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て
、
何
故
他
者
が
哲
学
の
問
題
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

哲
学
が
現
在
抱
え
て
い
る
問
題
の
―
つ
に
、
他
者
問
題
が
あ
る
。
そ
の
問
題
に
つ
い
て
の
主
な
議
論
は
、

省
察
』
の
「
第
五
省
察
」
に
端
を
発
し
、

の
問
題
を
卒
み
つ
つ
展
開
す
る
か
ら
、

は

じ

め

に

い
か
な
る
哲
学
者
に
お
い
て
も
、
自

そ
れ
に
対
す
る
批
判
と
い
う
形
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
時
間
、

我
々
に
様
々
な
問
題
を
提
起
す
る
。
我
々
は
こ
こ
で
、
他
者
問
題
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う

べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
他
者
問
題
と
し
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
も
っ
と
根
本
的
に
言
っ

フ
ッ
サ
ー
ル
は
超
越
論
的
現
象
学
を
構
築
し
た
際
、

そ
れ
が
独
我
論
で
あ
る
、

平
で
、
自
ら
の
言
葉
や
仕
草
が
他
人
に
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、

ァ
ン
リ
に
お
け
る
他
者
問
題
の
考
察

と
い
う
批
判
を
深
刻
に
受
け
止
め
て
、

方
策
と
し
て
、
他
者
認
識
の
問
題
へ
と
視
線
を
投
じ
た
。
だ
が
、
哲
学
が
普
遍
性
を
要
求
す
る
限
り
、

ら
に
と
っ
て
真
で
あ
る
こ
と
が
、
他
者
に
と
っ
て
も
真
で
あ
る
か
否
か
は
、
問
題
で
あ
り
続
け
る
。
あ
る
い
は
哲
学
以
前
、

と
い
う
疑
い
が
兆
し
た
と
き
、
我
々
は
、
自
己
と
他
者
と
の
断
絶

吉

永

和

言
語
、
身
体
等

そ
れ
を
解
消
す
る

日
常
生
活
の
地

フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
デ
カ
ル
ト
的

加
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を
認
識
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
間
の
相
互
理
解
の
可
能
性
を
探
ろ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
、
他
者
問
題
の
端
緒
を
こ
の
よ
う
に
考
え

る
。
ま
た
例
え
ば
、
筆
者
は
、
「
我
々
」
と
い
う
一
人
称
を
用
い
て
、
本
稿
を
進
め
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
読
者
に
は
、
こ
の
「
我
々
」

に
は
一
体
誰
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
、
自
分
も
ま
た
そ
の
一
員
な
の
か
、

「
我
々
」
と
称
し
得
る
の
か
？

『
質
科
的
現
象
学
』

と
い
う
問
い
が
当
然
生
じ
る
は
ず
で
あ
る
。
筆
者
は
何
を
も
っ
て
、

だ
か
ら
、
問
題
は
こ
う
と
も
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
我
々
」
を
成
立
さ
せ
る
も
の
は
何
な
の
か
、

感
情
」
＾
'
P
a
t
h
o
sー

A
v
e
c
"
に
お
け
る
共
同
体
論
を
取
り
上
げ
て
、
考
察
し
よ
う
と
思
う
。
と
い
う
の
も
、

性
に
よ
り
知
覚
に
甚
づ
い
て
把
握
し
て
、
ま
ず
は
身
体
的
把
握
に
還
元
し
て
し
ま
っ
た
の
に
対
し
て
、

も
つ
具
体
的
な
存
在
と
し
て
の
他
者
の
把
握
の
条
件
を
考
え
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
ア
ン
リ
は
、
他
者
の
問
題
と
は
、

他
者
と
い
う
「
自
我
」
を
い
か
に
し
て
把
握
す
る
か
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
従
っ
て
、
他
者
に
せ
よ
、
自
己
に
せ
よ
、

換
に
基
づ
き
、

a
v
e
c
)
」
を
考
え
、

そ
れ
に
基
づ
く
共
同
体
を
考
え
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ア
ン
リ
は
、

生
き
生
き
し
た
感
情
を

そ
も
そ
も

そ
の
主
観
性
の
把
握

つ
ま
り
、
他
者
把
握
の
問
題
は
自
己
自
身
の
把
握
の
問
題
へ
と
転
換
さ
れ
る
。
こ
の
転

ア
ン
リ
は
、
志
向
性
と
い
う
把
握
の
仕
方
そ
の
も
の
を
批
判
し
、
そ
の
把
握
の
仕
方
に
代
わ
る
「
共
に
あ
る
感
情

(
p
a
t
h
o
sー

本
稿
で
は
、
ま
ず
ア
ン
リ
の

"
P
a
t
h
o
sー

A
v
e
c
"
の
第
一
節
に
お
け
る
フ
ッ
サ
ー
ル
に
対
す
る
批
判
を
分
析
し
、
次
い
で
彼
が
第
二
節
で
展

開
す
る
、
自
己
の
自
己
ー
触
発
と
い
う
在
り
方
と
、

そ
れ
に
基
づ
く
共
同
体
論
を
追
跡
し
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
本
稿
の
第
三
章
に
お
い

(
2
)
 

て
、
彼
の
他
の
著
作
『
我
は
真
理
な
り
』

(
C
、est
M
o
i
 la 
Verile)

を
取
り
上
げ
て
、
彼
の
共
同
体
の
理
論
が
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の

か
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
を
ア
ン
リ
の
他
者
理
論
と
し
て
考
察
し
直
し
た
い
と
思
う
。

の
可
能
性
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
。

我
々
は
、
以
上
の
問
題
に
つ
い
て
、
ア
ン
リ
の

と゚

フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
他
者
を
、
志
向

(
1
)
 

(
P
h
母
0
m
営
o
l
o
g
i
e
m
ミ
翌
el[e)

に
含
ま
れ
る
論
文
「
共
に
あ
る
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ア
ン
リ
に
よ
れ
ば

意
識
に
根
差
し
て
い
る
の
か
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
章
に
お
い
て
、
我
々
は
ア
ン
リ
の
ギ
'
P
a
t
h
o
sー

A
v
e
c
"

の
第
一
節
「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
デ
カ
ル
ト
的
第
五
省
察
に
関
す
る
考
察
」
((Refle
,
 

(
3
)
 

x
i
o
n
 s
u
r
 la 
c
i
n
q
u
i
e
m
e
 m
e
d
i
t
a
i
o
n
 
C
a
r
t
e
s
i
e
n
n
e
 
d
e
 Husserl') 
-l{s)
取
り
上
げ
て
、
そ
の
中
で
展
開
さ
れ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
を
通

じ
て
、

ア
ン
リ
の
他
者
把
握
の
姿
勢
を
掴
み
た
い
。

よ
っ
て
他
者
を
把
握
で
き
る
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
理
論
を
素
描
し
、
ア
ン
リ
の
批
判
が
い
か
な
る
問
題

ア
ン
リ
に
よ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
理
論
批
判
の
中
心
は
、

と
考
え
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

ア
ン
リ
は
、
志
向
性
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
他
者
は
、
自
己
と

の
類
比
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
を
構
成
さ
れ
る
か
ら
、
従
っ
て
自
己
の
変
容
に
過
ぎ
ず
、
現
実
の
他
者
で
は
な
い
と
考
え
た
。

で
は
、

ア
ン
リ

に
と
っ
て
、
「
現
実
の
他
者
」
と
は
い
か
な
る
者
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
我
々
は
、
本
章
に
お
い
て
、
ま
ず
第
一
節
で
、
ア
ン
リ
の
フ
ッ
サ

ー
ル
批
判
の
根
拠
を
、
志
向
性
に
よ
る
他
者
把
握
の
失
敗
に
見
る
。
次
い
で
第
二
節
で
は
、
彼
が
さ
ら
に
、
他
者
把
握
の
根
底
と
し
て
の
自

己
の
固
有
性
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
次
章
で
取
り
上
げ
る
^
^
P
a
t
h
o
s
-
A
v
e
c
"
第
二
節
の
共
同
体
論
に
繋
げ
る
形
で

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
の
「
第
五
省
察
」
の
中
で
他
者
把
握
の
理
論
を
展
開
し
て
お
り
、
ア
ン
リ
の
批
判
も
こ
の
著
作
に

基
づ
い
て
い
る
。
そ
こ
で
我
々
は
ま
ず
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
理
論
は
、
次
の
三
つ
の
前
提
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
―
つ
目
は
、
他
者
は
、
何
ら
か
の
視

八
1
>

志
向
性
に
よ
る
他
者
把
握
の
失
敗

示
し
た
い
。 第

一
章

ア
ン
リ
の
導
き
に
従
っ
て
、

ア
ン
リ
に
よ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
理
論
の
批
判

フ
ッ
サ
ー
ル
が
志
向
性
に
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ア
ン
リ
は
、

そ
れ
が
「
他
者
経
験
を
平
凡
に
し
、

完
全
に
変
質
さ
せ
る
の
で
あ
る
」

(ibid.
、
p.
1
4
7
)

と
批
判
す
る
。
我
々
は
、

実
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て

れ
を
調
べ
る
為
に

点
の
下
で
与
え
ら
れ
る
場
合
に
し
か
私
に
と
っ
て
存
在
し
な
い
か
ら
、
私
は
自
ら
の
生
に
お
い
て
他
者
を
見
い
だ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
つ
目
は
、
他
者
は
、
志
向
性
に
よ
っ
て
我
々
に
与
え
ら
れ
る
、

つ
ま
り
、
他
者
経
験
の
可
能
性
は
、
志
向
的
構
成
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
三
つ
目
は
、
他
者
は
私
の
外
で
、
私
を
超
越
す
る
何
か
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ル
に
お
い
て
、
他
者
は
志
向
性
に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
る
か
ら
、
問
題
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
同
化
の
統
覚

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
私
の
経
験
か
ら
、
他
者
や
そ
れ
に
係
わ
る
も
の
の
す
べ
て
を
捨
象
す
る
。
そ
の
後
に
残
さ
れ
る
の
が

「
自
己
と
し
て
、
私
に
固
有
の
も
の
」
で
あ
る

(
P
h
翌
0
m
営
ologie
materielle p. 
1
4
1
)

。
こ
れ
が
、
あ
ら
ゆ
る
他
者
と
は
異
な
る
私
の
原

初
的
身
体
が
含
ま
れ
る
、
私
固
有
の
帰
属
領
域

(
m
a
s
p
h
e
r
e
 
d
'
a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
c
e
)
 

