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ー

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
問
題

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
知
性
の
功
績
で
は
な
い
。
ま

「
意
志
の
転
換

(
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
d
e
 la 
v
o
l
o
n
t
e
」
(
M
R
4
6
)

に
対
す
る
知
性
の
無
力
さ

i

こ
れ
が
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
（
以
下

『
二
源
泉
』
）
の
な
か
で
繰
り
返
さ
れ
る
主
題
で
あ
る
。
私
た
ち
が
意
志
を
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
責
務
感

(
s
e
n
t
i
m
e
n
t
d
e
 

!'obligation)
」（
M
R
1
4
)

を
感
じ
る
と
き
、
そ
の
転
換
は
知
性
の
勧
告
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
義
務

へ
の
服
従
は
、
と
も
す
れ
ば
義
務
か
ら
逸
脱
し
が
ち
な
自
己
自
身
を
戒
め
る
こ
と
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
こ
と
ば
で
言
え
ば
、
「
自
身
に
対
す
る
努

カ

(effort
s
u
r
 soiー

S
e
m
e
)
」
（
ア
i
1
R
1
3
,

1
4
)

・
「
白
口
旦
オ
に
対
？
す
る
坪
盆
机

(resistance
a
 soiー

nズ
e
m
e
)
」
（
ア
I
J
:
R
l
4
)

に
右
E

ナ
ソ
る
の
で
は
な

い
。
そ
れ
ら
が
「
実
践
的
な
道
徳
基
準

(
m
a
x
i
m
e
pratique)
」（
M
R
1
4
)

と
し
て
の
存
在
価
値
を
も
つ
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
知

性
が
「
道
徳
規
準
」
を
知
性
固
有
の
こ
と
ば
で
ど
ん
な
に
説
い
た
と
こ
ろ
で
、
「
意
志
の
転
換
」
・
義
務
へ
の
服
従
そ
れ
自
身
を
成
功
さ
せ
る

に
至
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

た
、
単
に
、
意
志
を
転
換
さ
せ
る
の
は
意
志
自
身
だ
と
い
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
は
じ
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

は

じ

め

に

た
と
え
成
功
す
る
よ
う
に
み
え
る
と
き
で
も
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
資
務
感
と
意
志

陀

安

広
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主
知
主
義
的
道
徳
論

と
す
る
の
は
、
「
責
務
感
」
と
い
う
特
殊
な
経
験
‘
あ
た
か
も
私
の
外
部
か
ら
到
米
し
私
が
そ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
み
え
る
或

る
「
力

(force)
」

一
方
、
「
憧
憬
」
に
お
い
て
鍵
を
握
る
の
は
「
特
権
的

の
経
験
で
あ
り
、
私
た
ち
は
そ
の
経
験
の
内
実
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
道
徳
と
宗
教
に
対
す
る
主
知
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
批
判
し
、
両
者
を
「
下
位
ー
知
性
的

(infraー

intellectuel)
」

及
び
「
上
位
ー
知
性
的

(
s
u
p
r
aー

intellectuel)
」
な
源
泉
へ
と
立
ち
返
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
二
つ
の
源
泉
を
彼
は
そ
れ
ぞ
れ
「
圧
力

(pression)
」
、
「
憧
憬

(aspiration)
」
と
呼
び
、
知
性
の
領
域
の
外
に
、
「
意
志
の
転
換
」
を
可
能
に
す
る
「
力
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
。

本
稿
の
課
題
は
、
第
一
に
、
知
性
と
「
力
」
と
を
区
別
し
、
知
性
と
の
対
比
に
よ
っ
て
「
力
」
と
い
う
現
象
の
位
殴
づ
け
を
決
定
す
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
「
圧
力
」
と
「
憧
憬
」
と
い
う
二
つ
の
「
力
」
を
、
そ
の
差
異
に
注
目
し
つ
つ
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、

両
者
は
と
も
に
「
力
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
「
形
式
」
(
M
R
8
4
)
と
し
て
は
異
質
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
す

な
わ
ち
「
圧
力
」
に
お
い
て
鍵
を
握
る
の
は
「
非
人
称
的
な
社
会
の
要
求
」
で
あ
り
、

人
格
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
差
異
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
「
圧
力
」
に
関
し
て
は
『
笑
い
』
の
社
会
論
を
、
ま

た
、
「
憧
憬
」
に
関
し
て
は
『
笑
い
』
及
ぴ
『
意
識
の
直
接
与
件
に
つ
い
て
の
試
論
』
（
以
下
『
試
論
』
）
の
芸
術
論
を
参
照
す
る
こ
と
に
な
る
。

主
知
主
義
的
道
徳
論
に
対
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
批
判
を
、
彼
の
図
式
に
し
た
が
っ
て
見
て
み
よ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
下
位
ー
知

性
的
」
な
「
力
」
と
「
上
位
ー
知
性
的
」
な
そ
れ
と
の
間
に
知
性
と
い
う
「
中
間
的
平
面
」
(
M
R
8
5
)
が
存
在
す
る
。
主
知
主
義
が
扱
う
対
象

は
、
二
つ
の
「
力
」
の
知
性
平
面
へ
の
「
投
影
物

(projections)
」
（
M
R
8
6
)
で
あ
る
。
こ
の
「
投
影
物
」
は
相
互
に
浸
透
し
、
二
つ
の
「
力
」

は
純
粋
理
性
の
用
語
に
置
換
さ
れ
、
結
局
、
「
道
徳
性
に
関
す
る
諸
要
索
は
等
質
的
に
な
り
、
相
互
に
比
較
可
能
で
ほ
ぽ
通
約
可
能
に
な
る
。
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ベルクソンにおける責務感と意志

道
徳
の
諸
問
題
は
明
快
に
述
べ
ら
れ
、
組
織
的
に
解
決
さ
れ
る
」

(ib
起
．
）
。
主
知
主
義
は
「
道
徳
的
生
の
現
れ

(
m
a
n
i
f
e
s
t
a
t
i
o
n
s
)
」
に
つ

い
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
を
「
整
合
的

(
c
o
h
e
r
e
n
t
e
s
)
」
に
処
理
し
、
「
諸
原
理

(
p
r
i
n
c
i
p
e
s
)
」
へ
と
還
元
す
る

(cf.
ibid.)
。
こ

し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
う
反
論
す
る
。
「
理
性
が
自
足
し
て
い
る
と
考
え
て
そ
の
こ
と
を
主
張
す
る
哲
学
者
が
、
そ
の
証
明
に
成
功
す
る

と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
＞
と
い
う
必
然
性
に
還
元
す
る
議
論
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
受
託
物

(
d
e
p
o
t
)

の
議
論
を
例
に
挙
げ
て
、
ベ
ル

ク
ソ
ン
は
批
判
す
る
。
「
受
託
物
は
返
還
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
な
ぜ
な
ら
受
託
者
が
そ
れ
を
横
領
し
た
ら
も
は
や
受
託
物
で
な
く
な
る

だ
ろ
う
か
ら
、
と
カ
ン
ト
が
私
た
ち
に
い
う
と
き
、
彼
は
明
ら
か
に
こ
と
ば
遊
ぴ
を
し
て
い
る
の
だ
」
(
M
R
8
7
)
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、

「
受
託
物
」
と
い
う
語
に
は
す
で
に
「
信
託
さ
れ
た
」
で
あ
る
と
か
、
信
託
は
裏
切
ら
れ
る
「
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
っ
た
「
道
徳
的
諸
観

念
」
を
含
ん
で
い
る
。
こ
う
し
て
、
「
受
託
物
」
の
議
論
は
実
は
論
理
的
整
合
性
以
外
の
も
の
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て

カ
ン
ト
は
暗
黙
の
う
ち
に
「
力
」
を
認
め
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

い
ま
―
つ
の
道
徳
論
は
、
道
徳
を
‘
或
る
「
目
的
」
の
論
理
的
な
追
求
に
基
づ
け
よ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
「
善

(
B
i
e
n
)

の
観
念
」
(
M
R

8
9
)

は
責
務
を
説
明
し
う
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
「
善
」
が
責
務
の
源
泉
に
「
目
的
」
と
し
て
あ
り
、
「
善
」
と
の
一
致
の
程
度
に
よ
っ
て
あ
ら

ゆ
る
人
間
的
行
為
の
道
徳
的
価
値
が
量
ら
れ
る
の
だ
と
す
る
な
ら
、
私
た
ち
は
「
善
」
と
行
為
と
が
一
致
し
て
い
る
と
い
う
「
指
標

(
s
i
g
n
e
)
」

を
知
る
必
要
が
あ
る
。
「
指
標
」
を
知
る
た
め
に
は
「
普
」
と
は
何
か
を
定
義
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
「
善
」
の
定
義
の
た
め

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
の
「
序
列

(
h
i
e
r
a
r
c
h
i
e
)
」
の
定
立
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
序
列
」
が
そ
れ
自
身
存
在
す
る
の
で
あ
れ

彼
は
主
知
主
義
的
道
徳
論
を
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
す
る
。

―
つ
は
、
道
徳
的
責
務
を
論
理
的
整
合
性
に

の
は
、
た
だ
彼
が
こ
れ
ら
の
力
を
暗
黙
の
う
ち
に

(
s
a
n
s
 
le 
dire)

再
び
導
入
す
る
場
合
で
あ
る
」
（
配
d.
）。

う
し
て
道
徳
は
「
合
理
的
な
」
も
の
と
な
る
。

つ
ま
り
八
理
性
は
自
己
自
身



4
 

ば
、
「
序
列
」
よ
り
も
上
位
の
も
の
と
し
て
「
普
」
と
い
う
「
目
的
」
を
立
て
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
「
序
列
」
が
作
成
さ
れ

た
と
し
て
も
、
な
ぜ
そ
れ
を
行
為
基
準
と
し
て
受
け
入
れ
、
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
「
力
」
が
介

入
す
る
の
は
こ
の
場
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
道
徳
論
が
た
か
だ
か
審
美
的
理
由
を
付
加
す
る
と
し
て
も
‘

的
理
由
は
、
た
と
え
ば
「
自
己
愛
」
を
自
ら
の
道
徳
甚
準
と
し
て
保
持
し
て
い
る
人
に
対
し
て
、
道
徳
碁
準
の
転
換
を
迫
る
こ
と
は
で
き
な

と
こ
ろ
で
、
こ
の
無
力
さ
こ
そ
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
現
に
働
い
て
い
て
私
た
ち
の
意
志
に
実
際
に
の
し
か
か
る

(peser 
effectivement)

或
る
力
が
そ
こ
に
あ
る
な
ら
ば
、

す
る
は
ず
で
あ
ろ
う
‘

理
性
の
示
す
諸
理
由
に
他
の
諸
理
由
を
対
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
は
議
論
を
単
に
拒
否
し
て
八
我
か
く
欲
し
か
く
命
ず
＞
と
答

え
る
こ
と
さ
え
で
き
る
か
ら
で
あ
る
」
(
M
R
9
0
)
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
道
徳
に
対
し
て
理
性
が
何
ら
か
の
存
在
意
義
を
も
つ
と
し
て
も
、

(
1
)
 

そ
れ
は
、
「
力
」
の
結
果
に
対
し
て
働
き
か
け
、
そ
れ
を
よ
り
好
ま
し
い
道
徳
碁
準
へ
と
調
整
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
で
し
か
な
い
。
す
な

わ
ち
、

し
か
し
理
性
は
こ
れ
ら
の
力
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
‘
な
ぜ
な
ら
人
は
常
に
理
性
を
相
手
に
議
論
し
、

理
性
に
先
立
っ
て
或
る
「
力
」
が
私
た
ち
に
対
し
て
そ
の
重
み
と
と
も
に
働
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

を
と
っ
て
い
る
理
性
が
こ
の
「
力
」
に
対
抗
す
る
た
め
に
或
る
理
由
を
示
す
と
し
て
も
、

等
の
資
格
で
打
ち
立
て
ら
れ
得
る
こ
と
に
な
り
、
議
論
は
永
遠
に
決
着
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
表
面
的
に
は
決
着
す
る
よ
う

