欲
望
を
捉
え
て
離
さ
な
く
な
る
。
そ
れ
は
同
等
な

．．．．． 

つ
ま
り
は
差
異
の
欲
望
と
な
る
だ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
「
自
己
満
足
」
は
「
精
神
が
自
己
自
身
と

自
己
の
活
動
能
力
を
よ
り
判
然
と
表
象
し
得
る
に
し
た
が
っ
て
そ
れ
だ
け
大
き
い
」

あ
ろ
う
」

(
t
o
e
.

c
i
t
.
)

。
主
体
は
自
己
を
粉
飾
し
、

(
E
/
3
/
P
5
3
)
 

こ
こ
で

「
よ
り
判
然
と

(
d
i
s
t
i
n
c
t
i
u
s
)

表
象
し
得
る
」
と
は
す
な
わ
ち
「
よ
り
多
く
他
か
ら
区
別
し
て
特
殊
な
も
の
と
し
て
観
想
し
得
る
」

(
E
/
3
/
P
5
5
/
C
l
/
S
)

「
そ
れ
ゆ
え
各
人
は
自
己
自
身
を
観
想
す
る
に
あ
た
っ
て
、
他
人
に
認
め
な
い
何
か

を
自
己
の
な
か
に
観
想
す
る
と
き
に
も
っ
と
も
多
く
喜
ぶ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
自
分
に
つ
い
て
認
め
る
こ
と
を
人
間
あ
る
い
は
動
物
の
一
般
観

念
に
属
す
る
も
の
と
し
て
見
る
と
き
に
は
そ
れ
ほ
ど
に
は
喜
ば
な
い
で
あ
ろ
う
」
。
ま
た
反
対
に
、
「
自
分
の
活
動
が
他
人
の
活
動
と
比
較
し

て
よ
り
弱
小
で
あ
る
と
表
象
す
る
と
き
に
は
悲
し
む
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
は
こ
の
悲
し
み
を
除
去
し
よ
う
と
努
め
る
で
あ
ろ
う
、

し
か
も

自
分
と
同
等
の
も
の
の
活
動
を
曲
げ
て
解
釈
し
、
あ
る
い
は
自
分
の
活
動
を
で
き
る
だ
け
粉
飾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
う
し
よ
う
と
す
る
で

(17) 

か
つ
そ
の
粉
飾
を
否
認
す
る
の
で
あ
る
。

同
等
の
も
の
の
力
強
さ
を
悲
し
む
」
よ
う
に
で
き
て
い
る
の
だ
と

(toe.
cit.)
。
名
誉
と
嫉
み
の
拍
車
で
駆
り
た
て
る
親
の
「
教
育
」
は
そ

「
同
等
の
も
の
」
と
の
シ
ー
ソ
ー
ゲ
ー
ム
だ
。
こ
の
ゲ
ー
ム
の
中
で
主
体
は
ひ
た

す
ら
「
自
己
の
活
動
能
力
を
定
立
す
る
こ
と
の
み
を
表
象
し
よ
う
と
努
め
」

(
E
/
3
/
P
5
4
)
、
「
自
己
の
無
能
力
を
表
象
す
る
と
き
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
悲
し
み
を
感
じ
る
」

(
E
/
3
/
P
5
5
)
。
そ
し
て
称
賛
や
非
難
の
表
象
が
こ
の
「
自
己
満
足
」
や
「
卑
下
」
の
強
化
に
さ
ら

に
追
い
打
ち
を
か
け
る

(
E
/
3
/
P
5
3
/
C
.

P
5
5
/
C
l
)
•
•

…
·
。
だ
が
な
ん
と
奇
妙
な
ゲ
ー
ム
だ
ろ
う
。
主
体
が
差
異
の
欲
望
に
駆
ら
れ
て
い
る

(
l
o
c
.
c
i
t
.
)

な
の
で
あ
る
。



人
に
対
立
さ
せ
る
〈
名
誉
の
闘
争
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

誤
認
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
そ
こ
か
ら
結
果
し
て
く
る
の
は
、

ス
ビ
ノ
ザ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
万
人
を
万
人
に
依
存
さ
せ
、

か
つ
万
人
を
万

「
名
誉

い
て
な
の
だ
。
じ
っ
さ
い
主
体
は
自
己
の
本
性
か
ら
生
じ
得
る
こ
と
し
か
欲
望
し
な
い
以
上
、
自
己
の
本
性
に
無
関
係
だ
と
思
わ
れ
る
よ
う

