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レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
、
自
我
と
他
者
の
関
係
、
つ
ま
り
顔
と
の
対
面
で
あ
る
「
言
語
」
の
関
係
は
、
「
命
令
性
」
l

甘
1perativite

(
E
N
1
6
2
)

と
し
て
も
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
特
徴
づ
け
は
、

1
9
5
2

年
発
表
の
ユ
ダ
ヤ
教
エ
ッ
セ
ー
「
倫
理
と
精
神
」

D
L
1
5
,
2
4

で
言

及
さ
れ
た
後
、
「
自
由
と
命
令
」

L
C
で
哲
学
的
に
主
題
化
さ
れ
て
以
降
、
一
貫
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
理
学
の
中
核
を
な
し
て
い
る
。
他

者
と
の
関
係
と
し
て
の
「
言
語
」
の
命
令
性
は
、
ま
さ
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
思
想
に
お
け
る
倫
理
と
言
語
の
緊
密
性
を
示
し
て
い
る
主
題
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

一
般
に
命
令
法
は
、
文
法
的
に
み
れ
ば
数
あ
る
動
詞
の
叙
法
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
ま
た
、
言
語
行
為
論
の
観
点
か
ら
は
、
言
葉
を
用
い

て
な
さ
れ
る
様
々
な
対
人
格
的
な
行
為
の
な
か
の
ひ
と
つ
の
様
態
で
あ
る
。
一
方
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
命
令
性
は
、
顔
と
の
関
係
と

し
て
の
「
言
語
」
に
と
っ
て
本
質
的
な
事
態
で
あ
る
。
他
者
の
顔
は
自
我
に
命
令
す
る
。
だ
が
、
顔
は
と
き
に
命
令
し
た
り
、

な
か
っ
た
り
す
る
の
で
は
な
い
。
顔
の
発
話
、
な
い
し
そ
の
表
出
そ
の
も
の
が
命
令
法
で
あ
る
。
「
顔
le
visage
、

III 

「
言
語
」

の
命
令
性
ー
「
自
由
と
命
令
」

(
1
9
5
3
,
l
t
r
)
<
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存
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ー
．
対
話
へ
の
参
与
を
促
す
顔
の
命
令

直
説
法

l'indicatif
に
よ
っ
て
で
は
な
く
命
令
法
l
-

日
1peratif
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
触
発
す
る
事
態
で
あ
る
…
…
」

L
C
2
7
0
。
本
節
で

は
、
顔
と
の
関
係
と
し
て
の
「
言
語
」
の
命
令
性
が
初
め
て
主
題
化
さ
れ
た
「
自
由
と
命
令
」
を
中
心
に
、
こ
の
主
題
の
初
期
形
態
を
呈

示
、
検
討
す
る
。

ま
ず
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
顔
の
発
話
の
命
令
性
を
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
構
想
し
た
の
か
を
見
て
み
よ
う
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
プ
ラ
ト

ン
『
国
家
』
を
参
照
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
自
由
と
命
令
の
関
わ
り
の
過
程
を
辿
っ
て
い
る
L
C
2
6
4
,
2
6
7
。

そ
も
そ
も
命
令

le
c
o
m
m
a
n
d
e
m
e
n
t
と
い
う
行
為
は
事
物
に
対
し
て
で
は
な
く
、
外
的
に
独
立
し
た
自
由
な
意
志
に
働
き
か
け
る
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
由
が
、
一
切
を
拒
否
し
て
死
ぬ
こ
と
す
ら
辞
さ
な
い
ほ
ど
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
自
由
な

意
志
に
対
し
て
、
命
令
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
実
効
的
な
他
動
性
」
日
1e
transition efficace
を
持
ち
得
る
だ
ろ
う
か
、
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

は
問
う
(
2
)

。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
こ
の
問
題
の
解
決
策
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
命
令
す
る
者
と
命
令
さ
れ
る
者
と
が

「
事
前
に
合
意
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
命
令
と
は
、
命
令
を
受
け
る
者
に
と
っ
て
有
益
な
こ
と
を
提
案
し
指
令

（
勧
告
）
す
る
こ
と
、
命
令
さ
れ
る
者
の
意
に
添
う
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
見
、
命
令
に
従
う
者
に
と
っ
て
他
律
的
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
命
令
は
、
実
は
自
律
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
命
じ
ら
れ
る
行
為
は
、
命
令
さ
れ
る
者
が
自
分
自
身
の
内
部

に
な
す
べ
き
行
為
と
し
て
見
出
す
も
の
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
命
令
の
他
動
性
の
困
難
さ
は
、
「
理
性
」
、
つ
ま
り

理
に
適
っ
て
い
る
こ
と
を
合
意
点
と
し
て
解
消
さ
れ
る
。
こ
こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
命
令
を
可
能
に
し
て
い
る
「
事
前
の
合
意
」
や
「
理

性
」
の
共
有
に
つ
い
て
、
命
令
者
と
聴
従
者
の
間
に
何
ら
か
の
規
範
的
な
合
意
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
規
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範
性
に
関
わ
り
な
く
単
に
聴
従
者
の
利
益
に
適
う
こ
と
で
あ
る
の
か
、
ど
ち
ら
を
意
味
す
る
の
か
詳
述
し
て
い
な
い
。
こ
の
区
別
は
カ
ン

ト
の
用
語
を
用
い
れ
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
命
令
が
、
定
言
命
法
な
の
か
仮
言
命
法
な
の
か
に
対
応
す
る
だ
ろ
う
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
主
張
点
は
す
ぐ
後
に
み
る
よ
う
に
、
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
や
自
己
利
益
の
考
慮
、
あ
る
い
は
実
践
理
性
の
共
有