に
み
え
る
場
合
で
す
ら
、

で
あ
る
。
要
す
る
に
、

い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

理
性
は
そ
の
力
の
結
果
を
調
整
す
る
た
め
に
介
入
し
う
る
だ
ろ
う
し
、
介
入

理
性
の
平
面
に
と
ど
ま
る
限
り
は
別
の
理
由
が
同

理
性
の
掲
げ
た
然
々
の
理
由
が
よ
り
整
合
的
で
あ
る
た
め
で
は
な
く
、

し
か
し
審
美

し
た
が
っ
て
、
す
で
に
遅
れ

理
性
の
平
面
の
外
部
で
議
論
の

行
方
を
見
守
っ
て
い
た
或
る
「
力
」
が
八
我
か
く
欲
し
か
く
命
ず
＞
と
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
仕
方
で
「
暗
黙
の
う
ち
に
」
介
入
す
る
た
め
な
の

理
性
は
自
ら
の
平
面
上
に
同
等
の
権
利
を
も
つ
諸
理
由
を
提
示
し
て
み
せ
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
ま
た
あ
る
い
は
そ
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ベルクソンにおける責務感と意志

れ
ら
の
う
ち
の
或
る
も
の
に
せ
い
ぜ
い
審
美
的
価
値
を
付
与
し
う
る
と
し
て
も
、

そ
の
な
か
か
ら
特
定
の
理
由
を
実
際
に
選
択
さ
せ
、
実
際

(
2
)
 

に
「
道
徳
規
準
」
と
し
て
採
用
す
る
よ
う
に
私
た
ち
の
意
志
に
働
き
か
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
忠
誠
」
・
「
献
身
」
・
「
犠
牲
的
精
神
」
・
「
慈
善
」
な
ど
を
と
り
上
げ
て
み
よ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
単
に
不
毛
な
「
こ
と
ば

(
m
o
t
s
)
」

で
は
な
い
に
せ
よ
、

理
性
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
う
ち
は
、

そ
れ
ら
は
た
だ
「
形
式

(
f
o
r
m
u
l
e
)
」
に
と
ど
ま
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
が

道
徳
的
な
効
力
を
も
つ
の
は
、
「
形
式
」
が
「
質
料

(matiere)
」
で
満
た
さ
れ
、

か
つ
、
そ
の
「
質
料
」
な
い
し
「
観
念
」
が
「
生
気
づ
け

ら
れ

(s"
a
n
i
m
e
r
)
」
、
「
活
動
的

(agissante)
」
に
な
る
と
き
で
あ
る

(cf.
M
R
3
1ー

3
2
)
。
と
こ
ろ
で
こ
の
た
め
に
は
「
或
る
契
機

(
u
n
e

o
c
c
a
s
i
o
n
)
」
（
M
R
3
2
)
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
徳
が
私
た
ち
に
対
し
て
効
力
を
も
つ
か
ど
う
か
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
或
る
契
機
」

の
有
無
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
知
性
自
身
は
こ
の
契
機
の
到
米
に
対
し
て
ま
っ
た
く
受
動
的
か
つ
無
力
な
の
で
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
私
た
ち
の
意
志
に
そ
の
重
み
で
以
て
の
し
か
か
り
、
特
定
の
「
道
徳
規
準
」
を
私
た
ち
に
実
際
に
採
用
さ
せ
る
も
の
‘

私
た
ち
の
「
意
志
の
転
換
」
を
可
能
に
さ
せ
る
も
の
、
つ
ま
り
は
「
意
志
を
牽
引
す
る
力
能

(
p
u
i
s
s
a
n
c
e
d'entrainer 
la 
v
o
l
o
n
t
e
」
(
M
R

9
8
)

を
も
つ
も
の
は
、
知
性
平
面
を
挟
ん
で
上
下
に
措
定
さ
れ
る
「
下
位
ー
知
性
的
」
な
「
力
」
と
「
上
位
ー
知
性
的
」
な
「
力
」
で
あ
る
。

二
つ
の
「
力
」
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、

二
つ
の
責
務

そ
れ
ぞ
れ
「
圧
力
」
と
「
憧
憬
」
と
呼
ば
れ
る
。
両
者
の
考
察
に
移
ろ
う
。

「
圧
力
」
と
「
憧
憬
」
は
、
な
る
ほ
ど
、
知
性
か
ら
と
も
に
区
別
さ
れ
る
「
力
」
な
い
し
責
務
で
あ
り
、
ま
た
、
両
者
を
「
生
命
の
相
補

的
な
二
顕
現
」
と
見
れ
ば
或
る
種
の
「
一
性
」
に
解
消
可
能
で
あ
ろ
う

(
M
R
9
8
)

。
事
実
、
「
憧
憬
」
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
道
徳
は
「
圧
力
」

に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
道
徳
を
継
承
し

(succeder)
、
後
者
を
吸
収
す
る

(absorber)
と
さ
れ
(
M
R
3
1
)
、
ま
た
そ
の
結
果
到
達
さ
れ
る
道
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い
た
社
会
」
で
あ
る
。

(obligation 
n
u
e
)
」（
M
R
8
5
)
と
さ
れ

徳
が
「
完
全
な
道
徳

(
m
o
r
a
l
e
c
o
m
p
l
e
t
e
)
」
と
い
う
名
称
を
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
れ
ば
、
「
圧
力
」
と
「
憧
憬
」
は
、
道
徳
的

完
成
と
い
う
不
可
分
の
行
程
へ
と
投
げ
か
け
ら
れ
た
回
顧
的
な
視
線
が
、
あ
く
ま
で
も
事
後
的
に
発
見
す
る
二
形
態
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え

よ
う
。
し
か
し
、
「
相
互
交
換

(
e
c
h
a
n
g
e
s
reciproques)
」
に
よ
っ
て
両
者
が
「
外
見

(
a
p
p
a
r
e
n
c
e
s
)
」
上
と
り
得
た
「
共
通
形
態
」
が
、

概
念
的
息
惟
や
こ
と
ば
に
手
が
か
り
を
与
え
、
結
局
主
知
主
義
的
な
道
徳
論
を
生
み
出
す
原
因
と
な
っ
た
と
い
う
事
情

(cf.
M
R
4
8
)
を
考

慮
す
る
な
ら
ば
、
「
圧
力
」
と
「
憧
憬
」
と
を
そ
の
「
純
粋
状
態
」

(
i
b
i
d
.

）
で
考
察
す
る
の
は
私
た
ち
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
ジ
ャ
ン

ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
的
確
に
も
、
常
識
が
混
同
し
て
い
る
も
の
を
「
単
純
本
性
」
に
分
離
す
る
こ
と
が
ベ
ル
ク
ソ
ニ
ス
ム
の
真
骨
項
で
あ
り
、

(
3
)
 

そ
れ
が
「
批
判
哲
学
」
た
り
う
る
所
以
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
、
分
離
の
後
に
混
合
す
る
さ
ま
を
改
め
て
説
明
す
る
こ
と
も
ま
た
ベ

ル
ク
ソ
ニ
ス
ム
の
仕
事
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
が
、

の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
私
た
ち
に
ま
ず
課
せ
ら
れ
る
の
は
「
圧
力
」
と
「
憧
憬
」
と
の
分
離
作
業
な

用
語
の
整
理
か
ら
始
め
よ
う
。
「
圧
力
」
は
「
純
粋
な
責
務
」

(
M
R
2
9
,
49, 
54)
、
「
自
然
的
な
責
務
」

(
M
R
3
0
)
、
「
む
き
出
し
の
責
務

一
方
、
「
憧
憬
」
は
そ
れ
と
は
「
別
種
の
責
務
」

(
M
R
2
9
)
で
あ
る
。
後
者
の
関
わ
る
道
徳
は
、

前
者
の
関
わ
る
「
閉
じ
た
道
徳
」
と
の
あ
い
だ
に
「
本
性
の
差
異
」

(
i
b
i
d
.）

M
R
3
1
)
を
も
つ
「
開
い
た
道
徳
」
で
あ
る
。
「
圧
力
」
と
し
て

の
「
責
務
」
は
い
わ
ば
「
同
国
人
に
対
す
る
義
務
」

(
M
R
2
6
)

あ
り
、
他
方
、
「
開
い
た
道
徳
」

で
あ
り
、
他
方
、
「
憧
憬
」
と
し
て
の
「
責
務
」
は
「
人
間
で
あ
る
限
り
で
の

人
間
に
対
す
る
義
務
」

(
M
R
2
5
)

と
さ
れ
る
。
「
閉
じ
た
道
徳
」
の
展
開
す
る
社
会
と
は
「
家
族
」
「
国
家
」
と
い
っ
た
「
閉
じ
た
社
会
」
で

の
め
ざ
す
社
会
は
「
全
人
類
」
、
あ
る
い
は
動
物
・
植
物
・
自
然
全
体
に
ま
で
も
広
が
る
こ
と
の
で
き
る
「
開
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ベルクソンにおける責務感と意志

を
感
じ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

圧
力
と
知
性

会
は
自
ら
の
外
部
と
自
ら
の
内
部
と
を
区
別
し
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば

「
圧
力
」
と
し
て
の
責
務
は
「
社
会
的
要
求
」

(
M
R
1
7
)

に
由
来
す
る
。
「
同
国
人
に
対
す
る
義
務
」
、
こ
の
こ
と
ば
が
示
す
よ
う
に
、
社

そ
の
成
員
に
対
し
て
外
に
向
か
っ
て
は
「
攻
撃
」
を
、
内
に
向
か
っ
て
は
「
自
衛
」
を
要

(cf. 
M
R
2
8
3
)
。
社
会
は
「
社
会
的
凝
集
」

(
M
R
2
7
)

を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
「
閉
じ
た
社
会
」
の
比
喩
と
し
て
、

ベ
ル
ク
ソ
ン

は
好
ん
で
ア
リ
の
社
会
や
ハ
チ
の
社
会
及
ぴ
有
機
体
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
し
か
し
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
そ

れ
ら
は
、

そ
の
成
員
が
全
体
の
た
め
に
奉
仕
し
「
社
会
的
凝
集
」
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
の
比
喩
で
は
あ
る
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
「
社
会

的
要
求
」
が
私
た
ち
に
「
責
務
感
」
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
の
比
喩
で
は
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、
「
い
か
な
る
責
務

も
本
能
的
本
性
の
も
の
で
は
な
い
」

(
M
R
2
2ー

23)
の
で
あ
り
、
本
能
に
よ
っ
て
凝
集
力
を
維
持
し
て
い
る
ア
リ
の
社
会
の
成
員
は
「
責
務
感
」

す
る
と
「
責
務
感
」
を
感
じ
る
た
め
に
は
、
自
身
の
行
為
に
対
す
る
或
る
種
の
反
省
、
す
な
わ
ち
知
性
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

だ
ろ
う
か
。
す
ぐ
後
に
見
る
よ
う
に
、
或
る
意
味
で
は
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
責
務
と
い
う
「
力
」
の
起
源
は
依
然
と
し
て
知
性
以
外
の
も

の
に
帰
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
主
知
主
義
と
同
様
の
誤
り
を
犯
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

知
性
は
そ
の
「
利
己
主
義

(ego"isme)
」（
M
R
9
4
)

で
も
っ
て
本
能
の
凝
集
力
に
抵
抗
し
た
結
果
、
自
ら
の
「
利
己
主
義
」
に
気
づ
き
‘

そ

れ
を
正
そ
う
と
し
て
道
徳
基
準
を
創
設
し
得
る
。
し
た
が
っ
て
主
知
主
義
的
道
徳
と
は
、
「
利
己
主
義
」
と
い
う
知
性
に
由
来
す
る
最
初
の
抵

抗
を
相
殺
し
よ
う
と
す
る
第
二
の
抵
抗
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
「
抵
抗
に
対
す
る
抵
抗
」

(
M
R
9
6
)
・
「
障
害
に
対
す
る
障
害
」

(
M
R
9
5ー

96)
で
あ
る
が
、
し
か
し
一
連
の
抵
抗
が
働
く
た
め
に
は
、
ま
ず
「
被
ら
れ
、
感
じ
ら
れ
る
必
然
性

(necessite
subie 
et 
sentie)
」

求
す
る
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(
M
R
9
5
)
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
必
然
性
」
が
責
務
に
と
っ
て
「
本
質
的
な
も
の
」
(
M
R
9
5
,
9
6
)
な
の
で
あ
り
、
こ
の
「
必
然