(
E
/
3
/
P
5
5
/
C
2
/
D
)
。
樹
木
が
自
分
よ
り
高
く
、
獅
子
が
自
分
よ
り
強
い
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
を
人
は
嫉
み
は

し
な
い
よ
う
に
、
人
は
「
自
分
と
同
等
の
も
の
」
と
し
か
張
り
合
お
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
主
体
が
肯
定
し
よ
う
と

努
め
る
自
我
の
イ
マ
ゴ
が
、
そ
の
初
め
か
ら
「
自
分
に
似
て
い
る
も
の
」
の
鏡
像
で
し
か
な
か
っ
た
か
ら
な
の
だ
。

結
論
—
ー
「
群
集
」
と
主
体

以
上
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
結
論
し
よ
う
°
衝
動
、
す
な
わ
ち
身
体
の
肯
定
は
「
自
分
と
同
等
の
も
の
」
と
の
差
異
の
欲
望
に
行
き
着
く
。

そ
れ
は
結
局
は
称
賛
さ
る
べ
き
「
わ
が
姿
」
を
、
個
々
の
「
自
分
と
同
等
の
も
の
」
と
の
差
異
に
お
い
て
肯
定
し
、

似
た
同
類
」
全
体
に
対
し
て
承
認
さ
せ
よ
う
と
す
る
模
倣
性
の
欲
望
、

．．．．．． 

欲
は
す
べ
て
の
情
動
を
育
み
強
化
す
る
欲
望
」
で
あ
り
、

わ
れ
て
い
る
」
(
E
3
/
A
D
4
4
/
E
X
P

傍
点
筆
者
）
と
ス
ピ
ノ
ザ
が
強
調
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
欲
望
は
自
ら
を
そ
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
は
知
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
主
体
は
そ
れ
が
情
動
の
模
倣
だ
と
は
認
め
ず
、
む
し
ろ
そ
の
衝
動
を
自
分
の
自
由
な
意
志
だ
と

＜
互
い
に
障
害
に
な
り
、

ま
た
す
べ
て
の
人
が
す
べ
て
の
人
か
ら
称
賛
さ
れ
よ
う
愛
さ
れ
よ
う
と
欲
望
す
る
が
ゆ
え
に
、
す
べ
て
の
人
が
相

互
に
憎
み
あ
う
こ
と
に
な
る
」

(
E
/
3
/
P
3
1
/
S
)

。

「
こ
の
こ
と
を
す
べ
て
の
人
が
等
し
く
欲
望
す
る
が
ゆ
え
に
す
べ
て
の
人
が
等
し

な
能
力
を
欲
し
は
し
な
い

44

の
は
、

つ
ま
り
は
ラ
イ
バ
ル
意
識
に
燃
え
た
「
名
誉
欲
」
で
あ
る
。

•••••• 

「
人
間
は
な
ん
ら
か
の
情
動
に
囚
わ
れ
て
い
る
間
は
必
ず
や
同
時
に
名
誉
欲
に
囚

ま
さ
に
ス
。
ヒ
ノ
ザ
が
指
摘
す
る
と
お
り
「
自
分
と
同
等
の
も
の
」
、

か
つ
そ
れ
を
「
自
分
に

差
異
が
も
っ
と
も
取
る
に
足
ら
ぬ
は
ず
の
も
の
と
の
比
較
に
お
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若
き
日
ス
ピ
ノ
ザ
を
慄
然
と
さ
せ
た
人
間
の
法
外
な
欲
望
、

よ
っ
て
差
異
の
欲
望
を
掻
き
た
て
ら
れ
な
が
ら
、

「
国
家

(
l
m
p
e
r
i
u
m
)
」

は
そ
の
よ
う
な
各
人
に
と
っ
て
の

マ
テ
ロ
ン
が
正
し
く
指
摘
し
て

の
力
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
な
も
の
と
も
現
実
的
な
も
の
と
も
当

ス
ピ
ノ
ザ
の
「
群
集
」

こ
う
し
て
主
体
は
彼
の
欲
望
の
体
制
に
よ
っ
て
「
群
集

(
m
u
l
t
i
t
u
d
o
)
」
の
成
員
と
な
る
。
筆
者
は
以
前
ス
ピ
ノ
ザ
『
国
家
論

(
T
r
a
c
,

(18) 