と
、
そ
れ
に
含
ま
れ
る
諸
要
索
と
か
ら
構
成
さ
れ
る

(ibid.」

p.
1
4
3
)

。

で
は
、
他
者
経
験
は
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ
る
の
か
。
ま
ず
、
他
者
は
志
向
性
に
基
づ
き
、
知
覚
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。

そ
の
と
き
始
め
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
他
者
の
物
体
と
し
て
の
身
体
で
あ
る
。
こ
の
物
体
と
し
て
の
身
体
は
、
私
の
固
有
の
身
体
か
ら
、
有

機
体
と
い
う
意
味
を
、
類
比

(analogie)

に
よ
る
移
し
変
え
に
よ
っ
て
受
け
取
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
、

(
a
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
assimilante) 
で
あ
る
が
、
こ
の
知
覚
の
意
味
が
移
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
と
類
比
的
な
意
味
を
も
つ
身
体
と
し

て
の
対
象
が
構
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
意
識
の
統
一
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
二
つ
の
内
容
が
、

同
じ
意
味
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
る
こ
と
が
、
対
化

(
a
c
c
o
u
p
l
e
m
e
n
t
)

と
呼
ば
れ
る

で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
者
の
経
験
は
、
こ
の
帰
属
領
域

(ib
起．、

p.
1
4
7
)

。

対
を
な
す
も
の
と
し
て
現
れ
、

こ
の
よ
う
な
対
化
の
図
式
は
、
他
者
経
験
に
限
ら
ず
対
象
一
般
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

そ
の
経
験
か
ら
謎
め
い
た
性
格
を
取
り
除
き
…
…
、

そ
の
経
験
を
分
裂
さ
せ
、
屈
折
さ
せ
、

ア
ン
リ
が
他
者
経
験
が
「
謎
め
い
た

(
e
n
i
g
m
e
)
」
性
格
を
も

い
か
な
る
志
向
性
が
他
者
へ
の
接
近
を
許
す
か
で
あ
る
。
そ

い
ず
れ
に
し
て
も
、
フ
ッ
サ
ー
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て
い
る
私
の
身
体
で
あ
る
。

で
、
他
者
経
験
に
独
特
の
対
化
の
問
題
点
を
、

ア
ン
リ
は
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
。

(
1
)
他
者
に
つ
い
て
の
起
源
的
な
意
味
、
す
な
わ
ち
有
機
体
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
他
者
に
付
与
す
る
の
は
、
私
の
感
覚
に
常
に
現
前
し

(
2
)
他
者
は
対
象
と
し
て
、

た
だ
表
ー
象

(reー

p
r
e
s
e
n
t
e
)

さ
れ
、
間
接
呈
示

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

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

(
3
)
他
者
は
決
し
て
そ
れ
自
身
に
お
い
て
は
与
え
ら
れ
な
い
が
、
間
接
呈
示
さ
れ
て
、
そ
の
身
体
と
同
時
に
心
理
現
象
が
与
え
ら
れ
る
。

力ゞ
こゞキ‘,

ア
ン
リ
も

つ
も
の
で
あ
り
、

さ
て
、

あ
り
、
従
っ
て
、

そ
の
性
格
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
‘

と
考
え
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
さ
ら
に
、
彼
の
危
惧
は
、

う
に
「
他
者
は
私
の
経
験
の
変
容
」
だ
と
考
え
る
こ
と
が
、
他
者
経
験
を
「
変
質
さ
せ
る
」
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。

は
、
他
者
の
「
謎
め
い
た
」
性
格
を
保
持
し
、
他
者
経
験
を
そ
れ
自
体
と
し
て
受
け
取
る
に
は
、

ア
ン
リ
の
こ
の
対
化
の
図
式
に
対
す
る
批
判
は
、

止
ま
ら
な
い
。
彼
に
言
わ
せ
れ
ば
、

の
原
型
に
な
る
自
己
の
身
体
は
、

ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
？

そ
の
図
式
の
適
用
に
よ
る
他
者
が
、
本
来
の
他
者
で
は
な
い
、

で

と
い
う
こ
と
に

そ
の
図
式
の
原
型
で
あ
る
、
自
己
の
側
に
も
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
他
者
経
験
を
な
す
の
は
、

「
私
は
で
き
る
」
と
い
う
限
り
の
「
原
初
的
身
体
」

(
C
o
r
p
s
originel) 
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
う
し
て
対
象
化
さ
れ
た
他
者
の
身
体
に

有
機
体
と
い
う
意
味
を
与
え
る
自
己
の
身
体
は
、
他
者
の
身
体
と
同
様
、
対
象
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

フ
ッ
サ
ー
ル
に
は
「
私
の
感
覚
に
対
し
て
直
接
現
れ
て
い
る
」

(
i
b
起．＂

p. 
1
4
9
)

と
言
わ
れ
る
が
、
「
原
初

フ
ッ
サ
ー
ル
の
自
己
の
身
体
は
構
成
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ

て
、
「
他
者
経
験
に
お
い
て
働
く
自
己
と
身
体
と
が
、
他
者
経
験
を
可
能
に
す
る
の
だ
が
、
こ
の
自
己
も
身
体
も
―
つ
の
構
成
さ
れ
た
も
の
で

そ
の
よ
う
な
経
験
は
結
局
総
体
と
し
て
偽
物
と
さ
れ
る
」

(
i
b
i
d
.」

p.
1
4
9
)

。

フ
ッ
サ
ー
ル
が
他
者
経
験
を
、
単
純
な
対
化
の
図
式
に
適
合
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
こ

的
身
体
」
こ
そ
が
真
に
こ
の
感
覚
で
あ
る
と
す
れ
ば

）
こ
で
対
化

フ
ッ
サ
ー
ル
の
よ
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ま
で
も
私
の
直
接
的
な
知
覚
を
逃
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、

ア
ン
リ
は
こ
れ
ら
の
三
点
の
各
々
に
つ
い
て
批
判
を
施
す
。
す
な
わ
ち
、

つ
ま
り
他
な
る
主
観
性
の
認
識
に
際
し
て

そ
の
際
に
、
間
接
呈
示
は
、
他
者
の
存
在
の
有
効
性

(valeur
existentielle)

を
担
う
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

(r)
私
の
身
体
の
、
私
の
帰
属
領
域
内
部
の
感
覚
に
対
す
る
、
根
源
的
で
直
接
的
な
現
前
だ
け
が
、
他
者
経
験
を
可
能
に
す
る
超
越
論
的

生
の
恒
常
性

(constance)

を
も
つ
が
、

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
両
者
の
間
の
関
係
が
不
明
で
あ
り
、
恒
常
性
を
要
請
し
え
な
い
。

（
乙
私
に
と
っ
て
他
者
が
間
接
呈
示
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
は
、
他
者
が
他
者
自
身
に
固
有
で
あ
る
も
の
を
知
覚
す
る
経
験
が
、

つ
ま
り
、
他
者
に
固
有
の
経
験
は
、
他
者
自
身
に
し
か
与
え
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、

ア
ン
リ
は
、
他
者
を
そ
れ
自
身
に
お
い
て
志
向
的
に
知
覚
す
る
こ
と
が
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
こ
と
の
理
由
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
（
志
向
的
な
他
者
把
握
が
失
敗
し
た
の
は
[
括
弧
内
は
引
用
者
D
ヽ
そ
れ
が
他
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
で
は
な

vヽ
そ
れ
が
自
己
ヽ
す
な
わ
ち

絶
対
的
な
主
観
性
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
そ
し
て
、
他
者
の
主
観
性
で
あ
れ
、
私
の
主
観
性
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
主
観
性
は
、
…
…
原

理
的
に
、
志
向
性
か
ら
逃
げ
去
り
、
従
っ
て
す
べ
て
の
知
覚
の
現
前
か
ら
逃
げ
去
る
」

(ibid.,
p. 
1
5
1
)

。
つ
ま
り
、
他
者
経
験
が
真
に
問
題

な
の
は
、
他
の
自
己
が
、
他
な
る
も
の

(alter)
だ
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
な
い
自
己

(ego)
だ
か
ら
で
あ
る
。

ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
自
己
の
把
握
に
は
、
志
向
性
が
働
く
よ
う
な
い
か
な
る
隔
た
り

(ecart)
も
許
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
自
己
は
、
志
向
的

に

(intentionellement)

で
は
な
く
‘
印
象
的
に
／
感
受
的
に

(
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
e
l
l
e
m
e
n
t
)
自
己
自
身
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

ン
リ
の
重
要
な
指
摘
で
あ
り
、

(
3
)
 

記
憶
に
留
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
間
接
呈
示
に
よ
り
、
他
者
の
身
体
、

心
理
が
与
え
ら
れ
る
と
述
べ
、

ア

そ
れ
は
他
者
の
存
在
の
有
効
性
を
前
提
し
て

い
る
が
、
間
接
呈
示
に
よ
っ
て
は
、
存
在
の
有
効
性
は
与
え
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
他
者
、

事
物
に
相
応
し
い
接
近
の
仕
方
で
あ
る
知
覚
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
「
私
が
他
者
と
共
に
あ
る
と
い
う
、
生
き
生
き
と
し
、
情
念
的
で
あ
る
、

し、

っ
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間
ー
主
観
性
は
、
死
ん
だ
事
物

(
c
h
o
s
e
m
o
r
t
e
)

の
経
験
に
場
所
を
譲
る
」

(ibid.
、
p.
1
5
2
)

か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
我
々
は
、
ア
ン

リ
の
、
他
者
経
験
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
知
覚
的
現
前
の
諸
法
則
で
は
な
く
、
諸
主
観
性
の
情
念

(
p
a
t
h
o
s
)

フ
ッ
サ
ー
ル
の
志
向
性
に
よ
る
他
者
把
握
の
失
敗
を
整
理
し
て
次
の
二
つ
の
側
面
か
ら
述
べ
る
。
ま
ず
‘

は
、
他
者
を
単
な
る
非
現
実
的
な
志
向
的
思
念
の
相
関
項

(
c
o
r
r
e
l
a
t
d
'
u
n
e
 
v
i
s
e
e
 
i
n
t
e
n
t
i
o
n
n
e
l
l
e
)

に
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ

る
(ibid.
、
p.
1
5
6
)

。
そ
し
て
、
今
―
つ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
志
向
的
把
握
の
際
に
、
私
の
帰
属
領
域
の
う
ち
に
、
対
化
、
連
合