性
」
は
、
知
性
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
で
以
て
「
道
徳
の
理
論
家
た
ち
」
が
扱
う
に
至
る
と
こ
ろ
の
「
準
必
然
性

(quasi-necessite)
」
と
は

(
M
R
9
6
)
。
本
稿
の
冒
頭
に
述
べ
た
こ
と
を
繰
り
返
せ
ば
、
責
務
は
「
自
身
に
対
す
る
努
力
」
・
「
自
身

こ
こ
か
ら
、
「
責
務
の
全
体

(le
tout 
d
e
 !'obligation)
」
（
M
R
1
7
,
2
1
)
あ
る
い
は
「
責
務
一
般

(obligation
e
n
 general)
」
（
M
R

2
3
)
と
い
う
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
用
語
の
真
意
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
「
特
定
の
責
務
を
本
能
に
関
係
づ
け
よ
う
と
す
る
な
ら
人
は
重
大
な
過
ち

を
犯
す
だ
ろ
う
」
(
M
R
2
2
)
、

と
い
う
の
も
「
各
々
の
責
務
は
、
別
々
に
と
り
上
げ
れ
ば
自
由
を
含
意
す
る
」
(
M
R
2
4
)

別
的
な
責
務
は
「
合
理
的
諸
要
索
」
(
M
R
1
5
)

に
還
元
さ
れ
た
責
務
で
あ
り
、
「
人
間
知
性
に
よ
っ
て
型
ど
ら
れ
て
」
(
M
R
5
3
)

人
は
知
性
に
よ
っ
て
そ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
「
実
践
的
道
徳
規
準
」
を
立
て
て
自
ら
の
「
利
己
主
義
」
を
戒
め
る
こ
と

も
で
き
る
。
し
か
し
「
人
が
理
性
的
な
道
筋
を
通
っ
て
責
務
に
立
ち
戻
る
か
ら
と
い
っ
て
、
責
務
が
理
性
的
な
次
元
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は

な
い
」
(
M
R
1
6
)
。
「
項
点
に
あ
る
個
々
の
責
務
か
ら
、
責
務
一
般
へ
、
あ
る
い
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
基
底
に
あ
る
責
務
の
全
体
へ
と
下

降
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
、
責
務
は
、

生
命
の
領
域
に
お
い
て
必
然
性
が
と
る
形
態
そ
の
も
の
と
し
て
私
た
ち
に
現
れ
る
が
、

か
ら
で
あ
る
。
個

そ
れ
は
生
命
が
或

る
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
知
性
や
選
択
、
し
た
が
っ
て
自
由
を
要
求
す
る
と
き
に
必
然
性
が
と
る
形
態
な
の
だ
」
(
M
R
2
4
)
。
生
命
の
領
域

に
お
け
る
必
然
性
と
は
本
能
あ
る
い
は
習
慣
で
あ
ろ
う
（
自
然
が
本
能
を
模
し
て
習
慣
と
し
た
）
。
要
す
る
に
、

そ
の
「
各
々
の
断
片
」
が
「
人
間
知
性
に
よ
っ
て
型
ど
ら
れ
て
」
い
る
点
に
お
い
て
知
性
的
で
あ
り
、
「
人
間
で
あ
る
こ
と
を
や
め
な
い
限
り

は
、
人
間
は
諸
断
片
の
総
体

(
e
n
s
e
m
b
l
e
)

を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
点
に
お
い
て
本
能
的
で
あ
る
と
さ
れ
る

に
対
す
る
抵
抗
」
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

区
別
さ
れ
る
「
別
の
起
源
」
を
も
つ

(cf. M
R
5
3
)
。
し

た
が
っ
て
、
責
務
は
知
性
に
帰
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
や
は
り
「
自
由
な
諸
存
在
の
総
体
」
(
M
R
3
)
と
し
て
の
社
会
、
す
な
わ

「
圧
力
」
と
し
て
の
責
務
は

い
る
の
で
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ベルクソンにおける責務感と意志

あ
る
。

ち
知
性
を
有
し
た
人
間
の
社
会
に
固
有
の
現
象
で
あ
ろ
う
。
知
性
が
自
由
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
そ
こ
か
ら
逃
れ
う
る
と
い
う
意
識
」

(
M
R
7
)
を
も
ち
つ
つ
も
、

そ
れ
で
も
や
は
り
服
従
し
て
し
ま
う
よ
う
な
必
然
性
、

そ
れ
が
責
務
な
の
で
あ
る
。

社
会
が
私
た
ち
に
対
し
て
そ
の
成
員
と
し
て
の
義
務
を
全
う
せ
よ
と
告
げ
る
こ
と
、
こ
れ
が
以
上
の
「
閉
じ
た
道
徳
」
で
あ
る
。

て
、
『
笑
い
』
に
お
い
て
す
で
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
役
割
を
も
っ
た
現
象
の
考
察
に
踏
み
込
ん
で
い
た
こ
と
が
気
づ
か
れ

る
で
あ
ろ
う
。

「
笑
い
は
共
同
生
活
の
或
る
要
求
に
応
じ
る
に
違
い
な
い
。
笑
い
は
―
つ
の
社
会
的
な
意
味
を
も
つ
に
違
い
な
い
」

(
R
6
)

。
こ
の
指
導
的

理
念
の
下
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
笑
い
」
の
考
察
に
入
っ
て
い
く
の
だ
が
、
ま
ず
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
閉
じ

た
社
会
」
に
お
け
る
「
社
会
的
要
求
」
と
、
『
笑
い
』
に
お
い
て
吟
味
に
付
さ
れ
る
「
社
会
的
要
求
」
と
は
完
全
に
は
一
致
し
な
い
と
い
う
点

で
あ
る
。
「
閉
じ
た
社
会
」
に
お
け
る
「
社
会
的
要
求
」
が
習
慣
の
遵
守
を
私
た
ち
に
要
求
す
る
の
に
対
し
て
、

『
笑
い
』
に
お
け
る
「
社
会

い
わ
ば
「
閉
じ
た
社
会
」
よ
り
も
も
う
一
回
り
大
き
な
社
会
、
す
な
わ
ち
「
閉
じ
た
社
会
」
を
う
ち
に
包
む
よ
う
な
社
会
か

ら
発
せ
ら
れ
る
要
求
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
私
た
ち
に
も
は
や
習
慣
の
違
守
を
要
求
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
逆
に
、
習

慣
の
追
守
を
戒
め
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
要
求
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
両
者
で
は
保
持
さ
れ
る
べ
き
「
社
会
」
の
意
味
が
異
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
『
笑
い
』
の
社
会
に
と
っ
て
は
習
慣
の
確
立
が
社
会
の
解
体
の
危
機
と
し
て
作
用
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で

で
は
『
笑
い
』
の
社
会
は
、
「
笑
い
」
と
い
う
現
象
に
よ
っ
て
何
を
要
求
す
る
の
か
。
端
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
社
会
に
蔓
延
す
る
「
機
械

的
要
求
」
は 『

笑
い
』

の
社
会
論

一
見
し
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的
か
た
く
な
さ

(rdideミ
r
d
e
m
蕊
ミ
忌
u
e
)
」（
R
S
)

を
告
発
し
、
そ
れ
に
修
正

(
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
)

に
処
罰

(
c
h
a
t
i
m
e
n
t
)
(
R
1
6
)

を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
裏
を
返
せ
ば
、
社
会
の
要
求
は
「
注
意
深
い
し
な
や
か
さ
と
生
き
生
き
と

し
た
柔
軟
性
」

(
R
S
)

を
回
復
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
社
会
で
そ
の
解
体
作
用
と
し
て
告
発
を
受
け
る
の
は
、
「
閉
じ
た
社
会
」
に
お
い
て
社
会
的
蹂
集
力
の
最
右
翼
と
目
さ
れ

て
い
た
習
慣
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
社
会
が
危
惧
す
べ
き
こ
と
は
、
私
た
ち
各
々
が
、
生
命
に
と
っ
て
本
質
的
な
こ
と
に
関
わ
る
も
の
に
そ

の
注
意
を
向
け
る
こ
と
で
満
足
し
つ
つ
、

(
R
l
4ー

1
5
)

。

そ
の
他
す
べ
て
を
、
身
に
つ
け
た
習
慣
の
安
易
な
自
動
性
に
ま
か
せ
て
お
く
こ
と
な
の
で
あ
る
」

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
笑
い
」
を
誘
う
事
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
の
一
っ
を
見
て
み
よ
う
。
「
も
う
何
年
か
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
或
る
客

船
が
デ
ィ
エ
ッ
プ
の
近
海
で
難
破
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
数
名
の
乗
客
が
命
辛
々
や
っ
と
の
事
で
救
命
ボ
ー
ト
に
よ
っ
て
救
助
さ
れ
た
。
税

関
吏
た
ち
が
勇
敢
に
も
そ
の
救
助
に
あ
た
っ
て
い
た
の
だ
が
、
彼
ら
は
乗
客
に
向
か
っ
て
ま
ず
は
八
申
告
す
る
も
の
を
何
も
所
持
し
て
い
な

い
か
ど
う
か
＞
を
尋
ね
た
と
い
う
の
だ
」

(
R
3
5ー

3
6
)

。
税
関
吏
た
ち
が
自
動
的
に
従
っ
て
い
た
の
は
、
役
人
と
い
う
社
会
的
地
位
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
た
一
定
の
習
慣
で
あ
る
。
彼
ら
は
お
そ
ら
く
、
職
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
責
務
感
」
を
抱
い
て
い
た
に
違
い

な
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
役
人
の
社
会
、
国
家
と
い
う
社
会
に
と
っ
て
は
、

え
る
。
し
か
し
、

そ
の
凝
集
性
を
高
め
る
「
力
」
と
し
て
働
い
て
い
た
と
い

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
笑
う
私
た
ち
に
は
も
は
や
別
の
「
力
」
が
働
い
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
「
力
」
は

税
関
吏
の
習
慣
的
な
職
務
の
遂
行
を
、
も
は
や
社
会
保
全
を
支
え
る
作
用
と
し
て
で
は
な
く
、
社
会
の
解
体
に
向
か
わ
せ
る
作
用
と
し
て
理

解
し
、
ま
た
私
た
ち
を
「
笑
わ
せ
る
」
こ
と
で
以
て
そ
の
こ
と
を
私
た
ち
に
告
知
し
、

そ
れ
を
修
正
さ
せ
よ
う
と
欲
し
、
税
関
吏
た
ち
に
対

し
て
は
屈
辱

(
h
u
m
i
l
i
a
t
i
o
n
)
(
R
l
0
3
)

と
い
う
処
罰
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
笑
い
」
と
い
う
現
象
に
お
い
て
、
税
関
吏
た
ち

(
R
6
7
)

を
施
す
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
れ
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な
い
。

で
は
な
い
。
問
題
は
「
な
ぜ
滑
稽
な
も
の
が
私
た
ち
を
笑
わ
せ
る
の
か

(faire 
rire)
」（
R
6
)

と
い
う
こ
と
で
あ
り

つ
ま
り
は
「
力
」
に

し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
「
笑
い
」
は
現
象
か
ら
特
殊
な
論
理
的
関
係
を
抽
出
す
る
知
性
の
働
き
に
還
元
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
‘

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
笑
い
』
は
、

そ
の
よ
う
に
し
て
「
笑
い
」
を
「
知
的
対
照
」
や
「
顕
著
な
不
条
理
」
と
定
義
す
る
従
来
の
学
説
を
ま
ず
拒

(
4
)
 

否
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
、
「
笑
い
」
は
『
二
源
泉
』
で
い
う
と
こ
ろ
の
知
性
の
平
面
に
位
阪
づ
け
ら

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
笑
い
」
は
「
道
徳
規
準
」
を
論
理
的
に
設
定
す
る
知
性
の
働
き
と
同
等
の
水
準
に
身
を
覇
く
現
象

関
す
る
事
柄
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
笑
い
」
は
、
習
慣
の
よ
う
な
「
実
際
的
な
抑
圧

(repression
materielle)
」（
R
l
5
)

に
よ
っ
て
働
く
の
で
は
な
い
に

せ
よ
、
「
全
体
と
し
て
の
改
善

(
p
e
r
f
e
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
general)
」（
R
1
6
)