の
構
造
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
た
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
同
類
的

内
部
に
お
い
て
、
皆
が
そ
れ
ぞ
れ
に
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
な
仕
方
で
自
分
以
外
の
「
残
り
の
者
」
か
ら
お
の
れ
を
排
除
し
、
そ
の
こ
と
で
実
際
に

め
い
め
い
が
、
各
人
に
と
っ
て
の
「
残
り
の
者
」
の
集
団
的
力
を
自
ら
そ
の
一
翼
と
な
っ
て
互
い
に
実
現
し
あ
っ
て
し
ま
う
。

「
残
り
の
者
」

事
者
に
は
決
定
し
得
ぬ
が
ゆ
え
に
各
人
の
外
で
現
実
化
し
て
止
ま
ぬ
、
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
力
と
し
て
定
義
さ
れ
る
の
だ
と
。
と
こ
ろ
で
今

回
『
ニ
テ
ィ
カ
』
第
一
＿
一
部
の
読
解
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
得
た
先
の
「
名
誉
欲
」
の
定
式
は
、

な
差
し
引
き
、

ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
同
類
的
全
体
か
ら
の
内
部
的

イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
な
自
己
排
除
の
主
体
的
条
件
を
与
え
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
は
双
数
的
な
分
身
関
係
に

「
残
り
の
者
」
の
称
賛
や
非
難
が
集
中
す
る
い
わ
ば
虚
焦
点
と
し
て
お
の
れ
を
同
類
の
全

体
か
ら
差
し
引
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
た
ち
が
「
お
お
む
ね
嫉
み
深
く
相
互
に
不
快
の
種
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
孤

独
の
生
活
に
は
ほ
と
ん
ど
堪
え
き
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
(

E

/
4
/
P
3
5
/
C
2
/
S
)

と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。

(19) 

い
る
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
場
合
「
名
誉
欲
」
は
「
社
会
の
脅
威
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
す
で
に
そ
の
「
き
ず
な
」
で
も
あ
る
わ
け
だ
か
ら
。

「
富
•
名
誉
・
快
楽
」
へ
の
飽
く
な
き
欲
望

(
T
I
E
/
3
-
9
)

の
正
体
と
は
以

上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
欲
望
対
象
が
人
々
を
「
所
有
」
し
、
彼
ら
の
「
滅
亡
の
原
因
」
と
な
っ
て
い
る

(TIE/7)
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
そ
う
し
た
欲
望
対
象
が
欠
乏
を
癒
し
て
く
れ
る
実
在
物
で
は
な
く
、
む
し
ろ
分
身
に
取
り
憑
か
れ
た
自
我
を
想
像
的
内
容
で
飾

り
た
て
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
『
情
念
論
』
の
著
者
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
う
し
た
欲
望
の
逸
脱
的
性
格

tatus 
Politicus)
』
を
論
じ
て
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
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討
か
ら
十
分
予
想
さ
れ
る
こ
と
と
思
う
。

(20) 

を
す
べ
て
「
動
物
精
気
の
運
動
」
に
帰
そ
う
と
し
た
の
だ
が
、
デ
カ
ル
ト
に
欠
け
て
い
た
の
は
、
そ
こ
に
お
い
て
私
の
鏡
像
的
分
身
が
現
れ

(21) 

る
「
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
な
も
の

II
想
像
界
」
の
理
論
で
は
な
か
っ
た
か
と
今
で
は
疑
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
デ
カ
ル
ト
か
ら
多
く
を
摂
取
し
た

ス
ピ
ノ
ザ
が
、
デ
カ
ル
ト
の
あ
の
バ
イ
。
フ
ォ
ル
ガ
ン
の
よ
う
に
仕
組
ま
れ
た
人
体
モ
デ
ル
に
ほ
と
ん
ど
関
心
を
示
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
に
は
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
繰
り
返
そ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
欲
望
は
意
識
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
け
る
衝
動
で
あ
る
。
し
か
し

意
識
は
そ
の
原
因
を
知
ら
な
い
。
欲
望
が
関
わ
り
あ
っ
て
い
る
の
は
「
前
提
を
欠
い
た
結
論
」
の
よ
う
な
代
理
表
象
な
の
だ
。
主
体
は
そ
の