(
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
)
、

類
比
を
可
能
に
す
る
す
べ
て
の
経
験
を
見
て
取
る
が
、

る
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、

る
こ
の
前
提
は
、

ア
ン
リ
は
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。
「
知
覚
が
決
し
て
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
な
く
、
い
つ
も
知
覚
が
前
提
し
て
い

そ
こ
で
自
己
そ
の
も
の
が
生
ま
れ
る
超
越
論
的
生
に
、

の
根
底

(
s
o
n
p
r
o
p
r
e
 
F
o
n
d
)

か
ら
し
か
、

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、

っ
て
は
な
ら
な
い
、

同
体
論
の
端
緒
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ア
ン
リ
は

う
主
張
に
出
会
う
。

の
諸
法
則
で
あ
る
、

フ ヽ

と
し

そ
の
よ
う
な
把
握

そ
の
と
き
彼
が
、
常
に
帰
属
領
域
の
向
こ
う
に
、
他
者
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
で
あ

そ
の
根
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
、

そ
の
超
越
論
的
生
や
そ
の
固
有

理
解
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
」

(ibid.,
p. 
1
5
7
)

。
こ
こ
に
、
我
々
は
、
ア
ン
リ
に
お
け
る
共

こ
こ
で
ア
ン
リ
が
導
く
主
張
を
見
て
お
こ
う
。
彼
に
よ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
の
中
心
は
、
繰
り
返
せ
ば
、

ッ
サ
ー
ル
の
他
者
理
論
が
、
他
者
の
具
体
的
な
生
の
様
態
を
逃
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

生
の
具
体
的
な
様
態
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
‘
欲
望
や
そ
の
実
現
、
苦
し
み
や
悲
し
み
、
楽
し
み
、
行
為
、
恨
み
、
愛
や
憎
し
み
と
い
っ
た

感
情
的
な
様
態
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
経
験
を
可
能
に
す
る
超
越
論
的
地
平
に
立
つ
哲
学
は
、

ア
ン
リ
に
お
い
て
、
他
者
と
共
に
あ
る

そ
の
実
際
の
内
容
に
対
し
て
無
緑
で
あ

と
ア
ン
リ
は
言
う

(ibid.S
p
p
.
 
1
4
0ー

1
4
1
)

。
だ
か
ら
、
情
念
的

(
p
a
t
h
e
t
i
q
u
e
)

で
、
具
体
的
な
間
ー
主
観
性
の
推
移

と
発
展
を
統
制
す
る
の
は
、
生
の
根
底
に
内
在
的
な
共
ー
帰
属

(
c
oー

a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
c
e
)
に
お
け
る
、
こ
れ
ら
の
諸
主
観
性
の
情
念

(
p
a
t
h
o
s
)
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既
に
見
た
よ
う
に

の
現
前
か
ら
逃
げ
去
る
」

(
i
b

起．、

p.
1
5
1
)

。

だ
が
、
思
い
出
す
な
ら
ば
、
ア
ン
リ
の
批
判
は

八
2
>

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
固

[
括
弧
内
は
引

の
諸
法
則
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
i
b

起．、

p.
1
5
3
)

。
あ
る
い
は
、
決
定
的
な
形
で
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
他
者
へ
の
接
近
を
基
礎
づ

け
る
も
の
は
、
ノ
エ
マ
的
な
現
前
の
様
態
で
は
な
く
、
超
越
論
的
情
感
性

(affectivite
transcendental)
、
そ
し
て
生
そ
の
も
の
に
存
す

る
贈
与

(donation)

で
あ
る
。
（
…
…
）
他
者
経
験
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
普
遍
性
が
存
す
る
の
は
、
生
そ
の
も
の
、
そ
の
固
有
の
本
質
に
お
い

て
で
あ
り
、
決
し
て
志
向
性
や
構
成
に
お
い
て
で
は
な
い
」

(
i
b
i
d
.
S

p. 
1
5
5
)

。

自
己
の
自
己
性
の
問
題

我
々
は
前
節
で
、

ア
ン
リ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
志
向
性
に
よ
る
他
者
把
握
を
批
判
し
、
情
感
に
よ
る
他
者
把
握
を
対
笛
さ
せ
た
の
を
見
た
。

と
い
う
所
に
そ
の
根
本
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
把
握
の
失
敗
は
、

む
し
ろ
自
己
の
捉
え
方
に
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
だ
、

ア
ン
リ
の
言
葉
を
繰
り
返
そ
う
。
「
（
志
向
的
な
他
者
把
握
が
失
敗
し
た
の
は

用
者
]
)
そ
れ
が
他
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
が
自
己
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
な
主
観
性
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
そ
し
て
、
他

者
の
主
観
性
で
あ
れ
、
私
の
主
観
性
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
主
観
性
は
、
…
…
原
理
的
に
、
志
向
性
か
ら
逃
げ
去
り
、
従
っ
て
す
べ
て
の
知
覚

で
は
、
我
々
は
自
己
が
自
己
を
知
る
知
り
方
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
そ
こ
で
、

有
性

(
p
r
o
p
r
e
)

批
判
を
通
し
て
、
他
者
把
握
の
基
礎
と
さ
れ
る
自
己
把
握
に
つ
い
て
、

を
調
べ
よ
う
。

ア
ン
リ
が
い
か
な
る
主
張
を
な
し
た
か
っ
た
の
か

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
他
者
に
対
し
て
働
く
志
向
性
が
い
か
な
る
も
の
か
を
調
べ
る
た
め
に
、
他
者
に
関
わ
る
す
べ
て
の

も
の
を
捨
象
し
て
、
「
自
己
と
し
て
、

と
り
わ
け
て
私
に
固
有
の
も
の
」
を
得
た
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
問
題
は
、
「
私
の
超
越
論
的
地
平
の
内
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世
界
の
構
造
に
ほ
か
な
ら
な
い

(ibid., 
pp. 
1
4
3ー

1
4
4
)

。

部
に
、
私
に
固
有
の
も
の
の
境
界
を
引
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
ン
リ
は
こ
の
こ
と
に
対
し
て
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自

己
に
固
有
の
も
の
と
し
て
の
固
有
性

(propre)
は
、
自
己
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
」

(ib起．、

p.
1
4
2
)

。

論
的
反
省
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
、

有
性
と
が
、

と
い
う
場
合
に
は
、
固
有
性
は
、

り
広
げ
る
地
平
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
が
曖
昧
な
ま
ま
に
放
置
さ
れ
る
。
ま
た
、

ど
の
よ
う
に
基
礎
づ
け
合
っ
て
い
る
の
か
、

そ
れ
自
身
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
不
可
解
に
す
る

フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
固
有
性
は
超
越

そ
れ
と
も
超
越
論
的
反
省
が
く

そ
の
曖
昧
さ
は
、
自
己
と
自
己
の
固

さ
ら
に
、
純
粋
帰
属
領
域
に
還
元
さ
れ
た
人
間
と
し
て
の
私

(
m
o
iー

h
o
m
m
e
)
と
、
超
越
論
的
自
己
と
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
か
、
と

察』
8
,

4
6
)

。
だ
が
、

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
超
越
論
的
自
己
が
、
人
間
と
し
て
の
私
に
固
有
な
も
の
を
構
成
し
続
け

る
。
そ
し
て
、
こ
の
人
間
と
い
う
世
界
内
部
の
現
象
と
し
て
の
固
有
性
は
、
超
越
論
的
自
己
に
立
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
る
（
『
デ
カ
ル
ト
的
省

ア
ン
リ
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
は
固
有
性
の
移
動
を
意
味
し
て
お
り
、
超
越
論
的
自
己
は
、
自
己
ー
解
明

(autoー

e
l
u
c
i
d
a
t
i
o
n
)

の
過
程
に
帰
す
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
、
そ
の
過
程
は
常
に
構
成
さ
れ
た
諸
要
索
に
直
面
す
る
自
己
の
自
己
—
横
品
成
(
a
u
t
o
-

constitution)

の
過
程
に
根
拠
を
置
く
か
ら
、
固
有
性
の
移
動
そ
の
も
の
が
消
滅
す
る
。
従
っ
て
、
人
が
自
己
に
固
有
の
も
の
を
読
み
取
る

べ
き
自
己
の
超
越
論
的
帰
属
領
域
は
、
自
己
の
帰
属
に
還
元
さ
れ
た
も
の
が
示
さ
れ
る
も
の
と
同
じ
構
造
で
あ
り
、
そ
れ
は
表
象
と
し
て
の

ま
た
、

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
超
越
論
的
還
元
を
始
め
る
自
己
に
つ
い
て
の
反
省
に
お
い
て
、
超
越
論
的
自
己
の
自
己
ー
明
示

(
a
u
t
o
,
 

explicitation)
を
導
く
モ
デ
ル
は
、
対
象
の
知
覚
的
経
験
で
あ
る
。
そ
の
知
覚
的
経
験
は
、
対
象
が
現
れ
て
、
そ
れ
が
注
意
に
よ
っ
て
特
徴

づ
け
ら
れ
て
ゆ
く
、
と
い
う
同
定
を
行
う
総
合
の
連
鎖

(serie
d
e
 s
y
n
t
h
e
s
e
s
 
identificatrices)
の
形
で
遂
行
さ
れ
る
。
だ
が
、
ア
ン
リ

に
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
(
…
・
:
）
事
物
の
外
的
知
覚
の
構
造

(structure)
を
、
絶
対
的
主
観
性
の
直
接
的
な
自
己
ー
開
示

(aut0
ー

revelation)

い
う
問
題
が
起
こ
る

(
i
b
i
E
p. 
1
4
3
)

。

(ibid.、
p.
1
4
3
)

。
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ア
ン
リ
に
よ
る
共
同
体
の
議
論
に
つ
い
て

る
こ
と
に
し
よ
う
。

い
た
こ
と
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る

の
構
造
‘
す
な
わ
ち
生
の
内
的
本
質

(
e
s
s
e
n
c
e
i
n
t
e
r
i
e
u
r
e
 
d
e
 la 
v
i
e
)

と
同
定
す
る
こ
と
で
あ
る
」

(ibid.
、
p.
1
4
4
)

。
彼
に
よ
れ
ば
、

超
越
論
的
自
己
を
、
事
物
の
知
覚
の
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
把
握
し
よ
う
と
い
う
企
て
が
間
違
っ
て
い
る
か
ら
、
自
己
の
存
在
の
大
部
分
が
知
覚