を
め
ざ
す
限
り
は
―
つ
の
「
力
」
で
あ
り
、
笑
わ
れ
る
当
事
者

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
屈
辱
を
与
え
る
こ
と
で
そ
の
「
機
械
的
か
た
く
な
さ
」
を
緩
和
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
さ
せ
、
ま
た
彼
を
と
り
ま
く
私
た
ち
に
対

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
て
は
、
彼
を
笑
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
若
干
の
強
制
力
を
も
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
も
し
「
閉
じ
た
社
会
」
に
お
い
て
習
慣
の
紐

帯
が
分
断
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
は
「
実
際
的
な
損
害
」
を
受
け
、
社
会
の
存
続
自
体
が
危
機
に
陥
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
「
閉

じ
た
社
会
」
を
脅
か
す
も
の
は
「
圧
力
」
と
い
う
強
制
的
な
「
力
」
で
以
て
鎖
圧
さ
れ
、
「
自
然
的
帰
結
と
し
て
」
処
罰
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

一
方
、
「
笑
い
」
を
惟
に
送
り
出
す
社
会
は
、
私
た
ち
に
「
よ
く
生
き
る
こ
と
」
な
い
し
「
可
能
な
限
り
最
も
高
い
社
会
性
」
を
要
求

す
る
社
会
で
あ
る

(ibid.)
。
社
会
が
保
持
し
よ
う
と
努
め
る
の
は
い
わ
ば
「
副
次
的
な
次
元
の
活
動
性
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
社
会
は
、

）
こ
で
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が

あ
る
。

の
「
閉
じ
た
社
会
」
と
は
異
な
る
別
の
社
会
が
、
別
の
要
求
を
伴
っ
て
出
現
し
て
お
り
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
笑
い
」
の
「
純
粋
知
性

(intelligence
p
u
r
e
)
」
（
R
4
)
的
な
側
面
を
指
摘

）
の
社
会
は
習
慣
の
廃
棄
を
要
求
し
て
い
る
の
で
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と
こ
ろ
で
、
社
会
が
「
笑
い
」
に
よ
っ
て
告
発
す
る
「
機
械
的
か
た
く
な
さ
」
は
社
会
の
或
る
成
員
に
固
着
し
た
習
慣
で
あ
る
が
、
私
た

ち
が
彼
を
笑
う
と
き
、
私
た
ち
は
彼
の
「
機
械
的
か
た
く
な
さ
」
を
彼
固
有
の
も
の
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ン
に
よ
れ
ば
、
彼
の
「
機
械
的
か
た
く
な
さ
」
は
、
他
の
人
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
笑
う
私
た
ち
に
お
い
て
で
さ
え
今
後
起
こ
り
う
る
か
も

(sensibilite)
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
ほ
と
ん
ど
脅
威
と
呼
べ
ぬ
」
よ
う
な
「
不
安

(crainte)
」
に
対
し
て
、
単
な
る
「
社
会
的
身
振
り

(geste
social)
」
つ
ま
り
「
笑
い
」

そ
れ
で
は
「
笑
い
」
を
発
す
る
社
会
は
、

『
二
源
泉
』

の
社
会
は
、
習
慣
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
た
一
定
の
「
閉
じ
た
社
会
」
の
解
体
を
要
求
し
、
人
格
間
の
「
出
来
合
い
の
同
意
」

(ib
蕊
）
を

批
判
す
る
。
ま
た
、
「
笑
い
」
は
純
粋
美
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
美
的
な
も
の
の
何
も
の
か
を
保
持
し
て
お
り
、
喜
劇
は
生
活
と

芸
術
と
の
間
で
揺
れ
動
い
て
い
る
と
さ
れ
る

(
R
1
7
,

114, 
1
3
1
)

。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
「
笑
い
」
は
「
閉
じ
た
社
会
」
を
開
く
現
象
で
あ

る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
「
笑
い
」
の
反
響
す
る
「
円
周
が
な
お
閉
じ
ら
れ
て
お
り
」
、
「
私
た
ち
の
笑
い
が
常
に
或
る
集
団
の
笑
い
で
あ
る
」

な
ら
ば
、
ま
た
、
「
笑
い
」
が
「
或
る
特
定
の
社
会
の
習
俗
や
通
念
に
相
関
的
で
」
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば

あ
る
社
会
と
は
依
然
と
し
て
「
閉
じ
た
社
会
」
で
あ
り
、

の
「
開
い
た
社
会
」

の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、

(
R
5
)

、

『
笑
い
』

た
だ
単
に
同
心
円
状
に
外
に
向
か
っ
て
広
が
っ
た
、
よ
り
包
括
的
な
「
閉
じ
た
社

そ
し
て
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
私
た
ち
が
対
象
に
「
無
関
心
」
に
な
り
、
「
共
感
」
を
も
た
な
い
場
合
に
「
笑
い
」
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
、

す
な
わ
ち
「
笑
い
に
は
情
動

(
e
m
o
t
i
o
n
)

以
上
の
敵
は
な
く
」
、

か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う

(
R
3
-
4
)

。
な
ぜ
な
ら
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
「
開
い
た
社
会
」
を
成
就
す
る
の
は
他
な
ら
ぬ
「
感
受
性

会
」
に
他
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

に
よ
っ
て
対
処
す
る
の
で
あ
る

(
R
l
5
)

。

そ
れ
に
は
「
無
感
受
性

(insensibilite)
」
が
伴
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

「
笑
い
」

ベ
ル
ク
ソ

の
背
後
に
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し
れ
な
い
か
ら
こ
そ
滑
稽
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
機
械
的
か
た
く
な
さ
」
で
特
徴
づ
け
ら
れ
た
行
動
や
性
格
と
は
、
「
出
来
合
い
の
枠

(
c
a
d
r
e
 t
o
u
t
 
fait)
」（
R
l
l
)
・「準
H
備
去
J

わ
几

4
3
位
叶
幻
g

み」

(Rll4)
{:.6
の
で
あ
り
、

は
人
間
の
「
一
般
的
類
型

(
t
y
p
e
s

generaux)
」
を
描
写
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る

し
か
し
、
確
認
す
れ
ば
、
私
た
ち
の
着
眼
点
は
、
「
笑
い
」
の
対
象
が
「
一
般
的
類
型
」
で
あ
る
こ
と
に
で
は
な
く
‘

笑
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
保
全
に
努
め
よ
う
と
す
る
社
会
の
要
求
の
裏
に
は
、
別
の
「
一
般
的
類
型
」
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
要
求
が
含
ま

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
機
械
的
か
た
く
な
さ
」
を
社
会
の
解
体
の
危
機
と
し
て
理
解
し
、
「
笑
い
」
と
い
う
「
社
会

的
身
振
り
」
に
よ
っ
て
修
正
し
よ
う
と
す
る
社
会
の
め
ざ
す
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
も
あ
る
が
、
依
然
と
し
て
―
つ
の
社
会
で
あ
る
。
社
会

は
笑
わ
れ
る
べ
き
「
一
般
的
類
型
」
を
示
す
こ
と
で
成
員
た
る
私
た
ち
を
そ
の
類
型
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
と
き
私
た
ち
は
別

の
社
会
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
後
者
の
社
会
は
な
る
ほ
ど
私
た
ち
が
い
ま
離
脱
し
た
ば
か
り
の
社
会
に
蔓

延
す
る
習
慣
は
身
に
つ
け
て
い
な
い
が
、

た
「
閉
じ
た
社
会
」

し
か
し
、
新
た
な
社
会
を
保
持
す
べ
く
そ
の
成
員
が
従
っ
て
い
る
八
社
会
性

V
は、

つ
ま
り
そ
の
社
会
内
で
し
か
妥
当
し
な
い
規
約
的
な
習
慣
と
み
え
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し

の
八
入
れ
子
構
造
＞
に
着
目
す
れ
ば
、
結
局
、
私
た
ち
は
、
或
る
社
会
に
と
っ
て
笑
う
べ
き
も
の
で
あ
る
「
一
般
的
類

型
」
を
笑
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
別
の
社
会
の
要
求
す
る
別
の
八
社
会
性
＞
な
い
し
一
般
性
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
ま
と
め
て
言
え
ば
、
私
た
ち
を
笑
わ
せ
る
の
は
社
会
の
要
求
で
あ
り
、

っ
て
間
接
的
に
自
ら
の
凝
集
力
を
高
め
る
と
い
う
要
求
で
あ
る
。
「
笑
い
」

た
ち
は
決
し
て
そ
の
人
自
身
を
笑
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

社
会
か
ら
見
れ
ば
至
極
奇
妙
な
も
の

組
み

そ
の
こ
と
か
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
喜
劇
の
本
質
と

「
一
般
的
類
型
」
を

さ
ら
に
別
の

そ
れ
は
、
別
の
社
会
の
習
慣
を
危
機
と
見
な
す
こ
と
に
よ

の
身
を
置
く
社
会
は
「
閉
じ
た
社
会
」

で
あ
り
、
「
笑
い
」
と
は

私
た
ち
の
意
志
を
牽
引
す
る
「
圧
力
」
の
一
っ
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
繰
り
返
せ
ば
、
私
た
ち
が
あ
る
人
物
を
笑
う
と
き
、
私

そ
の
人
が
帰
属
し
て
い
る
「
一
般
的
類
型
」
を
笑
う
の
で
あ
り
、
ま
た
、

(
i
b
i
d
:
 
cf. 
R11ー

1
2
)

。

そ
の



14 

第
一
の
道
徳
、
す
な
わ
ち
「
閉
じ
た
道
徳
」
と
は
、
「
親
た
ち

30)
。

と
き
私
た
ち
に
は
、
保
持
さ
れ
る
べ
き
別
の
「
一
般
的
類
型
」
が
間
接
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
私
た
ち
は
後
者
の
「
一
般
的
類
型
」

へ
と
収
敏
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
社
会
の
よ
き
成
員
と
な
る
こ
と
を
責
務
と
し
て
強
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

特
権
的
人
格
と
感
受
性

こ
こ
で
「
憧
憬
」
と
し
て
の
責
務
の
検
討
に
移
ろ
う
。
「
圧
力
」
と
の
違
い
は
次
の
こ
と
ば
で
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
「
第
一
の
も
の
が
、

非
人
称
的
な
形
式
に
還
元
さ
れ
れ
ば
そ
れ
だ
け
よ
り
純
粋
で
完
全
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
二
の
も
の
が
十
分
に
そ
れ
自
身
で
あ
る
た
め
に

は
、
模
範

(
e
x
e
m
p
l
e
)
と
な
る
或
る
特
権
的
人
格

(personnalite
privilegiee)

の
な
か
に
具
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
M
R
2
9
-

(nos 
parents)
」
や
「
教
師
た
ち

(
n
o
s
m
a
i
t
r
e
s
)
」
か
ら
「
禁
止
」
や

「
命
令
」
が
発
せ
ら
れ
、
私
た
ち
が
そ
れ
に
従
う
と
い
う
こ
と
に
あ
る

(
M
R
I
)
。
そ
し
て
、
こ
の
責
務
が
よ
り
効
果
的
で
あ
る
た
め
に
は
、

「
命
令
」
が
、
あ
る
親
の
人
称
性
、
人
格
か
ら
で
は
な
く
、
彼
ら
の
社
会
的
地
位
が
そ
こ
で
支
え
ら
れ
て
い
る
非
人
称
的
な
八
親
と
い
う
人

た
ち
一
般
＞
か
ら
発
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
彼
ら
の
権
威
は
彼
ら
自
身
か
ら
到
来
し
た
と
い
う
よ
り
、
私
た
ち
に

対
す
る
彼
ら
の
地
位
か
ら
到
来
し
た
」

(ib
蕊）

の
で
あ
り
、
私
た
ち
に
命
じ
た
の
は
非
人
称
的
な
社
会
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
「
開
い
た
道
徳
」
は
、
「
或
る
一
人
の
親

(
u
n
parent)
」
、
「
或
る
一
人
の
友
人

(
u
n
a
m
i
)
」
、
す
な
わ
ち
何
で
あ
れ
「
或

る
一
人
の
偉
大
な
道
徳
的
人
格

(
u
n
e
g
r
a
n
d
e
 personnalite 
m
o
r
a
l
e
)
」
に
具
体
化
さ
れ
る

(
M
R
3
0
)
。
そ
し
て
、
こ
の
道
徳
は
、
「
特

権
的
人
格
」
か
ら
「
呼
び
か
け

(appel)
」
が
発
せ
ら
れ
、
私
た
ち
が
そ
の
人
格
を
「
模
範
」
な
い
し
「
手
本

(
m
o
d
e
l
e
)
」
と
し
て
採
用
し
、

(
5
)
 