な
か
の
特
権
的
対
象
と
し
て
称
贅
と
非
難
に
値
す
る
自
由
意
志
の
主
体
と
い
う
自
分
の
姿
に
籠
絡
さ
れ
る
が
、
そ
の
イ
マ
ゴ
は
初
め
か
ら
す

り
替
え
ら
れ
た
別
の
も
の
、
す
な
わ
ち
想
像
的
他
者
の
鏡
像
な
い
し
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

決
意
」
と
は
す
な
わ
ち
否
認
さ
れ
た
模
倣
性
の
欲
望
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
こ
そ
が
人
間
的
欲
望
の
逸
脱
的
性
格
を
し
る
し
づ
け
る
も

の
な
の
だ
。

わ
れ
わ
れ
は
『
エ
テ
ィ
カ
』
第
一
―
一
部
の
ほ
ぼ
終
わ
り
近
く
ま
で
追
っ
て
き
た
。
こ
こ
ま
で
は
「
受
動
的
」
な
自
己
肯
定
と
し
て
の
欲
望
に

す
ぎ
ぬ
と
い
う
の
は
本
当
だ
。
だ
が
こ
の
の
ち
理
性
的
で
「
能
動
的
」
な
情
動
に
つ
い
て
語
る
さ
い
、

も
の
を
持
ち
出
し
て
く
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ス
。
ヒ
ノ
ザ
は
、
自
己
満
足
や
名
誉
欲
で
す
ら
理
性
の
欲
望
た
り
う
る
こ

と
を
論
証
す
る
は
ず
で
あ
る

(

E

/

4
/
P
5
2
,
 
P
5
8
)
。
嘲
笑
さ
る
べ
き
も
の
は
何
も
な
く
、
欲
望
は
肯
定
の
哄
笑
と
な
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も

そ
れ
が
も
は
や
「
自
分
に
似
た
も
の
」
の
鏡
像
に
す
ぎ
ぬ
よ
う
な
想
像
的
自
我
に
投
資
さ
れ
る
自
己
肯
定
で
あ
る
ま
い
こ
と
は
、
以
上
の
検

ス
。
ヒ
ノ
ザ
が
何
か
衝
動
に
超
越
す
る

「
自
由
な
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注ス
ピ
ノ
ザ
の
著
作
に
つ
い
て
は
略
号
化
し
本
文
中
に
示
す
こ
と
に
す
る
。

例
え
ば

E
/
3

は
『
ニ
テ
ィ
カ

(
E
t
h
i
c
a
)
』
第
一
―
一
部
、
そ
の
後
に
続
く

P
R
A
E
F

は
序
文
、

A
P
P

は
付
録
、

P
は
定
理
、

D

は
そ
の
証
明
、

C
は
そ

の
系
、
ま
た

A
G
D

は
情
動
の
一
般
的
定
義
、

E
X
P

は
そ
の
説
明
を
表
す
。
そ
し
て

T
I
E
/
3

ぱ
『
知
性
改
善
論

(
T
r
a
c
t
a
t
u
s

d
e
 
Intellectus 

E
m
eミ
d
a
t
i
o
n
e
)
』
の
。
ハ
ラ
グ
ラ
フ
―
―
一
を
表
す
。

(

1

)

 

J
o
h
.
 
C
o
l
e
r
u
s
,
 
L
e
v
e
n
s
-
b
e
s
c
h
r
i
j
v
i
n
g
 v
a
n
 B
e
n
e
d
i
c
t
u
s
 d
e
 S
p
i
n
o
z
a
,
 
M
a
r
t
i
n
u
s
 Nijhoff, 
1910, 
p
p
.
 
32£. 

(

2

)

「
主
体
」
と
い
う
言
葉
は
ス
。
ヒ
ノ
ザ
の
も
の
で
は
な
い
。
ス
。
ヒ
ノ
ザ
自
身
は
単
に
「
人
間

(
h
o
m
o
)
」
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
あ
ま

り
に
「
一
般
概
念
」
ふ
う
に
聞
こ
え
る
の
で
、
ス
。
ヒ
ノ
ザ
の
生
成
的
定
義
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
人
間
概
念
を
特
に
「
主
体
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

も
ち
ろ
ん
実
体
的
な
「
主
体
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
神
的
実
体
の
構
造
的
効
果
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
。
だ
が
間
も
な
く
見
る
よ
う
に
、
こ