か
ら
逃
れ
去
り
、

を
問
題
化
し
、

こ
う
し
て
、

第
二
章

記
憶
や
潜
在
性
に
関
わ
る
部
分
が
問
題
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る

は
、
志
向
性
、
す
な
わ
ち
知
覚
の
現
前
か
ら
逃
れ
去
り
、
超
越
論
的
生
は
、
志
向
性
が
働
く
い
か
な
る
隔
た
り
を
も
も
た
な
い
、

我
々
は
、
前
章
に
お
い
て
、

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

そ
し
て
、

(ibid., 
p. 
1
5
2
)

。
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
も
気
づ
い
て
い
た
よ
う
に
、
超
越
論
的
自
己
は
「
未
だ
発
見

さ
れ
な
い
内
的
特
性
の
開
か
れ
た
無
限
の
地
平
と
と
も
に
」
（
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
§
.
4
6
)

明
証
的
な
把
握
に
先
立
っ
て
、

れ
自
身
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
、

そ
の
よ
う
な
所
与
の
把
握
が
、

ア
ン
リ
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
根
源
的
な
や
り
方
で
、

地
平
の
脱
ー
自

(
e
kー

s
t
a
s
e
)

に
あ
る
の
か
ど
う
か
問
う
こ
と
で
あ
る

(ibid.
、
p
.
1
4
4
)

。

フ
ッ
サ
ー
ル
が
直
接
答
え
な
い
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、

が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、

我
々
は
考
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

我
々
は
ア
ン
リ
の
、
他
者
問
題
は
自
己
把
握
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
‘

と
述
べ
て

い
つ
も
既
に
そ

明
証
的
な
把
握
に
先
立
つ
所
与

と
い
う
主
張
に
戻
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
フ
ッ
サ
ー

ル
が
「
他
者
と
は
他
の
自
己
を
意
味
し
、
こ
の
自
己
と
は
、
私
自
身
の
自
己
を
意
味
し
て
い
る
」

(ib
蕊．、

p.
1
4
5
)
 

と
言
う
こ
と
と
は
意
味

我
々
は
上
の
よ
う
な
ア
ン
リ
の
示
唆
に
従
い
、
次
の
章
で
、
自
己
の
在
り
方
を
調
べ

ア
ン
リ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
批
判
を
通
し
て
、
他
者
の
把
握
が
ま
さ
に
自
己
の
把
握
の
仕
方
か
ら
考
え
ら
れ
な

そ
れ
は
感
情
と
い
う
在
り
方
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
予
告
す
る
の
を
見
た
。

で
は
、

ア
ン
リ
自
身

(ibid.＂ 

p. 
1
4
5
)

。
我
々
は
、
ア
ン
リ
が
、
自
己
と
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て
。
だ
が
、
生
は
ど
の
よ
う
に
し
て
与
え
ら
れ
る
の
か

(ibid.) 
pp. 
1
6
0ー

1
6
1
)

。

は
い
か
に
し
て
与
え
ら
れ
る
の
か
？

他
者
理
論
を
考
察
し
た
い
と
思
う
。

J

の
起
源
的
な
贈
与
で

と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
即
座
に
回
答
を

に
よ
っ
て
、
以
上
の
指
摘
は
理
論
と
し
て
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
の
か
。
我
々
は
こ
の
章
で
、
ょ
＾
P
a
t
h
o
sー

A
v
e
c
"
の
第
二
節
「
共
同
体
の

(
4
)
 

現
象
の
た
め
に
」
(
^
P
o
u
r
 u
n
e
 p
h
e
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
 d
e
 la 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
e
'
)
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
共
同
体
論
を
調
べ
る
こ
と
で
、
彼
の

ア
ン
リ
は
、
節
の
冒
頭
で
、
共
同
体
と
そ
の
成
員
の
唯
一
か
つ
本
質
的
な
実
在
と
は
何
か
？

与
え
る
。
す
な
わ
ち
、
共
同
体
の
本
質
は
、
生
で
あ
り
、
す
べ
て
の
共
同
体
は
、
生
き
て
い
る
も
の
の
総
体
で
あ
る
、

こ
こ
か
ら
、

と
。
で
は
、
共
同
体

と
ア
ン
リ
は
自
問
し
て
、
ま
た
即
座
に
答
え
る
。
す
な
わ
ち
、
生
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
生
に
お
い

ア
ン
リ
に
お
け
る
独
特
の
生
の
理
論
が
展
開
さ
れ
る
。
生
は
、
与
え
る
も
の
が
生
で
あ
り
、
与
え
ら
れ
る
も
の
が
生
で
あ
る
、

と
い
う
意
味
で
、
自
己
ー
贈
与

(auto-donation)

部
に
導
か
な
い
。
生
は
、
そ
れ
自
身
を
感
受
す
る

(s'eprouver)
限
り
に
お
い
て
、
絶
対
的
な
主
観
性
、
す
な
わ
ち
自
己
自
身
を
直
接
的
に

距
離
を
置
か
な
い
で
感
受
す
る
純
粋
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ア
ン
リ
は
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。
「
可
能
な
す
べ
て
の
共
同
体
の
本
質
を

構
成
す
る
も
の
、
共
通
で
あ
る
も
の
、

能
な
自
己
性

(Ipseite)

で
あ
る
。
生
そ
れ
自
身
以
外
に
い
か
な
る
道
も
、
生
に
導
か
ず
、
生
は
決
し
て
そ
の
外

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

あ
り
、
換
言
す
れ
ば
す
べ
て
の
生
き
る
も
の
が
自
ら
な
す
内
的
な
感
受

(
e
p
r
e
u
v
e
interieure)
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
生
き
て
い
る

も
の
が
自
ら
な
す
こ
の
自
己
感
受
に
お
い
て
、
ま
た
専
ら
そ
の
自
己
感
受
に
よ
っ
て
、
生
き
生
き
し
て
い
る
、
内
的
な
感
受
で
あ
る
」

(ib
蕊、

p. 
1
6
2
)

。
そ
し
て
、
直
接
的
に
自
己
自
身
を
感
受
す
る
純
粋
事
実
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
絶
対
的
主
観
性
の
本
質
は
、
他
者
に
還
元
不
可

で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
自
己
性
の
本
質
と
は
、
自
己
ー
触
発

(auto-affection)
に
お
い
て
触
発
し
、
触

発
さ
れ
る
同
一
性
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
自
己
触
発
と
は
、
生
に
お
い
て
自
己
触
発
を
行
う
す
べ
て
の
も
の
の
上
に
、
個
別
性
の
刻
印
を
置
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い
ず
れ
に
し
て
も
、

総
体
か
ら
1

例
え
ば
志
向
性
か
ら
ー
~
逃
れ
る

（差
d.
、
p.
1
6
4
)

。

(
3
)
 

い
て
、
根
本
的
に
個
別
化
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
自
己
触
発
と
は
、
個
別
化
の
原
理
で
あ
る
か
ら
、

の
だ
が
、
同
時
に
、
そ
れ
が
共
同
体
の
本
質
を
構
成
す
る
限
り
に
お
い
て
、

の
の
潜
在
的
な
総
体
と
な
る

で
、
そ
れ
ら
を
対
立
さ
せ
る
試
み
は
、
無
意
味
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、

そ
の
都
度
自
己
が
生
じ
る

そ
れ
は
共
同
体
、
す
な
わ
ち
生
だ
け
で
な
く
、
生
き
て
い
る
も

(ibid." 
p. 
1
6
3
)

。
こ
う
し
て
、
共
同
体
と
個
人
と
は
、
生
の
本
質
に
よ
っ
て
必
然
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
の

ア
ン
リ
自
身
に
よ
っ
て
、
こ
の
自
己
性
の
「
こ
こ
に
あ
る
」
と
い
う
性
質
が
整
理
さ
れ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

(
l
)
視
線

(regard)

la 
V
e
n芦
p.
1
6
6
)

。

の
忍
び
込
む
、

い
か
な
る
距
離
も
隔
た
り
も
な
く
、
こ
の
「
こ
こ
」
は
決
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

(
2
)
絶
対
的
な
「
こ
こ
」
は
、
変
化
し
な
い
し
、
「
そ
こ
」
と
交
換
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。

「
こ
こ
」
は
世
界
に
存
在
せ
ず
、
従
っ
て
脱
ー
自

(
e
kー

stase)
に
お
い
て
現
れ
な
い
の
で
、
こ
の
世
界
に
帰
属
す
る
も
の
の
範
疇
の

ア
ン
リ
は
こ
れ
ら
を
、
本
稿
次
章
で
取
り
上
げ
る

C
、est
M
a
i
 la 
Verile 
の
中
で
、
「
生
の
真
理

「
世
界
の
真
理

(verite
d
u
 m
o
n
d
e
)
」
と
呼
ぶ
も
の
に
対
立
さ
せ
て
、
そ
の
特
色
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
を
先
取
り
し
て
こ
こ
で

少
し
述
べ
る
な
ら
ば
、
「
生
の
真
理
」
が
自
己
ー
触
発
と
い
う
在
り
方
に
お
い
て
、
そ
れ
自
身
で
生
成
し
、
そ
の
重
み
を
自
ら
背
負
う
、
外
部

を
も
た
な
い
内
在
の
在
り
方
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
世
界
の
真
理
」
と
は
、
距
離
を
お
い
て
世
界
に
現
れ
る
、
表
象
の
外
在
的
在
り
方
で
あ

る
。
後
者
は
、
現
象
学
の
基
礎
と
も
な
る
把
握
の
仕
方
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
ギ
リ
シ
ア
的
現
象
と
い
う
呼
び
方
を
さ
れ
て
い
る

(C'est
M
a
i
 

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
、
志
向
性
に
基
づ
く
知
覚
の
表
象
と
い
う
間
接
呈
示
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
他
者
経
験
は
、

「
表
ー
象
す
る

(reー

presenter)
と
は
、

ー
と
し
て
現
す

(presenter
c
o
m
m
e
)

と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

(
p
h
営
o
m
営
ologie
m
a
t
e
n
・
e
u
 

(Verite 
d
e
 la 
V
i
e
)
」
と
呼
び
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ア
ン
リ
は
、
こ
の
よ
う
な
生
の
在
り
方
、
す
な
わ
ち
世
界
に
お
い
て
表
象
さ
れ
な
い
自
己
と
他
者
と
の
関
係
を
描
写
す
る
為
に
、
幾
つ
か

の
例
を
挙
げ
る
。
そ
れ
は
、
母
と
子
の
主
客
未
分
化
の
状
態
、
催
眠
術
師
と
被
催
眠
術
者
の
関
係
、
栗
鼠
と
そ
れ
を
飲
み
込
も
う
と
す
る
蛇

の
関
係
、
精
神
分
析
者
と
被
験
者
と
の
関
係
な
ど
で
あ
る
。
我
々
は
そ
れ
ら
か
ら
、
上
の
こ
と
に
付
け
加
え
て
、

お
う
と
す
る
こ
と
を
く
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
整
理
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
三
つ
目
の
栗
鼠
と
蛇
の
関
係
に

お
い
て
、
栗
鼠
は
、
飲
み
込
も
う
と
す
る
蛇
を
前
に
し
て
、

じ
な
い
、
と
ア
ン
リ
は
言
う
。

の
力

(force)

す
る
の
で
あ
る

ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
栗
鼠
は
、
魅
惑
さ
れ
て
い
る

(
~
t
r
e
fascine)
。
そ
し
て
、
魅
惑
と
は
、
「
動
物
」
が
こ

で
あ
り
、
同
時
に
こ
の
力
の
な
す
が
ま
ま
に
な
る
、

(
i
b
i
d
.
)
 
p. 