そ
の
人
格
を
「
模
倣

(imitation)
」
す
る
こ
と
に
存
す
る

(cf.
ibid.)
。
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っ
て
」
神
秘
家
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
思
い
出
す
こ
と

な
る
ほ
ど
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
「
今
日
、
私
た
ち
が
こ
れ
ら
偉
大
な
善
の
人
々
を
思
考
に
よ
っ
て

(
p
a
r
la 
p
e
n
s
e
e
)
甦
ら
せ
、
彼
ら
が
話

す
の
を
聴
き
、
彼
ら
が
行
動
す
る
の
を
見
る
と
き
、
私
た
ち
は
彼
ら
が
私
た
ち
に
そ
の
熱
意

(ardeur)

を
伝
え
、
彼
ら
の
運
動
の
な
か
へ

と
私
た
ち
を
引
き
入
れ
る
の
を
感
じ
る
」

(
M
R
9
8
)

と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
種
の
言
説
は
た
ぴ
た
び
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
私

た
ち
が
模
倣
者
に
な
る
に
は
、
彼
ら
を
実
際
に
目
に
し
な
く
て
も
、
彼
ら
の
イ
マ
ー
ジ
ュ

(
i
m
a
g
e
)
を
喚
起
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
(

M

R

5
6
,
 6
7
,
 8
5
)

。士
6

た
、
多
J

の
生
涯
を
単
に
伝
え
聞
い
た
人
々
に
対
し
て
も
私
た
ち
は
「
憧
憬
」
な
い
し
「
魅
力
（
attraction)
」
を
感
じ
(

M

R

3
0
)

、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
人
物
を
思
い
出
さ
ず
と
も
、
思
い
出
す
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
私
た
ち
は

そ
の
人
物
か
ら
い
わ
ば
「
潜
在
的
魅
力
」
を
被
っ
て
い
る
と
さ
れ
る

(
M
R
8
5
)

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
言
説
に
お
い
て
、
「
思
考
に
よ

る。
と
こ
ろ
で
「
特
権
的
人
格
」
は
、
「
勧
告
し

(exhorter)
」（
M
R
3
0
)

た
り
「
説
教
す
る

ち
に
「
呼
び
か
け
」
る
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
彼
の
「
言
語

(
l
a
n
g
a
g
e
)
」
は
主
知
主
義
の
構
築
す
る
「
形
而
上
学
」
の
手
前
に
あ
り
、(

6
)
 

し
か
し
「
言
語
」
は
依
然
と
し
て
経
験
の
表
象
へ
の
翻
訳
に
す
ぎ
な
い

彼
に
よ
っ
て
「
直
接
に
経
験
さ
れ
た
も
の
」
に
は
る
か
に
近
い
が
、

(cf. M
R

4

9
ー

5
0
)

。
ま
た
、

た
し
か
に
、
神
秘
家
同
士
が
一
致
し
て
用
い
て
い
る
同
一
の
表
現
・
イ
メ
ー
ジ
・
比
喩
は
、
或
る
程
度
神
秘
的

体
験
の
妥
当
性
を
裏
付
け
、
直
観
の
同
一
性
の
表
徴

(signe)

で
あ
る
と
し
て
も
、
ま
さ
に
そ
れ
ら
は
表
徴
に
す
ぎ
ず
、
神
秘
家
自
身
に
と

っ
て
も
「
記
号
的
価
値
」
し
か
も
た
な
い
の
だ
か
ら

(cf.
M
R
2
6
1
-
2
6
2
)

、
私
た
ち
に
「
憧
憬
」
を
感
じ
さ
せ
、
私
た
ち
を
神
秘
家
の
模
倣

者
に
仕
立
て
る
だ
け
の
「
力
」
は
も
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、

知
性
の
平
面
す
な
わ
ち
「
観
想

(
c
o
n
t
e
m
p
l
a
t
i
o
n
)
」
の

水
準
に
と
ど
ま
る
も
の
に
よ
っ
て
は
、
「
圧
力
」
が
説
明
さ
れ
得
な
か
っ
た
の
と
同
様
に
、
「
憧
憬
」
の
仕
組
み
も
解
明
さ
れ
得
な
い
の
で
あ

つ
ま
り
「
観
想
」

の
次
元
に
あ
る
事
柄
が
、
私
た
ち
を
彼
の
「
模
倣
者
」
に
仕
立
て
る

(precher)
」（
M
R
5
1
)

こ
と
に
よ
っ
て
私
た
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が
生
じ
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
け
の
「
力
」
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、
私
た
ち
が
「
特
権
的
人
格
」
に
付
き
従
う
の
は
、
思
考
の
領
域
に
お
い
て
想
起
さ
れ
た
彼
ら
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
で
は

な
く
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
手
前
に
あ
っ
て
思
考
や
観
念
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
の
「
感
受
性
」

(
M
R
4
0
)
、
思
考
に
対
し
て
「
時
間
的
に
先
行

す
る
も
の
」
と
し
て
の
「
感
受
性
」

(
M
R
4
1
)
、
表
象
の
「
原
因
」
と
も
い
う
べ
き
「
感
受
性
」

(cf.
M
R
4
0
,
 44)
、
要
す
る
に
「
上
位
ー
知

性
的
」
な
も
の
と
し
て
の
「
感
受
性
」
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。
過
去
の
偉
人
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
思
い
出
す
に
先
だ
っ
て
私
た
ち
が
甦
ら
せ

て
い
た
の
は
彼
ら
の
「
熱
意
」
で
あ
り
、
私
た
ち
を
模
倣
者
に
仕
立
て
た
の
は
彼
ら
の
「
熱
意
」
な
の
で
あ
る
。

事
実
、
「
本
能
と
習
慣
を
除
け
ば
、
感
受
性
の
作
用
以
外
に
意
欲

(vouloir)

に
対
す
る
直
接
の
作
用
は
な
い
」

(
M
R
3
5
)

と
い
う
ベ
ル

ク
ソ
ン
の
記
述
に
着
目
し
、
「
閉
じ
た
道
徳
」
を
支
え
て
い
る
の
が
本
能
と
習
慣
の
方
で
あ
る
な
ら
、
「
開
い
た
道
徳
」
を
成
就
さ
せ
る
の
は

「
感
受
性
」
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
「
特
権
的
人
格
」
の
「
勧
告
」
や
「
説
教
」
か
ら
区
別
し
、
彼
の
「
存
在

(existence)
」（
M
R
3
0
)
や
「
現

存

(presence)
」（
M
R
5
1
)
、
「
英
雄
的
行
為

(
h
e
r
o
Y
s
m
e
)
」（
i
b
i
d
.）

と
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
呼
ぶ
も
の
に
は
、

関
係
す
る
何
も
の
か
、
「
特
権
的
人
格
」
の
情
動
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
も
し
「
特
権
的
人
格
」
を
模
倣
す
る
と
き
、
私
た
ち
が
彼
の
情
動
を
そ
の
ま
ま
反
復
し
う
る
の
だ
と
し
た
ら
、

ど
一
般
的
で
平
板
な
も
の
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
模
倣
す
る
価
値
も
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
、
「
特
権
的
人
格
」
は
全
く
個
人
的
情

動
を
備
え
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
「
閉
じ
た
社
会
」
を
開
く
こ
と
の
で
き
る
「
力
」
を
も
つ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
ど

の
よ
う
に
し
て
そ
の
す
ぐ
れ
て
個
人
的
な
も
の
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、

し
た
が
っ
て
、
「
感
受
性
」
に

そ
の
情
動
ほ

ど
の
よ
う
に
し
て
「
特
権
的
人
格
」

は
そ
の
背
後
に
模
倣
者
た
ち
を
引
き
連
れ
、
「
開
い
た
社
会
」
を
形
成
し
、
す
な
わ
ち
一
定
の
一
般
性
を
獲
得
し
う
る
の
か
。
こ
う
し
た
疑
問
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実
際
、
「
上
位
ー
知
性
的
」
な
情
動
は
偉
大
で
感
動
的
な
詩
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
よ
う
な
情
動
で
あ
り
、
そ
の
情
動
は
詩
人
の
魂
の

う
ち
に
出
現
し
た
と
き
は
「
そ
の
類
に
お
い
て
独
自

(
u
n
i
q
u
e
e
n
 s
o
n
 g
e
n
r
e
)
」
な
も
の
で
あ
っ
た

(
M
R
4
4
)

。
「
特
権
的
人
格
」
は
新
し

い
独
自
の
情
動
を
創
造
し
た
と
い
え
る

(
M
R
3
8
)

。
で
は
な
ぜ
こ
の
情
動
は
多
く
の
人
々
へ
と
伝
播
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
は
芸
術
作
品
の
理
解
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
『
試
論
』
の
芸
術
論
に
目
を
転
じ
る
と
こ
う
言
わ
れ

て
い
る
。
「
情
動
の
大
部
分
は
、
そ
れ
ら
に
浸
透
し
て
い
る
多
く
の
感
覚
、
感
情
、
観
念
を
含
ん
で
い
る
。
よ
っ
て
情
動
の
各
々
は
そ
の
類
に

お
い
て
独
自
で
日
＜
云
い
が
た
い
状
態
で
あ
り
、
情
動
を
そ
の
錯
綜
し
た
独
自
性
に
お
い
て
捉
え
る
た
め
に
は
そ
れ
を
感
じ
た
人
物
の
生
を

再
ぴ
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
芸
術
家
は
、
豊
か
で
個
人
的
で
新
し
い
こ
の
情
動
に
私
た
ち
を
引
き
入

れ
よ
う
と
し
、
私
た
ち
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
能
な
も
の
を
私
た
ち
に
感
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
よ
っ
て
芸
術
家
は
、
彼
の
感
情
の
外

面
的
現
れ
の
う
ち
、
私
た
ち
の
身
体
が
そ
れ
ら
を
認
め
る
と
き
た
と
え
わ
ず
か
で
も
機
械
的
に
模
倣
す
る
も
の
を
固
定
す
る
だ
ろ
う
が
、

そ

の
よ
う
に
し
て
彼
は
、
そ
れ
ら
を
生
じ
さ
せ
た
日
＜
云
い
が
た
い
心
理
状
態
の
う
ち
に
私
た
ち
を
一
挙
に
移
す
の
で
あ
る
」

(DI13)
。
芸
術

の
理
解
と
い
う
問
題
を
解
く
の
は
こ
こ
で
は
「
一
種
の
身
体
的
共
感
」
(
D
i
l
O
)
で
あ
り
、
身
体
が
情
動
の
外
面
的
現
れ
（
示
唆
媒
体
と
し
て

(
7
)
 

の
作
品
）
を
機
械
的
に
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

1
3
'
1
4
)
 

し
か
し
、

「
時
間
と
空
間
が
芸
術
家
の
意
識
と
私
た
ち
の
意
識
と
の
間
に
介
在
さ
せ
た
障
壁
」

(DI

が
取
り
払
わ
れ
、
芸
術
家
の
情
動
に
接
す
る
道
が
開
か
れ
る
と
さ
れ
る
。

『
笑
い
』
で
は
こ
の
問
題
が
よ
り
自
覚
的
に
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
芸
術
作
品
の
各
々
は
特
異
な

(singulier)
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

天
オ
の
印
が
刻
ま
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
万
人
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
人
は
芸
術
作
品
を
受
け
入
れ
る
の
か
。

も
し
そ
の
類
に
お
い
て
独
自
な
の
で
あ
れ
ば
、
人
は
ど
の
よ
う
な
徴

(signe)
に
よ
っ
て
そ
れ
が
真
で
あ
る
と
分
か
る
の
か
」

(
R
l
2
4
)

。
画

家
が
描
く
も
の
、
詩
人
が
歌
う
も
の
、
劇
作
家
が
私
た
ち
に
見
せ
る
も
の
は
、
「
個
別
化
さ
れ

(mdさ
蕊
思
寄
鉤
）
」
て
お
り
、

一
度
現
れ
る
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と
決
し
て
反
復
さ
れ
な
い

(
R
l
2
3ー

1
2
4
)