の
産
出
ほ
「
主
体
」
が
自
己
意
識
を
も
っ
「
主
観

(
s
u
j
e
t
)
」
で
あ
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
そ
れ
は
自
分
が
自
分
に
と
っ
て
謎
め
い
た
「
主
題

(
s
u
j
e
t
)
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
自
我
を
め
ぐ
る
不
可
解
な
情
動
に
翻
弄
さ
れ
る
瀕
死
の
「
患
者

(sujet)
」
で
も
あ
る
。
「
主
体

(
s
u
j
e
t
)
」
は
こ
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
持
つ
多
義
性
に
お
い
て
理
解
さ
れ
た
い
。

(

3

)

 

L
e
i
b
n
i
z
,
 
N
o
u
v
e
a
u
x
 essais 
s
u
r
 l
'
e
n
t
e
n
d
e
m
e
n
t
 h
u
m
a
i
n
,
 
II, 
c
h
a
p
.
 
20, 
§
6
 ̀

 
G
a
r
n
i
e
r
-
F
l
a
m
m
a
r
i
o
n
,
 
1966, 
p. 
139. 
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
は
「
知
覚
で
き
な
い
ほ
ど
微
細
な
刺
激
」
が
「
常
に
わ
れ
わ
れ
の
気
を
も
ま
せ
る
」
の
だ
と
言
っ
て
、
対
象
の
は
っ
き
り
し
な
い
「
不
安

(
i
n
q
u
i
e
t
u
d
e
)
」
を
説
明
し
て
い
る

G
b
i
d
.
、
p
p
.

140£)
。
ブ
ラ
ヴ
ァ
ル
は
か
か
る
微
細
表
象
を
評
し
て
「
無
意
識
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
明
ら

か
に
微
分
の
発
想
か
ら
想
定
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
表
象
は
あ
く
ま
で
知
覚
を
構
成
す
る
微
小
部
分
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
や
は
り
権
利
上
は
意
識

へ
の
現
前
に
属
す
る
も
の
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
C
f
•
Y
v
o
n
 B
e
l
a
v
a
l
,
 
L
e
i
b
n
i
z
 -Initiation 
a
 s
a
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
,
 
V
r
i
n
,
 
1975, 
p
p
.
 
207ff. 

わ
れ
わ
れ
と
同
趣
の
見
解
と
し
て
、

A
l
a
i
n
J
u
r
a
n
v
i
l
l
e
,
 
L
a
c
a
n
 et 
la 
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
,
 
P. 
U
.
 
F., 
1984, 
p
p
.
 
3
0
-
3
2
.
 

(

4

)

 

Cf• 

D
e
s
c
a
r
t
e
s
,
 
L
e
s
 p
a
s
s
i
o
n
s
 d
e
 l
'
a
m
e
,
 
art. 
16. 

(

5

)

 

J
a
c
q
u
e
s
 L
a
c
a
n
,
 Ecrits, 
Seuil, 
1966, 
p. 
517. 

(

6

)

「
精
神
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
観
念
」
と
「
精
神
の
持
つ
観
念
」
と
の
重
要
な
区
別
に
つ
い
て
は

M
a
r
t
i
a
l
G
u
e
r
o
u
l
t
,
 S
p
i
n
o
z
a
 
II l
'
a
m
e
 

(
E
t
h
i
q
u
e
、
I
I
)
,
 A

u
b
i
e
r
 ,
 
M
o
n
t
a
i
g
n
e
,
 
1974, 
p. 
239, 
お
よ
び
坤
地
芦
向
「
身
4

床
t

の
卸
ぞ
念
あ
る
い
は
輝
g

神
|
|
ー
ス
。
ヒ
ノ
ザ
に
お
け
る
精
神
と
そ
の

認
識
の
起
源
的
定
位
」
（
『
カ
ル
テ
シ
ア
ー
ナ
』
第
三
号
、
一
九
八
一
年
）
を
参
照
。
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(

7

)

 

J
,
 

L
a
c
a
n
 ̀o
p
.
c
i
t
.
、
p.
517. 

(

8

)

 

M
a
r
t
i
a
l
 G
u
e
r
o
u
l
t
,
 
S
p
i
n
o
z
a
 
I
 D
i
e
u
 (
E
t
h
i
q
u
e
,
 
I), 
A
u
b
i
e
r
-
M
o
n
t
a
i
g
n
e
,
 
1968, 
p, 
33. 