172)
。
ま
た
、

れ
る
の
は
何
故
か
、

四
つ
目
の
精
神
分
析
に
お
け
る
転
移
の
治
療
に
つ
い
て
、
こ
の
分
析
が
絶
え
間
無
く
繰
り
返
さ

と
い
う
こ
と
を
ア
ン
リ
は
問
題
に
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
転
移
が
繰
り
返
し
で
あ
る
の
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
転
移
が

生
に
お
い
て
あ
り
、
生
が
繰
り
返
し
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
は
世
界
に
起
こ
る
よ
う
に
で
は
な
く
、
す
べ
て
か
ら
距
離
を
取
ら

ず
に
、
生
が
い
つ
も
生
で
あ
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
け
る
繰
り
返
し
な
の
で
あ
る
。
生
は
生
が
な
す
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
な
す
こ
と

を
や
め
な
い
も
の
で
あ
る
。
「
生
の
絶
対
的
主
観
性
の
根
本
的
内
在
性
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
自
身
の
非
差
異
化

(
n
o
nー

differenciation)

に
お
い
て
、
す
べ
て
の
行
為
の
可
能
性
の
条
件
と
、

実
化
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」

(
i
b
i
d
.
,

p. 
1
7
3
)

。
こ
の
よ
う
な
例
を
通
し
て
、
我
々
は
生
に
関
し
て
、
力
の
繰
り
返
し
、
と
い
う
新
た
な
概

か
ら
逃
れ
る
か
ら
で
あ
る

(
i
b
i
d
.

、
p.
1
6
9
)

。

p. 1
6
5
)

か
ら
、
意
味
に
還
元
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
実
は
無
意
味
と
同
義
だ
と
ア
ン
リ
は
言
う
。
と
い
う
の
も
、
決
し
て
自
身
の
外
部
に
導

か
な
い
、
自
己
性
も
し
く
は
此
処
性

(hicceite)
は
、
他
者
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
原
理
的
に
、
把
握
可
能
な
す
べ
て
の
志
向
性

生
に
つ
い
て
ア
ン
リ
が
言

そ
れ
を
他
な
る
脅
威
と
も
感
じ
な
い
し
、
自
ら
を
窮
地
に
陥
っ
て
い
る
と
も
感

と
い
う
や
り
方
で
、
自
身
に
お
け
る
力
と
一
致
す
る
と
き
に
の
み
実
現

そ
の
本
質
が
あ
る
。
行
為
の
本
質
と
は
、
自
己
に
原
理
的
な
内
在
性
に
お
け
る
力
の
現
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の
完
全
な
一
致
が
あ
り
得
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

念
に
出
会
う
。
で
は
、
こ
の
力
と
し
て
振
る
舞
う
も
の
は
何
か
？

己
を
所
有
し
て
、
距
離
を
取
ら
ず
、

ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
情
感

(affect)

生
に
お
い
て
自
己
自
身
を
感
受
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
働
く
。
こ
れ
は
ま
た
、
生
そ
の
も

の
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
が
、
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
自
己
—
’
触
発
(
a
u
t
o
'
a
f
f
e
c
t
i
o
n
)

に
ほ
か
な
ら
ず
、
自
身
に
負
わ
さ
れ
た
自
身
の
重

さ

(son
p
r
o
p
r
e
 poids) 
の
下
に
圧
倒
さ
れ
た
、
生
の
起
源
的
な
忍
受

(souffrir)

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
情
感
に
お
い
て
、
人
は

そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
生
の
忍
受
が
、
耐
え
難
い
苦
し
み

(insupportable
souffrance)
に
な
る
と
き
、

不
可
能
な
が
ら
も
、
気
を
紛
ら
わ
せ
、
別
人
に
な
ろ
う
と
す
る
生
の
動
き
が
生
じ
る
。
こ
れ
が
衝
動

(pulsion)

（配
d.
、

pp.
1
7
4ー

1
7
5
)

。

生
き
て
い
る
も
の
は
、
自
分
自
身
に
根
差
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
生
と
い
う
根
底
を
も
ち
、

他
者
も
ま
た
自
己
の
根
底
を
も
ち
、
互
い
に
同
じ
根
底
に
投
げ
込
ま
れ
て
、

う
言
説
を
引
用
し
、
「
地
面
」
を
「
生
の
根
底
」

自
己
へ
の
到
来

(
v
e
n
u
e
e
n
 soi 
d
e
 la 
vie) 

か
な
ら
な
い

の
隠
喩
と
し
、
「
二
つ
の
足
が
覆
う
地
面
」
を
「
自
己
」

で
あ
り
、

で
あ
る
。
こ
の
力
は
、
自

で
あ
り
、
こ
れ
も
力
に
ほ

そ
こ
に
お
い
て
彼
は
自
己
を
感
じ
、
自
己

に
一
致
す
る
。
こ
の
自
己
ー
触
発
に
よ
っ
て
、
そ
の
都
度
、
生
き
て
い
る
、
と
い
う
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
体
験

(
e
p
r
e
u
v
e
)
が
生
じ
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
自
己
自
身
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
自
己
の
自
己
自
身
へ
の
関
係
は
、
根
本
的
な
受
動
性

(passivite)

に
お
け
る
情
感

(affect)

で
あ
る
。
こ
れ
を
こ
そ
、
共
同
体
の
成
員
が
共
通
に
も
つ
の
で
あ
る

(ib
起．」

p.
1
7
7
)

。
従
っ
て
、
ア
ン
リ
に
よ

れ
ば
、
他
者
は
あ
ら
ゆ
る
思
考
‘
志
向
性
を
逃
れ
る
代
わ
り
に
、
こ
の
生
の
根
底

(
F
o
n
d
)

に
お
い
て
感
じ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の

そ
こ
で
は
互
い
に
区
別
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、

ン
リ
は
カ
フ
カ
の
「
君
が
そ
の
上
に
あ
る
地
面
は
、
地
面
を
覆
う
二
つ
の
足
よ
り
も
広
い
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
」

(ibid.
、
p.
1
6
2
)

と
い

の
隠
喩
と
し
て
、
自
己
と
他
者
と

い
ず
れ
に
し
て
も
、
共
同
体
の
本
質
と
は
、
存
在
す
る
何
物
か
で
は
な
く
、
生
の

そ
れ
は
直
接
性
に
よ
っ
て
、
衝
動
、
情
感
の
運
命
と
し
て
遂
行
さ
れ
る

(ibid. 
ァ
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サ
ー
ル
の
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
で
は
、

を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

し
、
そ
の
間
で
身
体
と
し
て
の
把
握
、
次
い
で
感
情
移
入
、

得
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、

な
い
。
ア
ン
リ
に
お
け
る
共
同
体
と
は
、
個
別
性
を
生
み
出
す
も
の
で
も
あ
る
、
根
源
的
な
生
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
で
あ
る
」

(
i
b
i
d
.

、
p.
1
7
5
)
 

て
、
共
同
性
に
至
ろ
う
と
す
る
の
と
は
逆
に
、

我
々
は
、
上
の
よ
う
に
し
て
共
同
体
の
根
底
に
生
を
見
て
、
生
き
て
い
る
も
の
が
そ
こ
で
自
己
—
贔
触
発
を
行
う
限
り
に
お
い
て
、

は
固
有
の
生
を
生
き
つ
つ
も
、
同
時
に
生
の
す
べ
て
と
共
外
延
的
で
あ
る

(coextensif)

こ
と
を
理
解
し
た
。
だ
が
、
こ
の
生
の
根
底
で
起

こ
っ
て
い
る
の
は
、

そ
こ
か
ら
自
己
ー
他
者
関
係
を
出
発
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
。

そ
の
§
.
5
5

で
、
「
い
っ
そ
う
重
要
な
こ
と
は
、
種
々
の
段
階
を
経
て
次
第
に
形
成
さ
れ
る
共
同
性

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
、
共
同
性
が
問
題
に
な
る
の
は
、
自
己
が
モ
ナ
ド
と
し
て
存
在

相
互
に
理
解
を
進
め
て
、

ア
ン
リ
の
言
う
共
同
体
は
、
社
会
や
夫
婦
や
家
族
と
い
っ
た
基
礎
的
な
共
同
体
を
指
さ

と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

ア
ン
リ
は
、
自
己
触
発
す
る
生
の
う
ち
に
、
個
別
性
と
共
同
体
と
の
双
方
を
見
い
だ
し
て
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
の
か
。
何
故
、

そ
の
根
底
が
、
個
別
性
と
共
同
性
の
双
方
の
根
拠
と
な
る
の
か
。
こ
の
こ
と

い
て
で
あ
る
。
確
か
に
、
他
な
る
モ
ナ
ド
同
士
が

）
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ア
ン
リ
の
共
同
体
の
概
念
が

p. 
1
7
8
)

。
共
同
体
の
成
員
は
、
生
の
原
初
的
忍
受

(Souffrir
primitif) 

る
感
情
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
が
、

フ
ッ
サ
ー
ル
が
超
越
論
的
自
己
か
ら
出
発
し

の
中
で
、
自
己
を
見
い
だ
し
、

か
つ
他
者
と
と
も
に
耐
え
忍
ぶ

(souffrir)