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
‘
私
た
ち
に
は
作
品
が
真
で
あ
る
と
分
か
り
、
こ
う
し
て
作
品
は
一
定
の
一
般

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
の
一
般
性
が
、

「
対
象
の
一
般
性
」

で
は
な
く
‘
「
対
象
に
つ
い
て
私
た
ち
が
為
す
判
断
の
一
般
性
」
で
あ
る
こ
と
に
注

意
を
向
け
て
い
る

(ibid.
）
。
す
で
に
触
れ
た
通
り
、
「
笑
い
」
の
目
的
は
人
間
の
「
一
般
的
類
型
」
を
描
写
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ

う
し
た
一
般
性
を
告
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
笑
い
」
が
私
た
ち
を
導
く
行
先
も
依
然
と
し
て
別
の
一
般
性
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
笑

こ
の
点
に
お
い
て
「
笑
い
」
は
芸
術
の
外
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

に
個
別
的
な
も
の
を
対
象
と
す
る
」

(
R
l
2
3
)

。
す
な
わ
ち
、
芸
術
作
品
の
一
般
性
は
、
私
た
ち
が
作
品
に
つ
い
て
下
す
判
断
の
一
般
性
で
あ

り
、
「
或
る
感
情
が
一
般
的
に
真
だ
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
一
般
的
感
情
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」

(
R
l
2
4
)

で
は
芸
術
作
品
に
つ
い
て
の
判
断
の
一
般
性
を
可
能
に
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
芸
術
作
品
の
真
理
性
の
徴
と
は
何
か
。

れ
ば
、
そ
の
徴
は
、
「
今
度
は
私
た
ち
が
率
直
に
も
の
を
見
る
た
め
に
、
芸
術
作
品
が
私
た
ち
に
為
す
よ
う
に
促
す
と
こ
ろ
の
努
力
」
で
あ
り
、

そ
う
し
た
率
直
に
も
の
を
見
る
た
め
の
努
力
が
、
私
た
ち
に
模
倣
を
課
す

(s'imposer)
の
で
あ
る

(ibid.
）
。
す
な
わ
ち
、
作
品
の
真
理
性
・

一
般
性
は
、
そ
れ
に
内
包
さ
れ
て
い
る
八
率
直
に
も
の
を
見
よ
＞
と
い
う
教
訓

(lec;on)
の
効
力
、
言
い
換
え
れ
ば
、
「
信
念
を
抱
か
せ
る
カ

能

(
p
u
i
s
s
a
n
c
e
d
e
 conviction)
」
・
「
回
心
さ
せ
る
力
能

(
p
u
i
s
s
a
n
c
e
d
e
 c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
)
」
か
ら
由
米
す
る
の
で
あ
る

れ
ば
、
芸
術
作
品
は
、
対
象
と
し
て
は
特
異
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

あ
る
。

い
」
の
対
象
は
常
に
一
般
性
で
あ
り

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ

(
R
l
2
5
)

。
と
す

か
つ
、
私
た
ち
に
模
倣
を
課
す
「
力
」
を
備
え
た
も
の
、

つ
ま
り の

で

般
性
を
獲
得
し
得
る
も
の
と
し
て
創
造
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
私
た
ち
が
実
際
に
回
心
す
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
い
。
教
訓
の
効

果
（
結
果
）
が
時
間
的
に
遅
れ
う
る
と
し
て
も

(cf.
ibid.)
、
芸
術
作
品
は
権
利
上
一
般
性
を
獲
得
し
得
る
力
能
を
伴
っ
て
創
造
さ
れ
た
の
で

一
方
、
芸
術
は
「
常

性

(generalite)

を
得
る
の
で
あ
る
。
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お
い
て
「
圧
力
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え

れ
た
も
の

同
様
の
こ
と
は
「
特
権
的
人
格
」
と
そ
れ
を
模
倣
す
る
私
た
ち
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
特
権
的
人
格
」
は
新
し
い

独
自
の
情
動
を
創
造
し
た
。
こ
の
情
動
は
誰
に
も
決
し
て
反
復
さ
れ
な
い
の
も
の
と
し
て
創
造
さ
れ
た
。
し
か
し
同
時
に
、

こ
さ
れ
た
情
動
は
、
再
ぴ
引
き
起
こ
さ
れ
、
今
後
も
引
き
起
こ
さ
れ
得
る
と
い
う
力
能
、

一
般
性
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

か
つ
て
引
き
起

し
た
が
っ
て
汎
時
間
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
得
る
カ

能
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る

(cf.
M
R
8
5
)
。
こ
の
力
能
に
よ
っ
て
、
「
特
権
的
人
格
」
は
私
た
ち
に
模
倣
を
課
し
、
彼
の
情
動
は
一
定
の

私
た
ち
は
「
特
権
的
人
格
」
の
魅
力
に
「
屈
服
し

(
c
e
d
e
r
a)
」
（
M
R
4
6
)
、
芸
術
作
品
は
そ
れ
に
内
包
さ
れ
て
い
る
教
訓
で
以
て
私
た
ち

に
模
倣
を
課
す
。
責
務
の
一
形
態
で
あ
る
か
ら
に
は
、
「
開
い
た
道
徳
」
は
そ
の
よ
う
に
し
て
私
た
ち
の
意
志
を
転
換
さ
せ
る
。
し
か
し
、
「
最

も
穏
や
か
な
情
動
の
う
ち
に
も
行
動
の
或
る
要
求
が
入
り
込
み
う
る
が
、

あ
る
。

こ
の
要
求
は
、
抵
抗
に
遭
わ
な
い
と
い
う
点
で
、
ま
た
、
同
意
さ

(
d
u
 
consenti)
し
か
課
さ
な
い
と
い
う
点
で
、
先
程
規
定
さ
れ
た
責
務
（
「
圧
力
」
）
か
ら
異
な
っ
て
お
り
、
し
か
し
や
は
り
何

も
の
か
を
課
す
と
い
う
点
で
責
務
に
類
似
し
て
い
る
」
(
M
R
3
6
)
。
す
な
わ
ち
、
「
憧
憬
」
と
し
て
の
責
務
は
抵
抗
に
遭
わ
な
い
と
い
う
点
に

る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
何
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
抵
抗
と
は
何
を
指
し
て
い

ま
ず
‘
「
圧
力
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
「
圧
力
」
と
は
「
閉
じ
た
社
会
」
を
維
持
す
べ
く
そ
の
成
員
に
課
さ
れ
る
「
力
」
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
圧
力
」
と
い
う
責
務
は
「
自
身
に
対
す
る
努
力
」
・
「
自
身
に
対
す
る
抵
抗
」
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
責
務
は
習
慣

憧
憬
と
意
志
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と
い
う
形
態
を
と
り
つ
つ
「
自
然
に
」
あ
る
い
は
「
自
動
的
に
」
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、

に
自
然
に
為
す
と
し
て
も
、
彼
自
身
の
う
ち
で
抵
抗
に
遭
遇
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
」

(
i
b
i
d
.

）。

う
こ
と
を
示
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
「
そ
の
初
期
過

(
M
R
1
3
)
。
し
た
が

こ
の
抵
抗
は
、
「
圧
力
と
知
性
」
と
題
し
た
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
社
会
的
凝
集
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
す
る
知
性
に
よ
る
「
利
己
主

義
」
と
い
う
抵
抗
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
知
性
に
よ
る
道
徳
基
準
の
創
設
と
は
、
「
利
己
主
義
」
と
い
う
知
性
自
身
に
由
来
す
る
第
一
の
抵
抗

を
相
殺
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
第
二
の
抵
抗
、
「
抵
抗
に
対
す
る
抵
抗
」
と
い
う
事
態
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の

際
、
私
た
ち
は
、
「
抵
抗
に
対
す
る
抵
抗
」
が
単
な
る
「
準
必
然
性
」
で
あ
り
、
責
務
に
本
質
的
な
必
然
性
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い

知
性
的
「
利
己
主
義
」
と
い
う
第
一
の
抵
抗
に
つ
い
て
は
詳
述
し
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
れ
は
、
論
理
性
を
司
る
知
的
な
働
き
と
い
う
よ
り
は
、
「
選
択
す
る
能
力
」

(
M
R
9
4
)
あ
る
い
は
、
端
的
に
「
自
由
」
と
呼
ば
れ
得
る
も

の
で
あ
る
。
知
性
的
「
利
己
主
義
」
は
、
「
全
体
の
利
害
」

(
M
R
3
3
)

や
「
種
の
利
害
」

(
M
R
9
4
)

に
対
す
る
抵
抗
、
す
な
わ
ち
社
会
的
凝

集
力
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
り
、
「
力
」
の
支
配
の
一
角
を
崩
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
事
実
、

程

(son
p
r
e
m
i
e
r
 m
o
u
v
e
m
e
n
t
)
」
だ
け
に
限
れ
ば
知
性
は
「
別
の
力

(autre
force)
」
と
見
な
し
う
る
と
し
て
い
る

(
i
b
i
d
.

）
。
そ
し

て
さ
ら
に
、
「
別
の
力
」
と
し
て
の
知
性
が
、
社
会
的
凝
縮
力
を
潜
在
的
状
態
に
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
そ
の
作
用
は
ほ
と
ん
ど
目
に
見
え
な
い

が
そ
の
「
圧
力
」
は
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
実
在
的
状
態
に
維
持
す
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る

(
i
b
i
d
.

）。

だ
と
す
れ
ば
、
知
性
的
「
利
己
主
義
」
つ
ま
り
「
別
の
力
」
は
、
「
圧
力
」
の
存
立
に
関
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
な
い
だ

ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
単
に
「
圧
力
」
に
対
す
る
抵
抗
と
し
て
偶
発
的
に
作
用
す
る
と
い
う
よ
り
も
、

「
利
己
主
義
」
つ
ま
り
抵
抗
が
伴
わ
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「
圧
力
」
と
い
う
責
務
は
「
生
命
の
領
域
に
お

っ
て
、
「
圧
力
」
は
ま
ず
必
然
性
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば

む
し
ろ
「
圧
力
」
に
は
常
に
知
性
的

「
実
際
は
、
人
が
そ
の
義
務
を
ど
ん
な

い
か
な
る
努
力
も
要
し
な
い
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い
て
必
然
性
が
と
る
形
態
」
で
あ
り
、

す
る
と
き
に
必
然
性
が
と
る
形
態
な
の
だ
」
(
M
R
2
4
)
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
述
べ
た
こ
と
か
ら
も
確
認
さ
れ
得
る
。
要
す
る
に
、
「
圧
力
」
は
知

性
と
自
由
を
伴
っ
た
必
然
性
で
あ
り

(cf.
M
R
9
3
)
、

と
こ
ろ
で
、
「
圧
力
」
が
、

れ
る
。
「
力
」
に
必
然
的
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
私
た
ち
は
抵
抗
を
感
じ
な
い
だ
ろ
う
し
、
反
対
に
、
私
た
ち
が
「
力
」
に
対
し
て
抵
抗
す
る
な

こ
こ
で
私
た
ち
は
、
「
閉
じ
た
社
会
」
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
閉
じ
た
社
会
」
は
そ
の
本
義
か
ら

し
て
そ
の
外
部
を
、

言
え
ば
成
員
は
習
慣
に
従
い
つ
つ
「
自
然
に
」
、
「
自
動
的
に
」
、
そ
し
て
何
ら
努
力
な
し
に
振
る
舞
う
だ
ろ
う
。
彼
は
必
然
性
を
感
じ
て
い
る
。

(
M
R
1
3
)
 

J

の
よ
う
な
別
の
習
慣
か
ら
の
抑
圧
、
す
な
わ
ち
必
然
性
に
対
す
る

し
か
も
そ
れ
は
「
生
命
が
或
る
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
知
性
や
選
択
、

し
た
が
っ
て
抵
抗
を
伴
っ
た
必
然
性
な
の
で
あ
る
。

一
方
で
必
然
性
で
あ
り
、
他
方
で
抵
抗
を
伴
っ
た
必
然
性
で
あ
る
こ
と
は
、

し
た
が
っ
て
自
由
を
要
求

つ
ま
り
敵
(
M
R
2
7
)
な
る
別
の
「
閉
じ
た
社
会
」
を
前
提
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
「
閉
じ
た
社
会
」
の
内
部
に
限
っ
て