(

9

)

ラ
カ
ソ
の
意
味
で
。
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
は
、
他
の
あ
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
対
し
て
主
体
を
代
理
的
に
提
示
す
る

(
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
r
)

も
の
の
こ
と

で
あ
る
」

(
J
.

L
a
c
a
n
,
 
op, 
cit., 
p. 
8
1
9
)
。
こ
う
し
た
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
か
ら
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
ヘ
の
た
え
ざ
る
回
付
の
中
で
主
体
の
自
己
肯
定
が

存
続
す
る
の
を
わ
れ
わ
れ
は
次
に
見
る
だ
ろ
う
。

(

1

0

)

 

C
f
.
 
ラ
。
フ
ラ
ソ
ジ
ュ
／
ポ
ン
タ
リ
ス
、
『
精
神
分
析
用
語
辞
典
』
、
村
上
仁
監
訳
、
み
す
ず
書
房
、
四
五
七
頁
。

(

1

1

)

ラ
カ
ン
の
鏡
像
段
階
論
に
も
同
様
の
観
察
が
あ
る
。

C
f
.
J
.
 

L
a
c
a
n
,
 
op. 
cit., 
p. 
113. 
こ
れ
ら
の
事
実
は
模
倣
が
真
似
て
や
ろ
う
と
い
う
意

図
と
は
無
関
係
に
始
動
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

•••• 

(
1
2
)

「
他
人
の
感
情
の
表
象
が
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
類
似
し
た
感
情
を
産
み
出
す
と
言
う
こ
と
す
ら
、
不
正
確
か
も
し
れ
な
い
。
両
者
は
実
は
ひ
と
つ

••••••••••• 

に
一
体
化
し
た
も
の
な
の
だ
。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
に
似
た
存
在
の
感
情
を
表
象
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
か
ら
し
て
そ
の
感
情
を
経
験
す

る
こ
と
な
の
で
あ
る
」

(
A
l
e
x
a
n
d
r
e

M
a
t
h
e
r
o
n
,
 
I
n
d
i
v
i
d
u
 
et 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
e
 
c
h
e
z
 
S
p
i
n
o
 N
d
、
L
e
s
E
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 M
i
n
u
i
t
,
 
1969, 

p. 
1
5
4
)
。

(13)

ス
。
ヒ
ノ
ザ
は
こ
の
不
特
定
な
同
類
の
表
象
を
指
す
た
め
に
珍
し
く
欄
外
注
を
設
け
、
「
こ
こ
お
よ
び
以
下
に
お
い
て
人
々

(
h
o
m
i
n
e
s
)

と
い
う

の
は
、
そ
の
人
々
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
何
の
情
動
も
抱
い
て
い
な
い
場
合
と
解
し
て
ほ
し
い
」
と
わ
ざ
わ
ざ
断
っ
て
い
る

(
E
/
3
/
P
2
9
)
。

(

1

4

)

 

D
e
s
c
a
r
t
e
s
,
 0
 p, 
cit.
、
art.

152. 

(
1
5
)

こ
の
よ
う
に
欲
望
（
な
い
し
意
志
）
は
主
客
の
二
項
で
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
ス
。
ヒ
ノ
ザ
は
ル

ネ
・
ジ
ラ
ー
ル
の
次
の
よ
う
な
定
式
か
ら
遠
く
な
い
。
「
競
合
関
係
は
、
偶
然
に
二
つ
の
欲
望
が
同
じ
対
象
へ
収
倣
し
た
結
果
で
は
な
い
。
主
体
は

••••••••.•••••••••••••••••••••• 競
争
相
手
自
身
が
そ
れ
を
欲
望
す
る
が
ゆ
え
に
そ
の
対
象
を
欲
望
す
る
の
で
あ
る
」

(
R
e
n
e
G
i
r
a
r
d
,
 
L
a
 violence 
et 
le 
sacre, 
1972, 
G
r
a
s
 ,
 

set, 
p. 
204. 
『
暴
力
と
聖
な
る
も
の
』
、
吉
田
幸
男
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
ニ
ニ
九
頁
）
。

(

1

6

)

か
か
る
情
動
の
「
原
因
と
し
て
」
意
識
さ
れ
た
「
自
己
自
身
の
観
念
」
が
幻
想
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
文
脈

(
E
/
3
/
P
S
l
/
S
)