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
、
我
々
が
こ
れ
ま
で
見
て
米
た
論
文
の
題
目
で
も
あ
る
、
よ
'
P
a
t
h
o
sー

A
v
e
c
"
,
す
な
わ
ち
「
共
に
あ

そ
こ
で
自
己
に
と
っ
て
も
、
他
者
に
と
っ
て
も
理
解
可
能
で
あ

る
よ
う
な
唯
一
の
領
域
で
あ
る
共
同
体
は
、
情
感
の
起
源
的
理
解
可
能
性
の
根
底
の
上
で
、
初
め
て
可
能
な
の
で
あ
る

(
i
b
i
d
.
,

p. 
1
7
9
)

。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
そ
れ
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
。

フ
ッ

と
い
う
形
で
類
似
に
よ
る
他
者
経
験
が
高
次
の
段
階
へ
と
移
行
す
る
経
緯
に
お

現
実
の
社
会
や
文
化
を
構
成
す
る
た
め
に
は
、
共
同
性
を
獲

ア
ン
リ
は
、
「
共
同
体
は

そ
れ
ら
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考
察
し
た
い
と
思
う
。

を
詳
細
に
論
じ
た
の
が
、

C
"est 
M
a
i
 la 
Verile
に
お
け
る
、
キ
リ
ス
ト
と
神
の
共
同
体
論
で
あ
る
。
ア
ン
リ
は
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
に
関

す
る
現
象
学
に
お
い
て
、
我
々
が
こ
こ
ま
で
見
て
来
た
、

と
い
う
こ
と
を
キ
リ
ス
ト
教
に
即
し
て
展
開
し
、

ま
え
、

そ
れ
を
他
者
理
論
と
し
て
捉
ら
え
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
三
章

我
々
は
、
前
の
二
章
に
お
い
て
、

成

(auto-generation)

だ
と
捉
え
る
。
我
々
は
、

い
か
な
る
構
造
を
と
る
の
か

生
の
自
己
触
発
が
い
か
に
し
て
あ
り
、
何
故
そ
れ
が
共
同
性
と
な
り
う
る
の
か
、

そ
の
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
次
の
章
に
お
い
て
、
我
々
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
を
踏

ア
ン
リ
が
、
自
己
の
他
者
把
握
の
問
題
の
起
源
は
、
自
己
の
自
己
把
握
に
あ
る
と
し
て
、

自
己
に
対
す
る
関
係
を
、
自
己
ー
触
発
、
あ
る
い
は
自
己
ー
開
示
、
も
し
く
は
、
自
己
'
|
感
受
と
い
う
在
り
方
に
お
い
て
捉
え
、

な
生
そ
の
も
の
の
在
り
方
の
う
ち
に
、
共
同
体
の
可
能
性
を
取
る
の
を
見
て
来
た
。

で
は
、

そ
の
自
己
の

そ
の
よ
う

そ
の
可
能
性
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
に
答
え
る
の
は
、

C
、est
M
a
i
 la 
Verite
に
お
け
る
、
キ
リ
ス
ト
教
の
現
象
学
で
あ
る
。
そ
の
中
で
ア
ン
リ
は
、
神
の
自
己
ー
生

の
在
り
方
こ
そ
が
根
源
的
な
生
だ
と
し
て
、
そ
こ
に
お
け
る
神
と
キ
リ
ス
ト
、
人
間
の
関
係
を
、
共
同
体
の
原
型

そ
れ
ら
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

八
1
>
「
世
界
の
真
理
」
と
「
生
の
真
理
」

我
々
は
、
本
稿
第
一
章
で
、

ア
ン
リ
が
共
同
体
の
根
底
と
す
る
生
と
は
、

ア
ン
リ
が
自
己
お
よ
び
他
者
把
握
に
際
し
て
、
志
向
性
に
拮
づ
く
知
覚
的
表
象
に
よ
る
認
識
を
批
判
し
て
い

る
の
を
見
た
。
ア
ン
リ
は
、
そ
の
よ
う
な
把
握
が
基
づ
く
真
理
概
念
を
、

C'est
M
a
i
 la 
Vertie
の
中
で
は
、
「
世
界
の
真
理
」
と
呼
び
、
彼

C
、est
M
o
i
 la 
Verite
に
お
け
る
共
同
体
の
理
論
の
展
開



71 アンリにおける他者問題の考察

が
真
の
認
識
だ
と
考
え
る
「
生
の
真
理
」
に
対
置
さ
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、

「
泄
界
の
真
理
」
と
「
生
の
真
理
」
が
ど
の
よ
う
に
対
比
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
よ
う
。

関
係
性
、
系
譜
、
真
理
概
念
、
個
別
性
の
問
題
等
に
つ
い
て
行
う
。
我
々
は
そ
れ
ら
の
諸
相
を
順
に
調
べ
る
こ
と
で
、
二
つ
の
概
念
の
相
違

を
際
立
た
せ
‘

ア
ン
リ
が
「
生
の
真
理
」
を
主
張
す
る
理
由
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
我
々
は
前
章
で
、

の
概
念
を
概
観
し
て
米
た
が
、
こ
の
よ
う
な
検
討
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
が
さ
ら
に
深
化
さ
れ
る
の
を
見
る
だ
ろ
う
。

(
1
)
誕
生
す
る
こ
と

(
n
a
i
t
r
e
)

に
つ
い
て
。
そ
れ
は
、
通
常
、
存
在
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
、
存
在
の
中
に
入
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
我
々
に
現
れ
る
も
の
だ
け
が
、
我
々
に
と
っ
て
存
在
す
る
、

と
い
え
る
の
だ
か
ら
、
「
存
在
に
至
る

(
v
e
n
i
r
a
 l'etre)
」
と
は
、

そ
れ
が
現
れ
に
至
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
世
界
の
真
理
」
に
お
い
て
現
れ
る
こ
と
と
言
い
表
せ
る
。
だ
が
、

の
誕
生
を
表
し
て
は
い
な
い
。
「
…
…
誕
生
す
る
と
は
、
世
界
に
お
い
て
到
来
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
生
に
お
い
て
到
米
す
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

そ
れ
は
生
に
到
達
す
る
こ
と
、
生
に
入
る
と
い
う
こ
と
、
今
後
は
生
き
る
も
の
と
な
る
、
神
秘
的
な
こ
の
条
件
に
達
す
る
こ
と
で

あ
る
」

(
C
、est

M
 
o
i
 
la 
V
e
r
i
t
e
 p. 
7
8
)

。
生
に
到
米
す
る
と
は
、
生
か
ら
出
発
し
て
生
に
到
来
す
る
こ
と
で
あ
る

よ
う
に
し
て
、

生
を
生
起
さ
せ
る
と
は
、
生
が
自
分
を
生
起
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、

(ibid.
、
p.
1
0
0
)

。
こ
れ
が
誕
生
に
お
け
る
「
生
の
真
理
」
の
在
り
方
で
あ
る
。

ア
ン
リ
は
、

配
d.
、
p.
7
8
)

。
こ
の

J

れ
は
真

そ
の
対
比
を
、
誕
生
／
生
起
、

ア
ン
リ
の
生

ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
‘

そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
神
の
な
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い

(
2
)
二
つ
も
し
く
は
複
数
の
諸
項
を
結
ぴ
付
け
る
、
関
係

(
r
a
p
p
o
r
t
)

に
つ
い
て
。
通
常
は
、
こ
れ
は
結
局
は
「
自
己
の
外
部
」
に
あ
り
、

外
在
性

(
e
x
t
e
r
i
o
r
i
t
e
)
、
す
な
わ
ち
「
世
界
の
真
理
」
に
帰
す
、
と
ア
ン
リ
は
言
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
享
受
す
る
こ
と
が
自
己
を
感
受
し
、

し
か
も
感
受
が
自
己
を
享
受
す
る
と
き
に
は
、
享
受
そ
れ
自
身
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
繋
が
り

(lien)

は
、
自
己
の
外
部
に
は
な
く
、

¥,、

か
な
る
泄
界
に
も
現
れ
な
い
。
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
生
は
、
そ
れ
自
身
で
各
々
固
有
の
「
間
柄
」
を
生
成
す
る
の
で
あ
る

(ibid.,
p. 
8
1
)
。

）
の
「
生
の
真
理
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
ま
た
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他
方
で

ら
ば
、
光
は
世
界
に
属
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
上
で

が
、
光
の
世
界
へ
の
到
来
を
考
え
た
場
合
に

の
も
可
能
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る

（配
d.
、
p.
9
2
)

。

（配
d.
＂
p
p
.
 
110ー

111)
。

こ
の
こ
と
は
、
本
稿
の
次
節
で
、
父
と
子
の
関
係
に
お
い
て
見
ら
れ
る
事
柄
で
あ
る
。

(
3
)
系
譜
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
の
系
譜
の
問
題
で
あ
り
、
彼
が
人
間
の
系
譜
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、

と
い
う
こ
と
を
、

し
か
も
神
の
子
で
あ
る

い
か
に
理
解
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
「
惟
界
の
真
理
」
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の

人
間
は
、
人
間
男
性
と
人
間
女
性
の
子
で
あ
る
。
だ
が
、
「
生
の
真
理
」
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
人
間
は
神
の
子
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
‘

発
生
が
、
生
に
到
来
す
る
生
き
る
も
の
の
可
能
性
だ
と
す
れ
ば
、

れ
ば
、
「
外
部

(
a
u
-
d
e
h
o
r
s
)
」
の
外
在
性
に
お
い
て
は
、

あ
る
こ
と
と
は
、
す
な
わ
ち
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
、

現
象
学
や
生
物
学
で
採
ら
れ
る
「
世
界
の
真
理
」
に
お
い
て
は
、
換
言
す

い
か
な
る
「
生
き
る
こ
と

(
v
i
v
r
e
)
」
も
可
能
で
は
な
く
、

い
か
な
る
生
き
る
も

(
4
)
真
理
概
念
に
つ
い
て
。
「
世
界
の
真
理
」
に
お
い
て
、
真
理
を
見
る
た
め
の
伝
統
的
な
概
念
は
、
光
の
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
真
で

と
い
う
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
人
が
、
視
線
の
前
に
、
す
な
わ

ち
「
外
部
」
に
保
た
れ
る
も
の
し
か
見
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
世
界
が
こ
の
「
外
部
」
に
存
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
だ