し
か
し
、
ま
ず
彼
は
「
社
会
的
枠
組
み
へ
組
み
込
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
組
み
込
ま
れ
る
た
め
に
は
努
力
を
要
す
る
」

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
努
力
が
何
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
か
つ
て
所
属
し
て
い
た
別
の
「
閉
じ
た
社
会
」
に
お

い
て
身
に
つ
け
た
習
慣
の
廃
棄
に
対
し
て
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
彼
が
十
分
努
力
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
「
閉
じ
た
社
会
」
の
立
派
な
成
員

に
な
り
、

そ
の
社
会
の
習
慣
に
必
然
性
を
感
じ
つ
つ
従
う
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
‘

う
し
、
ま
た
、

無
数
の
「
閉
じ
た
社
会
」
か
ら
働
き
か
け
が
為
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
相
互
に
敵
対
関
係
に
あ
る
こ
と
が
「
閉
じ
た

社
会
」
の
「
閉
じ
た
社
会
」
た
る
所
以
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

抵
抗
に
対
処
す
る
た
め
に
、
社
会
は
そ
の
成
員
に
「
強
制

(contrainte)
」
（
M
R
4
8
)
を
課
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
成
員
は
も

は
や
必
然
性
を
感
じ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
か
ら
の
「
強
制
」
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
「
圧
力
」
の
二
重
の
性
格
ー
ー
あ
茄
盆
性
で

ら
ば
も
は
や
そ
こ
に
は
必
然
性
は
な
い
だ
ろ
う
。

か
つ
て
の
習
慣
は
彼
に
対
し
て
働
き
か
け
る
で
あ
ろ

一
見
奇
妙
な
事
態
の
よ
う
に
思
わ
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じ
た
社
会
」
か
ら
の
別
の
「
圧
力
」
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
り
、

か
つ
抵
抗
を
伴
っ
た
必
然
性
で
あ
る
こ
と
1

は、

そ
し
て
、

以
上
か
ら
考
え
て
、

の
「
閉
じ
た
社
会
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

(
9
)
 

れ
る
。

そ
の
働
く
社
会
の
定
義
そ
の
も
の
か
ら
由
来
す
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

T
度
「
笑
い
」
が
或
る
八
社
会
性
＞
を
笑
う
こ
と
に
よ
っ
て
別
の
八
社
会
性
＞
を
指
向
し
て
い
た
よ
う
に
、

知
性
的
「
利
己
主
義
」
と
い
う
抵
抗
も
実
は
別
の
社
会
か
ら
の
要
求
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
凝

集
か
ら
自
由
に
な
ろ
う
と
す
る
抵
抗
は
、
こ
の
「
閉
じ
た
社
会
」
で
は
な
く
別
の
あ
の
「
閉
じ
た
社
会
」
を
指
向
す
る
自
由
で
あ
り
、
ベ
ル

(8) 

ク
ソ
ン
の
い
う
よ
う
に
「
選
択
す
る
能
力
」
と
し
て
の
知
性
が
関
わ
る
自
由
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
別

こ
の
知
性
は
必
然
性
に
対
抗
し
う
る
「
別
の
力
」
と
し
て
考
え
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ

以
上
の
よ
う
に
、
「
圧
力
」
は
必
然
性
で
あ
る
と
同
時
に
「
強
制
」
で
あ
り
、
ま
た
「
強
制
」
で
あ
る
の
は
常
に
抵
抗
を
伴
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
、
抵
抗
は
社
会
的
凝
集
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
す
る
「
利
己
主
義
」
と
い
う
抵
抗
で
あ
る
が
、
こ
の
抵
抗
の
裏
に
は
別
の
「
閉

こ
れ
に
対
し
て
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
特
権
的
人
格
」
が
私
た
ち
に
熱
意
を
伝
え
、
彼
ら
の
運
動
の
な
か
に
私
た
ち
を
引
き
入
れ
る

の
は
、
「
弱
ま
っ
た
強
制

(coercition
attenuee)
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
「
抗
し
難
い
魅
力

(irresistible
attrait)
」
に
よ
っ
て
で
あ

る

(cf.
M
R
9
8
)
。
す
な
わ
ち
、
「
圧
力
」
を
特
徴
づ
け
る
「
強
制
」
を
減
少
さ
せ
た
そ
の
延
長
上
に
「
憧
憬
」
が
現
れ
る
の
で
は
な
い
。
「
抗

し
難
い
魅
力
」
と
い
う
こ
と
で
全
く
別
の
「
力
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
憧
憬
」
は
、
「
圧
力
」

の
場
合
の
よ
う
に
「
閉
じ
た
社
会
」
か
ら
発
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
特
権
的
人
格
」
か
ら
発
せ
ら
れ
る
。
と

こ
ろ
が
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
芸
術
家
の
す
ぐ
れ
て
独
自
な
情
動
が
一
定
の
一
般
性
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
「
力
」

も
結
局
八
社
会
性
＞
か
ら
無
緑
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
が
、
こ
の
一
般
性
や
八
社
会
性

V
は
、
「
閉
じ
た
社
会
」
に
成
立
す
る
一
般
性
、
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す
な
わ
ち
「
慣
習
的
に
、
社
会
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
一
般
性
」

(
R
1
2
0
)

で
は
な
い
。
言
う
な
れ
ば
、
芸
術
家
の
情
動
は
、
そ
れ
が
独

自
で
あ
り
、
「
閉
じ
た
社
会
」
の
一
般
性
に
通
約
不
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
別
の
一
般
性
に
向
か
っ
て
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

別
の
一
般
性
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
開
い
た
社
会
」
を
指
し
て
い
る
。

さ
て
、
繰
り
返
し
て
言
え
ば
、
「
圧
力
」
が
「
強
制
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
抵
抗
を
伴
っ
た
必
然
性
で
あ
る
理
由
は
、
そ
の
働
く
社
会
が

閉
じ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
「
閉
じ
た
社
会
」
は
外
部
に
あ
る
別
の
社
会
に
対
し
て
敵
対
関
係
に
あ
り
、
そ
の
別
の
社
会
か
ら
「
力
」
を
貸
し

与
え
ら
れ
た
知
性
は
、
「
利
己
主
義
」
を
振
り
か
ざ
す
こ
と
で
以
て
「
閉
じ
た
社
会
」
を
解
体
の
危
機
に
追
い
や
る
。
そ
こ
で
今
度
は
「
閉
じ

た
社
会
」
が
「
利
己
主
義
」
と
い
う
抵
抗
に
対
し
て
「
強
制
」
と
い
う
「
圧
力
」
を
課
す
の
で
あ
る
。

義
か
ら
言
っ
て
外
部
を
も
た
な
い
社
会
で
あ
る
。
こ
の
社
会
は
閉
じ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、

も
ち
得
ず
、

し
た
が
っ
て
も
は
や
「
強
制
」
に
よ
っ
て
は
働
か
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
働
く
「
力
」
は
そ
れ
に
対
す
る
抵
抗
を

か
く
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
こ
の
記
述
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
「
も
し
情
動
の
空
気
が
そ
こ
に
あ
り
、
私
が
空
気
を
吸
い
込
ん
で
、
情
動
が

私
に
浸
透
す
る
な
ら
、
私
は
、
情
動
に
か
き
立
て
ら
れ
て
、
情
動
に
し
た
が
っ
て
行
動
す
る
だ
ろ
う
。
強
制
や
必
然
性
で
は
な
く
、
私
が
抵

抗
し
よ
う
と
欲
し
な
い
或
る
傾
向

(inclination)

に
よ
っ
て
」
(
M
R
4
5
)
。

「
憧
憬
」
に
お
い
て
抵
抗
が
存
在
し
な
い
こ
と
の
―
つ
の
理
由
は
示
さ
れ
た
。
が
、
そ
れ
は
、
「
力
」
の
働
く
社
会
が
閉
じ
て
い
な
い
と
い

う
消
極
的
理
由
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
さ
ら
な
る
根
拠
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
特
権
的
人
格
」
の
情
動
に
接
す
る
私
た
ち
は
、

た
と
え
ば
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
芸
術
の
目
的
を
「
私
た
ち
の
人
格
の
能
動
的
で
、

む
し
ろ
抵

抗
し
よ
う
と
す
る
力
能
を
眠
ら
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
私
た
ち
を
完
全
な
る
従
順
さ

(docilite
parfaite)
へ
と
導
く
こ
と
」

(
D
l
l
l
)
と
述
べ
た
と
き
の
「
完
全
な
る
従
順
さ
」
の
状
態
に
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
従
順
さ
が
抵
抗
す
る
意
志
の
欠
如

一
方
、
「
開
い
た
社
会
」
と
は
そ
の
本
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で
あ
る
。

nulle)
」（
E
C
1
4
4
)

を
単
に
意
味
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
と
き
私
た
ち
は
、
『
創
造
的
進
化
』
で
示
さ
れ
た
無
意
識
の
二
形
態
の
う
ち
の
「
無
い
意
識

(
c
o
n
s
c
i
e
n
c
e

(10) 

か
ら
そ
れ
を
区
別
す
る
根
拠
を
も
た
な
い
だ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
習
慣
的
行
為
の
無
意
識
が
、
行
為
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
中
和
さ
れ
た
状
態
に
お
い
て
で
あ
れ
、
意
識
の
何
も
の
か
で
あ
る
と

こ
ろ
の
「
無
く
さ
れ
た
意
識

(
c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
a
n
n
u
l
e
e
)
」
と
見
な
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
ま
た
、
習
慣
的
行
為
に
お
い
て
は
行
為
が
障
害
に

遭
遇
す
れ
ば
意
識
が
現
れ
る
と
さ
れ
、

し
た
が
っ
て
少
な
く
と
も
習
慣
に
抵
抗
し
そ
こ
か
ら
脱
す
る
自
由
の
余
地
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に

対
し
て
、
「
憧
憬
」
と
い
う
「
力
」
は
、
あ
た
か
も
落
下
す
る
小
石
が
重
力
に
対
し
て
も
つ
従
順
さ
を
特
徴
づ
け
る
無
意
識
の
場
合
の
よ
う
に
、

そ
れ
に
対
し
て
抵
抗
す
る
余
地
す
ら
私
た
ち
に
与
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
完
全
な
る
従
順
さ
」
は
、
単
に
抵
抗
す
る
意
志
の
欠
如
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
八
第
三
の

無
意
識
＞
と
も
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
は
、
「
特
権
的
人

格
」
の
情
動
に
抵
抗
す
る
意
志
を
も
た
な
い
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
そ
の
情
動
に
対
し
て
或
る
意
味
で
は
積
極
的
に
同
意
し
て
い
る
の
だ
と

言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
音
楽
を
聴
い
て
い
る
と
き
「
私
た
ち
が
音
楽
の
示
唆
す
る
も
の
以
外
を
欲
し
得
な
い
」
(
M
R
3
6
)

と
言
わ
れ
る
場
合
、
音
楽
の
示
唆
す
る
も
の
を
私
た
ち
が
ま
さ
に
欲
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
私
た
ち
の
意
志
は
依
然
と
し
て
そ
こ
に
あ
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
音
楽
は
、
私
た
ち
の
奥
底
で
振
動
す
る
機
会
を
「
待
っ
て

(attendre)
」

い
た
何
も
の
か
を
揺
り
動
か
す
に
す
ぎ
な
い

(
R
l
2
0
)

。
音
楽
は
私
た
ち
の
う
ち
に
或
る
感
情
を
差
し
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
感
情
の
う

ち
に
私
た
ち
を
没
入
さ
せ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
私
た
ち
は
「
音
楽
の
表
現
す
る
も
の
に
な
る

(etre
c
e
 
qu'elle 
e
x
p
r
i
m
e
)
」
（
M
R
3
6
)
の

さ
ら
に
、
悲
劇
が
露
わ
に
す
る
の
は
「
私
た
ち
自
身
の
隠
さ
れ
た
部
分
」

(
R
1
2
3
)

で
あ
り
、
私
た
ち
が
悲
劇
に
見
た
の
は
「
人
が
私
た
ち
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に
私
た
ち
自
身
に
つ
い
て
垣
間
見
せ
た
こ
と
」

(ibid.
）
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
芸
術
の
表
現
す
る
情
動
は
す
で
に
私
た
ち
自
身
の
何
も
の
か
で

あ
り
、
芸
術
の
内
包
す
る
「
力
」
を
被
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
そ
の
何
も
の
か
を
取
り
戻
す
に
す
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

a
t
a
v
i
q
u
e
s
)
」（
ibid.)