か
ら
明
ら
か
で

あ
る
。
当
該
箇
所
は
「
喜
び
あ
る
い
は
悲
し
み
を
も
た
ら
す
も
の
と
人
間
が
信
じ
、
そ
の
ゆ
え
に
〔
…
…
〕
そ
れ
を
実
現
し
あ
る
い
は
排
除
し
よ
う

と
努
め
る
事
物
は
往
々
に
し
て
単
に
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
論
点
の
延
長
上
に
見
い
だ
さ
れ
る
。

(
1
7
)

例
え
ば
「
自
卑
は
高
慢
の
反
対
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
自
卑
的
な
人
間
は
高
慢
な
人
間
に
も
っ
と
も
近
い
。
〔
…
…
〕
彼
ら
は
自
卑
の
み
を
称
賛
し
、
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お
の
れ
の
自
卑
を
誇
り
、
し
か
も
自
卑
の
外
観
を
失
わ
な
い
よ
う
に
し
て
そ
う
す
る
」

(
E
/
4
/
P
5
7
/
S
)
。
自
卑
は
否
認
さ
れ
た
高
慢
な
の
だ
。

(

1

8

)

拙
稿
「
「
残
り
の
者
」
ー
あ
る
い
は
ホ
ッ
プ
ズ
契
約
説
の
。
＾
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
ス
。
ヒ
ノ
ザ
」
（
『
カ
ル
テ
シ
ア
ー
ナ
』
第
八
号
、
一
九
八
八
年
）
参
照
。

(
1
9
)

「
ホ
ッ
プ
ズ
の
人
間
が
名
誉
を
追
求
す
る
の
は
た
だ
そ
の
名
誉
が
証
し
す
る
力
の
た
め
で
し
か
な
く
、
し
か
も
こ
の
力
は
純
粋
に
道
具
的
に
考
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
ス
。
ヒ
ノ
ザ
の
人
間
が
他
者
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
反
対
に
、
自
ら
他
者
に
強
い
る
称
賛
に
よ
っ
て
自
分
の
名
誉

を
感
じ
る
た
め
な
の
で
あ
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
「
名
誉
欲
」
は
社
会
の
脅
威
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
「
き
ず
な
」
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(A.

M
a
t
h
e
r
o
n
,
 0
 
p. 
cit., 
p
p
.
 
1
7
0
f
,
 
1
7
2
)

。

(

2

0

)

 

C
f
.
 
D
e
s
c
a
r
t
e
s
,
 
0p.cit.
、

art.
4
6
,
 
111. 

(

2

1

)

例
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
に
は
意
識
の
構
成
す
る
「
想
像

(
i
m
a
g
i
n
a
t
i
o
n
)
」
の
理
論
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
固
有
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
持
っ
た
「
イ
マ
ジ
ネ

ー
ル
な
も
の
」
は
存
在
し
な
い
と
い
う
ベ
ル
ト
ラ
ン
の
指
摘

(
M
i
c
h
e
l
e
B
e
r
t
r
a
n
d
,
 
S
p
i
n
o
z
a
 
et 
l'imaginaire, 
P
.
 
U. 
F., 
1
9
8
3
,
 
p. 
5
4
)
。

デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
「
意
志
」
の
関
与
し
な
い
そ
れ
以
外
の
受
動
的
想
像
は
も
っ
ば
ら
身
体
を
原
因
と
す
る
。
だ
が
こ
の
「
身
体
」
は
そ
の
原
因

性
に
関
す
る
か
ぎ
り
一
個
の
自
動
機
械
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
受
動
的
想
像
の
デ
カ
ル
ト
的
説
明
が
、
精
神
の
本
性
に
は
無
関
係
な
機
械
仕
掛
の
記

述
に
終
始
し
て
し
ま
う
の
は
当
然
な
の
で
あ
る
。C
f
•
D
e
s
c
a
r
t
e
s
 ̀
o
p
.
c
i
t
.
、
art.
21. 
ち
な
み
に
「
意
志
」
の
関
与
・
非
関
与
と
い
う
デ
カ
ル

ト
の
心
身
二
元
論
的
基
準
が
ス
。
ヒ
ノ
ザ
に
通
用
し
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
問
題
は
、
欲
望
が
ま
さ
に
そ
こ
で
自
ら
を
「
意

志
」
と
思
い
誤
る
よ
う
に
な
る
よ
う
な
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
な
も
の

II
想
像
界
の
ロ
ジ
ッ
ク
な
の
で
あ
る
。

（
文
学
部
助
手
）