こ
の
光
／
真
理
／
椛
界
の
同
等
性
は
動
揺
す
る
。
と
い
う
の
も
、
光
が
世
界
に
到
米
す
る
な

ア
ン
リ
は
「
生
の
真
理
」
に
お
け
る
「
真
理
の
光
」
を
、
キ
リ
ス
ト
の
到
米
と

同
一
視
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
が
到
来
す
る
と
き
、
彼
は
光
に
お
い
て
到
来
し
、
光
に
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
て
、
露
わ
に
な
る
。

こ
の
光
は
世
界
の
光
に
対
立
せ
ず
、
キ
リ
ス
ト
の
世
界
へ
の
到
来
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
こ
の
到
来
と
同
一
化
す
る
。
こ
う
し
て
、

「
生
の
真
理
」
に
お
い
て
は
、
世
界
の
光
が
真
理
の
光
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る

(
5
)
個
別
性
に
つ
い
て
。
「
世
界
の
真
理
」
に
お
い
て
は
、
事
物
あ
る
い
は
人
間
が
個
別
化
さ
れ
る
の
は
、
「
そ
の
も
の
が
、
空
間
の
こ
の

場
所
に
、
時
間
の
こ
の
時
に
現
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

(ibid.＂
p. 
1
5
5
)

。
換
言
す
れ
ば
、
「
個
別
化
の
原
理
は
、
空
間
と
時
間
で
あ
る
」
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八
2
>
生
に
お
け
る
共
同
体
の
構
成
と
個
別
性
の
発
生

の
観
念
に
、
そ
の
根
本
的
な
理
由
を
見
る
。

(ibid.
＂ 

p. 
1
5
5
)

。
だ
が
ア
ン
リ
は
、

譲
ろ
う
。

と
り
わ
け
人
間
に
お
け
る
、
永
久
の
個
別
性
、

か
け
が
え
の
な
さ
を
考
え
て
、

こ
れ
を
否
定
す
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
空
間
ー
時
間
的
な
外
的
指
標
は
、
媒
介
変
数
と
し
て
存
在
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
個
別
化
自
体
は
、
決
し
て
世
界
に
現
れ
る
こ

と
な
く
、
「
生
の
真
理
」
と
し
て
の
、
自
己
触
発
す
る
生
の
自
己
性
に
依
拠
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
個
別
化
の
構
造
の
詳
細
は
、
次
の
節
に

こ
の
よ
う
に
見
て
来
て
、
我
々
は
、
「
生
の
真
理
」
が
「
世
界
の
真
理
」
と
区
別
さ
れ
る
の
は
、
前
者
が
無
惟
界
的

(
a
c
o
s
m
i
q
u
e
)

り
、
無
時
間
的

(
i
n
t
e
m
p
o
r
e
]
)

で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
前
章
で
述
べ
た
、
生
は
表
象
に

お
い
て
現
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
と
同
値
で
あ
る
。
で
は
、

で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
、
上
に
挙
げ
た
項
目
の
う
ち
で
、
第
一
の
も
の
、
ま
た
は
そ
れ
と
関
連
し
て
第
三
の
も
の
、
す
な
わ
ち
誕
生
／
生
起

生
／
生
起
に
つ
い
て
考
え
た
際
に
、

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

べ
き
解
明
を
な
す
の
で
あ
る
」

つ
ま
り
、

ア
ン
リ
が
こ
れ
ら
の
諸
相
に
お
い
て
、
「
生
の
真
理
」
を
主
張
し
た
の
は
、
何
故

ア
ン
リ
に
と
り
、

生
は
個
別
性
と
共
同
性
の
起
源
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
が
生
物
学
を
始
め
と
す
る
諸
科
学
に
お
い
て
は
説
明
で
き
な
い
、

で
あ

そ
の
生
自
体
の
誕

と
い
う
の
が
そ
の
出
発
点
で
あ

我
々
は
上
の
よ
う
に
し
て
、
「
生
の
真
理
」
が
無
世
界
的
で
、
無
時
間
的
な
真
理
を
意
味
す
る
こ
と
を
理
解
し
た
が
、
そ
れ
は
誕
生
／
生
起

の
概
念
に
起
源
を
も
っ
て
い
た
。
ア
ン
リ
は
言
う
。
「
キ
リ
ス
ト
教
の
内
容
が
、
そ
の
よ
う
な
生
成
や
発
生
の
関
係
の
、
体
系
的
か
つ
驚
嘆
す

(
i
b
i
d
:
 
p. 
8
2
)

。
と
こ
ろ
で
、
我
々
の
関
心
は
、
ア
ン
リ
に
お
い
て
他
者
は
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
る
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ア
ン
リ
は
、
生
の
根
底
に
個
別
性
と
共
同
体
の
原
理
が
存
す
る
、

と
答
え
た
。
そ
こ
で
、
我
々
は
、
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な
い
の
か
。

動

(pulsion)

が
、
情
感

(affect)

の
形
態
で
現
れ
る

(ibid.) 
p. 
137)
。
だ
が

キ
リ
ス
ト
教
の
こ
の
「
生
の
真
理
」
に
お
い
て
、

つ
ま
り
、
生
が
生
自
身

ど
の
よ
う
に
し
て
生
が
個
別
性
と
共
同
体
の
原
理
と
し
て
あ
る
の
か
、

そ
の
構
造
を
検
討

生
の
本
質
と
は
、
自
己
~
心
受
で
あ
る
。
我
々
は
、
こ
の
こ
と
は
既
に

p
h
食
o
m

営

o
l
o
g
i
e
m
d
t
5
m
e
l
l
e

に
つ
い
て
の
本
稿
第
二
章
で
見
た

か
ら
、
こ
こ
で
は

C'est
M
 
oi la 
Verite
で
の
記
述
に
従
っ
て
簡
単
に
振
り
返
る
に
止
め
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
生
は
「
存
在

す
る
」
も
の
で
は
な
く
、
生
起
し
、
生
起
す
る
こ
と
を
や
め
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
生
の
絶
え
ざ
る
自
己
へ
の
到
米

(
v
e
n
u
e
)

は
、
自
己

へ
の
絶
え
間
な
い
到
達

(eternel
p
a
r
v
e
n
i
r
)

で
あ
り
、
そ
れ
は
終
わ
り
の
な
い
過
程
で
あ
り
、
運
動
で
あ
る
。
こ
の
過
程
は
、
決
し
て
外

部
に
現
れ
る
こ
と
な
く
、
永
遠
に
自
己
に
と
ど
ま
る
。
生
は
こ
の
永
遠
の
過
程
に
お
い
て
、
自
己
を
享
受
し
、
感
受
す
る

(ibid.
、
p.
74)
。

換
言
す
れ
ば
、
生
の
自
己
へ
の
到
米
は
、
情
念
的
抱
擁

(etreinte
p
a
t
h
e
t
i
q
u
e
)

に
よ
っ
て
、
自
己
自
身
を
感
受
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
自

己
の
享
受
で
あ
る

(ibid.
、
p.
75)
。
そ
し
て
、
こ
の
感
受
す
る
こ
と
と
、
感
受
さ
れ
る
こ
と
の
同
一
性
が
、
自
己
性

(Ipseite)

の
起
源
的

本
質
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
自
己
性
は
、
自
己
に
と
っ
て
重
荷

(
f
a
r
d
e
a
u
)

で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
不
可
能
な
が
ら
も
逃
れ
よ
う
と
い
う
衝

る
と
、
こ
の
よ
う
な
自
己
は
、
自
足
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、

こ
の
衝
動
が
、

つ
ま
り
生
の
力
で
あ
る
こ
と
を
考
え

と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
は
自
律
し
て
い
る
の
で
は

そ
う
で
は
な
い
。
そ
こ
で
我
々
は
、
彼
が
、
自
己
ー
~
心
受
を
強
い
概
念
と
弱
い
概
念
と
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
に
注

目
し
よ
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
強
い
概
念
に
お
い
て
は
、
生
は
二
重
の
意
味
で
自
己
ー
感
受
し
て
お
り
、

か
ら
、

そ
の
内
容
を
規
定
し
、
他
方
で
、
生
は
自
身
で
、

し
た
い
と
思
う
。

そ
れ
は
、
生
が
固
有
の
惜
感

そ
の
情
感
か
ら
内
容
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
あ
る
よ
う
な
こ
の
内
容
を
、
生
が
自
ら
に
与
え
る
の
で
あ
り
、
ア
ン
リ
は
こ
れ
を
超
越
論
的
情
感
性

(affectivite)

と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
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こ
の
強
い
概
念
は
、
神
に
し
か
相
応
し
く
な
い
、

と
ア
ン
リ
は
言
う

(ibid.
、
p.
1
3
5
)

。
そ
し
て
、

す
る
限
り
に
お
い
て
、
神
は
父
と
呼
ば
れ
る

(ibid.
、
p.
9
5
)

。
他
方
弱
い
概
念
に
お
い
て
は
、
自
己
ー
成
心
受
は
超
越
論
的
自
我

(
m
o
i
t
r
a
n
 ,
 

s
c
e
n
d
e
n
t
a
l
)

の
本
質
の
源
泉
で
あ
り
、
そ
の
内
容
を
規
定
す
る
が
、
そ
れ
は
贈
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
自
我
は
、
感
受

の
内
容
で
は
あ
る
が
、

そ
の
源
泉
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
弱
い
概
念
の
み
が
、
人
間
に
相
応
し
い

こ
の
強
い
概
念
と
弱
い
概
念
と
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
、

絶
対
的
な
自
己
と
し
て
の
神
と
人
間
と
の
関
係
が
い
か
な
る
も
の
か
、

と
い
う
問
題
に
出
会
う
。
そ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
我
々
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
、

我
々
は
、
自
己
と
は
、
自
ら
を
抱
擁
し
、
触
発
し
、
感
受
し
、
享
受
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、

成

(
a
u
t
oー

g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
)

こ
の
よ
う
な
子
を
、

の
過
程
は
、
そ
れ
自
体
が
自
己
ー
開
示

(
a
u
t
oー

r
e
v
e
l
a
t
i
o
n
)

己
ー
生
成
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、

ア
ン
リ
は
、
原
ー
子

(l'Archi'Fils)

と
き
、
こ
の
神
と
原
ー
子
の
関
係
は
、

そ
の
自
己
ー
生

の
過
程
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
絶
対
的
な
自

生
が
自
ら
を
感
受
す
る
た
め
に
、
自
己
の
中
に
自
ら
を
投
げ
入
れ
、

つ
も
の
が
な
い
よ
う
な
運
動
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
父
の
う
ち
で
子
が
生
起
す
る
の
を
知
る
、