に
「
呼
び
か
け
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
芸
術
の
役
割
と
は
、
私
た
ち
自
身
の
奥
底
に
あ
る
「
限
り
な
く
古
い
遺
伝
的
な
記
憶

(
s
o
u
v
e
n
i
r
s

(11) 

そ
の
記
憶
を
呼
ぴ
覚
ま
す
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
特
権
的
人
格
」
や
「
神
秘
家
」
に
対
し
て
人
が
自
ら
の
う
ち
に
「
反
響

(
e
c
h
o
)
」
を
見
出
す
の
は
、
そ
の
人

自
身
の
う
ち
に
「
眠
っ
て
い
て
目
覚
め
る
の
を
た
だ
待
っ
て
い
る
神
秘
家
」
が
い
る
か
ら
で
あ
り
、

格
か
ら
の
「
呼
ぴ
か
け
」
に
対
し
て
な
の
だ
と
い
う
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
叙
述
は
注
目
に
値
す
る

(MR102)
。
「
特
権
的
人
格
」
の
情
動
は
そ
も
そ

も
私
た
ち
自
身
の
情
動
、

は
「
特
権
的
人
格
」

眠
っ
て
い
て
目
覚
め
る
の
を
た
だ
待
っ
て
い
る
私
た
ち
自
身
の
情
動
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち

の
情
動
に
抵
抗
す
る
意
志
を
も
た
な
い
の
だ
と
言
え
よ
う
。

ゆ
え
に
、
私
た
ち
が
本
稿
の
冒
頭
で
「
責
務
感
」
と
い
う
経
験
を
、
あ
た
か
も
私
の
外
部
か
ら
到
来
し
私
が
そ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま

う
よ
う
に
み
え
る
或
る
「
力
」
の
経
験
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
に
関
し
て
、
「
憧
憬
」
に
限
っ
て
言
え
ば
、
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
「
力
」
は
あ
た
か
も
私
の
外
部
か
ら
到
来
す
る
よ
う
に
み
え
た
が
実
際
は
私
の
内
部
か
ら
や
っ
て
来
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、

(12) 

私
は
「
力
」
に
引
き
ず
ら
れ
た
の
で
は
な
く
自
己
自
身
の
意
志
を
取
り
戻
し
た
の
で
あ
る
と
。

注

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
著
作
か
ら
の
引
用
や
参
照
は
、
次
の
略
号
と
頁
数
の
併
記
に
よ
っ
て
示
す
。

D
I
 :Essai 
s
u
r
 les 
d
o
n謎
ees
i
m
m
咎
忌
tes
d
e
 la 
conscience, 
P
.
 U
.
 F
.
,
 
1
9
9
1
.
 

答
す
る
の
は
、
「
或
る
事
情
に
お
い
て
は

(la 
s
i
e
n
n
e
)
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人

事
実

し
た
が
っ
て
人
が
「
反
響
」
で
以
て
応

）
」
、
「
彼
自
身
の
も
の

(
d
a
n
s
 c
e
r
t
a
m
e
s
 c
l
f
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
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M

M

 :M
a
t
i
e
r
e
 
et

恙
m
o
f
e
`

P
.
 U
.
 F
.
,
 
1
9
9
0
.
 

E
C
:
1
 ̀感
蕊
ミ
o
l
u
i
i
o
n
c
r蕊
i
母
e,

P
.
 U
.
 F
.
 ,
1
9
9
1
.
 

M

R

 :L
e
s
 
d
e
w
:
 sou1、ces
d
e
 la 
m
o
r
a
l
e
 et 
d
e
 la 
rel
苔
:on,

P
.
 U
.
 F
.
,
 
1
9
9
0
.
 

E
S
:
1
 ̀ぷ
m
e
r
g
i
e
兵
Wiiuel
芯

P
.
U
 

• 
F
.
 ,
 19

9
0
 

• 

R
:
 L
e
 rire, 
P
.
 U
.
 F
 :
 1
9
5
0
.
 

(
1
)

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
知
性
に
よ
る
調
整
を
決
し
て
軽
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
議
論
が
可
能
な
の
は
知
性
の
平
面
に
お
い
て
、
そ
し
て
そ
こ

に
お
い
て
の
み
で
あ
っ
て
、
反
省
や
分
析
な
し
に
、
自
己
自
身
と
同
じ
よ
う
に
他
人
と
の
議
論
な
し
に
完
全
な
道
徳
性
は
存
在
し
な
い
」

(
M
R

9
9
)

。

(
2
)

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
こ
と
ば
を
借
り
て
言
え
ば
、
「
知
性
が
決
し
て
説
明
し
な
い
こ
と
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
嗜
好

(
P
r
e
f
e
r
e
n
c
e
)
と

私
た
ち
が
呼
び
得
る
こ
と
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
他
の
複
数
の
可
能
性
の
う
ち
か
ら
選
択
さ
れ
摘
み
取
ら
れ
た
或
る
可
能
性
を
実
際
に
選

ぶ
こ
と

(election
effective)

な
の
で
あ
る
」

(
V
.
J
 a
n
k
e
l
e
v
i
t
c
h
•
H
e

さ

i
B
e
沿g
s
o
n
,
P
.
 U
.
 F
.
,
 
1
9
8
9
.
,
 

p. 1
9
4
)

。

(
3
)
 
Ibid. ,
 p. 1

8
3
 

(
4
)

生
誕
百
年
記
念
版
著
作
集
に
付
録
さ
れ
て
い
る
注
解
に
よ
れ
ば
、
「
知
的
対
照
」
説
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
学
説
を
指
し
て
い
る

（
＠
箆
res,

P
.
 U
.
 F
.
 ,
1
9
9
1
.
,
 

p. 1
5
5
6
)

。

(5)

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
著
作
に
は
し
ば
し
ば
「
模
倣
」
と
い
う
語
が
登
場
し
、
特
に
『
二
源
泉
』
で
は
「
模
倣
」
が
「
憧
憬
」
の
道
徳
の
キ
ー
ワ
ー

ド
と
し
て
よ
り
自
覚
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
『
模
倣
の
法
則
』
(
-
八
九

0
年
）
の
著
者
タ
ル
ド

(G.
T
a
r
d
e
)
 

か
ら
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
察
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
一
九

0
四
年
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
タ
ル
ド
の
後
任
と
し
て

コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
現
代
哲
学
講
座
に
移
っ
た
と
い
う
事
実
、
あ
る
い
は
、
一
九

0
九
年
、
サ
ル
ラ

(Sarlat)

で
開
か
れ
た
タ
ル

ド
記
念
碑
の
除
幕
式
の
ス
ピ
ー
チ
の
な
か
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
タ
ル
ド
に
最
大
級
の
賛
辞
を
送
り
、
ま
た
、
同
年
出
版
さ
れ
た
八
Jes

g
r
a
n
d
s
 

p
h
i
l
o
s
o
p
h
e
s
:
>
叢
事
戸
の
な
か
の
タ
ル
ド
の
項
目
の
序
文
で
同
じ
く
彼
の
業
績
を
大
い
に
讃
え
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
す
れ
ば
‘
二
人
の
間
に

知
的
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
い
さ
さ
か
表
面
的
な
論
拠
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
実
際
、
ミ
レ

(J.
M
i
l
e
t
)

の
著
作
に

は
タ
ル
ド
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
ヘ
の
影
響
の
甚
大
さ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

(J.
M
i
 let, 
G
a
b
r
i
e
l
 T
a
r
d
e
 et la p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 d
e
 l'hi'stoire, 
V
r
i
n
,
 

1
9
7
0
.
)

。
叩
四
立
臼
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
次
の
機
会
に
譲
り
た
い
。
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「
語
り

(
p
a
r
o
l
e
)
」

(
6
)

「
言
語
」
や
「
言
説
（
説
教
）
（
d
i
s
c
o
u
r
s
)
」（
M
R
2
4
7
)

が
観
想
の
領
域
に
属
す
る
の
に
対
し
て
、

(
c
o
n
d
u
i
t
e
)
」
と
の
同
義
性
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る

(
M
R
2
4
6
)

。

(
7
)

身
体
に
よ
る
対
象
の
模
倣
と
い
う
主
題
は
『
物
質
と
記
憶
』
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る

(
M
M
1
1
2

`
 
1
1
7
)

。

(
8
)

こ
の
よ
う
な
閉
じ
た
体
系
同
士
の
競
合
関
係
に
基
づ
く
自
由
に
つ
い
て
は
、
『
創
造
的
進
化
』
に
お
い
て
、
或
る
習
慣
に
別
の
新
し
い
習
慣
を

「
対
抗

(
o
p
p
o
s
e
r
)
」
さ
せ
る
こ
と
に
存
す
る
自
由
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
た

(
E
C
2
6
4
-
2
6
5
,

1
8
4
-
1
8
5
,
 
E
S
2
0
)

。

(
9
)

こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
滑
稽
な
も
の
は
純
粋
知
性
に
向
け
ら
れ
て
い
る
」

(
R
4
)

と
い
わ
れ
た
と
き
の
知
性
が
む
し
ろ
「
力
」
に
関
わ
る

も
の
で
あ
る
、
と
い
う
本
文
で
の
私
た
ち
の
主
張
が
裏
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
「
こ
の
知
性
は
他
の
知
性
と
接
触
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
（
差
d.
）
と
い
う
叙
述
に
、
知
性
の
存
立
を
背
後
で
支
え
て
い
る
八
社
会
性
＞
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
1
0
)

「
無
い
意
識
と
無
く
さ
れ
た
意
識
は
ど
ち
ら
も
零
に
等
し
い
。
し
か
し
、
第
一
の
零
が
何
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
す
の
に
対
し
て
、
第
二
の

零
は
、
反
対
方
向
を
も
つ
二
つ
の
等
し
い
旦
患
が
相
殺
し
、
中
和
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
」

(
E
C
1
4
4
)

。

(11)

こ
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
『
二
源
泉
』
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
し
ば
し
ば
、
私
た
ち
各
人
の
う
ち
に
あ
る
神
秘
家
の
記
憶
な
る
も
の
に
つ
い
て
語
っ

た
こ
と
が
注
目
に
値
す
る

(
M
R
8
5
,

1
0
2
)

。

(12)

こ
う
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
、
意
志
の
転
換
は
意
志
自
身
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
単
に
確
認
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。
或
る
意
味
で
は
私
た
ち
の
帰
結
は
こ
の
言
明
に
集
約
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
内
実
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
た
し
か
に
「
圧
力
」
に
つ
い
て
も
、
「
力
」
は
私
の
内
部
か
ら
到
米
す
る
と
思
わ
れ
る
。
「
閉
じ
た
社
会
」
に
対
す
る
抵
抗
が
そ
の
外

部
の
別
の
「
閉
じ
た
社
会
」
か
ら
出
米
し
、
抵
抗
が
「
圧
力
」
に
対
す
る
相
関
項
と
し
て
作
用
す
る
と
し
て
も
‘
私
た
ち
が
ま
ず
前
者
の
「
閉

じ
た
社
会
」
に
属
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
抵
抗
が
生
じ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
外
な
る
「
閉
じ
た
社
会
」
か
ら
の
抵
抗
は
「
力
」
の
根
本
的

原
因
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
圧
力
」
に
対
し
て
私
た
ち
は
、
習
慣
と
い
う
形
態
を
と
り
つ
つ
、
無
意
識
に
、
自
動
的
に
従
う
の
で
あ
り
、
そ

の
際
、
私
た
ち
は
「
圧
力
」
の
起
源
を
自
ら
の
外
部
に
求
め
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
事
実
、
習
慣
も
、
私
た
ち
の
意
志
に
直
接
に
働
き
か
け
る
と

い
う
点
で
は
情
動
と
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
習
慣
と
情
動
と
の
差
異
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
一
方
で
根
本
的
な
も
の
で
あ
っ

た
に
違
い
な
く
、
私
た
ち
は
抵
抗
の
有
無
と
い
う
観
点
か
ら
両
者
の
差
異
を
探
っ
て
み
た
の
で
あ
る
。

は
む
し
ろ
「
行
為

（
博
士
課
程
学
生
）