と
呼
ぶ
が
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
と
同
一
で
あ
る

可
逆
的
で
あ
り

(ibid.)
p. 
8
1
)

、
従
っ
て
、
相
互
内
在

(interiorite
r
e
c
i
p
r
o
q
u
e
)
 そ

れ
に
先
立

と
ア
ン
リ
は
言
う
。
こ
の
子
は
、
父

自
身
が
生
じ
る
よ
う
な
過
程
そ
の
も
の
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
父
と
同
様
、
始
源

(
c
o
m
m
e
n
c
e
m
e
n
t
)

に
属
し
て
い
る
。

で
あ
る
。

で
は
、
我
々
人
間
の
生
成
は
ど
の
よ
う
に
起
こ
る
の
か
。
そ
れ
は
神
の
恩
寵

(
g
r
a
c
e
)
の
働
き
と
も
言
わ
れ
る
事
柄
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

絶
対
的
生
が
自
己
ー
贈
与

(
a
u
t
oー

d
o
n
a
t
i
o
n
)

を
行
う
限
り
に
お
け
る
、
生
の
贈
与
で
あ
る

(ibid:
p. 
1
4
3
)

。
そ
こ
で
ア
ン
リ
は
、
「
生

に
し
か
子
は
い
な
い
し
、
生
に
よ
っ
て
し
か
子
は
生
ま
れ
な
い
」

(ibid.
、
p.
9
3
)

と
言
い
、
従
っ
て
、
「
唯
一
の
生
し
か
な
く
、
こ
の
生
が

共
同
体
の
在
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。

）
こ
で
我
々
は

（配
d.)

pp. 
7
6ー

77)
。
こ
の

(ibid." 
p. 
1
3
6
)

。

）
の
よ
う
に
生
を
与
え
、
自
己
ー
生
起
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神
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
子

(fils)

上
に
も
見
た
よ
う
に
、
神
と
原
ー
子
の
関
係
は
、
相
互
内
在
的
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
」

(
i
b
i
d
.

、
p.
1
3
9
)

と
も
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

あ
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
前
に
、
自
己
触
発
の
強
い
概
念
と
弱
い
概
念
の
区
別
の
際
に
、
後
者
が
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
見
た
が
、

に
し
て
、
神
の
生
の
自
己
ー
贈
与
に
お
い
て
生
を
贈
与
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
原
ー
‘
子
で
は
な
い
子
と
し
て
の
人
間
と
神
と
の
関

係
は
、
不
可
逆
で
あ
る

(
i
b
i
d
.」

p.
8
1
)

。
こ
う
し
て
、
人
間
は
、
生
の
自
己
感
受
、
自
己
の
享
受
と
い
う
在
り
方
に
お
い
て
、
ま
た
こ
の
よ

う
に
生
そ
の
も
の
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
在
り
方
に
お
い
て
、
二
重
の
意
味
で
受
動
的
で
あ
る
と
言
え
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
不
可
逆
性

は
、
否
定
的
な
意
味
の
み
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

(
A
r
c
h
iー

I
p
s
e
i
t
e
)

す
べ
て
の
も
の
と
は
違
う
の
は
、

内
在
性
に
お
い
て
生
じ
る

は
、
生
の
子
で
あ
り
、
神
の
子
で
あ
る
」

(
i
b
i
d
.

、
p.
9
3
)
 

(
i
b
i
d
.」

p.
1
4
5
)

。
換
言
す
れ
ば
、

と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、

可
逆
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
生
き
る
も
の
は
、
原
子
に
お
い
て
、

ゆ
え
に
、
大
勢
の
人
間
が
、
神
と
原
ー
＇
子
の
相
互

生
き
る
も
の
の
共
同
体
の
起
源
は
、
神
と
原
ー
子
の
相
互
内
在
性
に
お
い
て

そ
れ
は
こ
の
よ
う

人
間
は
、
神
と
原
ー
子
の
相
互
内
在
性
に
お
け
る
生
の
原
ー
自
己
性

か
ら
、
生
き
る
こ
と
の
可
能
性
を
受
け
取
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
上
の
こ
と
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
だ

が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
人
間
は
そ
こ
に
お
い
て
、
自
己
が
自
己
自
身
に
関
係
し
、

そ
れ
が
触
発
し
、
感
じ
る
の
が
、
自
己
自
身
で
あ
る
、

て
我
々
は
、
神
の
子
と
し
て
の
人
間
の
個
別
性
が
生
じ
る
の
を
見
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
存
在
の
各
々
の
点
に
触
れ
、
自
己
自
身
を
触

発
し
、
自
己
を
享
受
す
る
自
己
性

(ipseite)

に
よ
っ
て
、
他
の
す
べ
て
の
も
の
に
還
元
不
可
能
な
自
我
と
な
り
う
る
。
こ
の
自
我
が
、
他
の

と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
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の
可
能
性
が
開
け
る
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
が
他
者
を
「
他
の
自
我
」

我
々
は
、
ア
ン
リ
に
お
け
る
他
者
把
握
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
と
い
う
関
心
に
従
っ
て
、

P
h営
omenologie
materielle
の
フ
ッ
サ
ー

ル
批
判
か
ら
出
発
し
て
、
そ
こ
に
お
け
る
共
同
体
論
と
、

C'est
M
o
i
 la 
Verite
に
お
け
る
そ
の
展
開
に
つ
い
て
考
察
し
て
米
た
。
ア
ン
リ

の
他
者
把
握
に
対
す
る
根
本
的
な
姿
勢
は
、
人
間
は
、
生
き
生
き
し
た
感
情
そ
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
こ
の
感
情
を
直
接
的
に
把
握
し

な
い
で
は
、
他
者
を
把
握
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、

と
し
て
措
定
す
る
が
、

当
し
な
い
と
考
え
、
他
者
問
題
を
自
己
の
自
己
把
握
か
ら
や
り
直
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ア
ン
リ
は
こ
う
し
て
、
他
者
把
握
、
あ
る
い
は
自
己
把
握
の
方
法
と
し
て
、
志
向
性
に
基
づ
く
知
党
表
象
の
間
接
呈
示
を
否
定
し
、
感
情

の
直
接
把
握
の
た
め
の
別
の
方
法
を
追
及
し
た
。
そ
の
際
に
、

自
ら
の
真
理
概
念
「
生
の
真
理
」
と
対
置
さ
せ
る
。
こ
の
「
生
の
真
理
」
に
お
い
て
問
題
に
な
る
の
は
、
自
己
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
き
る

も
の
と
な
り
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
に
対
し
て
、
生
は
生
の
絶
え
ざ
る
到
来
に
お
い
て
生
き
る
も
の
に
な
る
と
応
じ
る
。

そ
し
て
彼
は
、

そ
の
上
で
、

生
が
、
自
ら
を
触
発
し
、
触
発
さ
れ
る
と
い
う
自
己
ー
触
発
を
行
う
も
の
で
あ
り
、

と
考
え
た
。
さ
ら
に
、

す
る
生
の
真
理
で
あ
る
。
そ
し
て
、

我
々
は
、

ア
ン
リ
が
他
者
と
の
共
同
体
の
可
能
性
を
、
こ
の
生
の
根
底
に
置
き
、
さ
ら
に
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
に
託
す
の
を

お

わ

り

に

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
彼
は
、

そ
の
際
に
は
既
に
、
自
己
自
身
も
ま
た
対
象
化
を
被
っ
て
い
る
と
し
て
、
生
き
生
き
し
た
感
情
を
も
つ
自
己
に
は
相

そ
の
自
己
性
と
は
、
生
の
力
で
あ
り
、

ア
ン
リ
は
、
表
象
に
よ
る
伝
統
的
な
真
理
概
念
を
「
世
界
の
真
理
」
と
し
、

そ
の
限
り
に
お
い
て
、
自
己
性
を
持
つ

そ
れ
は
感
情
と
し
て
現
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
無
世
界
的
、
無
時
間
的
に
生
起

ア
ン
リ
は
こ
の
よ
う
な
生
の
根
底
に
お
い
て
こ
そ
、
自
己
の
自
己
把
握
が
あ
り
え
、
従
っ
て
他
者
把
握
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る
「
生
の
真
理
」
を
設
定
さ
せ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
我
々
は

見
た
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
「
生
の
真
理
」
は
、
父
と
原
ー
原
子
の
可
逆
性
、

J

の
よ
う
な
感
情
“
が
い
か
る
も
の
か
を
考

そ
れ
ら
の
相
互
内
在
性
と
そ
の
他
の
子
ら
と

の
不
可
逆
性
に
支
え
ら
れ
て
、
人
間
の
共
同
体
と
個
別
性
と
の
双
方
の
原
理
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

繰
り
返
す
が
、
ア
ン
リ
に
と
り
、
人
間
と
は
感
情
に
お
い
て
生
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ン
リ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
他
者
把
握
を
「
死

ん
だ
事
柄

(
c
h
o
s
e
m
o
r
t
e
)
」

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、

t

、
・
!
l
e
p. 
1
5
2
)

と
呼
ぶ
と
き
、
我
々
は
そ
の
よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク
に
彼
の
、
人

(
P
h
営
0
m
営
o
l
o
g
z
e
m
a
 en
e
 

間
の
対
象
化
に
対
す
る
忌
避
の
”
感
情
“
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
II

感
情
“
こ
そ
が
、
彼
を
し
て
、
「
世
界
の
真
理
」
に
対
立
す

え
、
彼
の
感
情
概
念
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
か
。

こ
の
”
感
情
＂
が
、
情
感
性
を
擁
護
す
る
議
論
に
お
い
て
循
環
す
る
の
を
見

そ
う
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
我
々
が
次
に
課
せ
ら
れ
る
の
は
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、

的
な
他
者
把
握
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
を
変
質
さ
せ
ず
、

ア
ン
リ
の
理
論
は
、
私
自
身
の
生
き
た
感
情
に
お
け
る
直
接

し
か
も
そ
の
謎
め
い
た
性
質
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
異
彩
を
放

つ
。
そ
し
て
彼
が
、
生
の
根
底
に
お
い
て
、
共
同
性
と
個
別
性
が
確
保
さ
れ
る
と
言
う
と
き
、
彼
の
、
他
者
認
識
の
不
可
知
論
に
陥
ら
ず
、

ま
た
認
識
そ
の
も
の
が
も
つ
一
種
の
支
配
に
も
与
す
る
ま
い
と
す
る
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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