以
前
に
、
他
者
と
の
対
面
が
何
ら
か
の
応
答
を
命
じ
て
い
る
と
い
う
「
言
語
」
の
関
係
で
あ
り
、
こ
の
対
面
の
命
令
性
が
倫
理
の
根
源
的

湯
面
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
記
述
に
戻
れ
ば
、
自
由
な
意
志
は
、
も
し
命
令
が
み
ず
か
ら
の
理
性
に
反
し
、
理
不
尽
で
あ
り
有
益
で
は

な
い
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
そ
の
命
令
に
従
う
こ
と
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
一
方
で
自
由
な
意
志
は
容
易
に
暴
政

le
tyrannie 

に
よ
る
支
配
の
浸
透
を
受
け
る
。
そ
の
際
、
理
性
は
暴
政
が
操
る
「
愛
情
や
金
銭
、
拷
問
や
飢
え
、
沈
黙
や
修
辞
と
い
っ
た
無
限
の
資

源
」
に
よ
っ
て
、
感
情
的
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
内
部
か
ら
変
質
す
る
。
自
由
な
意
志
は
、
理
不
尽
で
圧
政
的
で
あ
る
命
令
に
も
、
そ
れ
と
気
づ

く
こ
と
な
く
隷
従
し
て
し
ま
う
。
そ
の
湯
合
、
む
し
ろ
も
は
や
命
令
の
必
要
も
服
従
の
意
識
も
な
く
、
服
従
が
性
向
に
な
り
、
否
定
的
な

意
味
で
の
真
の
他
律
性
が
始
ま
る
。
そ
こ
で
、
自
由
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
は
、
み
ず
か
ら
の
堕
落
を
予
見
し
予
防
し
て
お
く
こ
と
が
必

要
と
さ
れ
る
。
自
由
で
あ
る
こ
と
の
理
念
は
自
由
の
保
障
を
も
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
自
由
は
自
分
自
身
の
理
性
や
暗

黙
の
理
性
的
秩
序
に
の
み
頼
る
の
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
の
外
部
に
「
理
性
の
秩
序
」
を
構
築
す
る
こ
と
、
「
理
性
的
な
事
柄
」
を
文
書

化
し
て
何
ら
か
の
「
制
度
」
に
助
力
を
求
め
る
必
要
が
生
じ
る
。

「
自
由
で
あ
る
た
め
に
は
、
み
ず
か
ら
に
命
令
を
課
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
命
令
は
外
在
的
な
命
令

§
c
o
m
m
a
n
d
e
m
g
t

exterieur
で
あ
っ
て
、
単
に
理
性
的
な
法
や
、
暴
政
に
対
す
る
防
御
を
欠
い
た
定
言
命
法
で
は
な
く
、
暴
政
に
抵
抗
す
る
力
を
備
え
た
外

在
的
な
法

§
e
loi exterieure、
書
か
れ
た
法

§
e
l
o
i
e
9
i宮
で
あ
る
」

L
C
2
6
6
。

明
ら
か
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
行
論
の
背
景
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
理
性
的
統
治
や
カ
ン
ト
の
実
践
理
性
の
伝
統
に
対
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
書



か
れ
た
戒
律
の
伝
統
を
対
置
す
る
発
想
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
さ
ら
な
る
局
面
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
自
由
な
意
志
が
み
ず
か
ら

の
変
質
を
予
防
し
て
構
築
し
た
外
在
的
な
理
性
的
秩
序
あ
る
い
は
「
書
か
れ
た
法
」
を
、
意
志
自
身
が
自
由
を
束
縛
す
る
疎
遠
な
も
の
と

感
じ
て
、
そ
こ
か
ら
離
反
し
て
い
く
事
態
で
あ
る
。
自
由
な
意
志
は
、
み
ず
か
ら
要
請
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
外
部
の
命
令
」
で
あ

る
「
書
か
れ
た
法
」
を
暴
政
の
よ
う
な
も
の
と
感
じ
始
め
る
。
た
し
か
に
、
み
ず
か
ら
要
請
し
た
も
の
に
抵
抗
す
る
こ
の
よ
う
な
自
由
な

意
志
の
反
抗
を
自
己
矛
盾
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
意
志
と
「
書
か
れ
た
法
」
と
し
て
の
「
非
人
称
的

な
理
性
の
秩
序
」
と
の
間
に
不
連
続
面
が
あ
る
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
非
人
称
的
理
性
を
選
択
す
る
の
は
や
は
り
自

由
な
個
人
の
行
為
で
あ
っ
て
、
非
人
称
的
理
性
に
従
う
行
為
自
身
は
非
人
称
的
理
性
に
由
来
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「
説
得
」

persuasion
に
よ
っ
て
受
容
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
、
す
で
に
非
人
称
的
理
性
の
受
容
を
前
提
し
て
い
な
け
れ
ば
、
説
得
は
効
力
を
持
た
な

い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
よ
う
に
問
い
か
け
な
が
ら
、
書
か
れ
た
戒
律
の
受
容
の
背
後
に
存
す
る
体
験
に
遡
行
し
よ
う
と
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
対
話
形
式
を
採
る
プ
ラ
ト
ン
哲
学
が
『
国
家
』
の
冒
頭
、
議
論
の
幕
前
3
2
7
c
c
3
)

で
漏
ら
し
て
い
る
或
る

深
刻
な
不
安
を
共
有
し
て
い
る
L
C
2
6
7

、T
I
1
7
6
。

「
そ
う
い
う
説
得
の
こ
と
ば
に
、
わ
れ
わ
れ
の
ほ
う
が
ぜ
ん
ぜ
ん
耳
を
か
そ
う
と
し
な
か
っ
た
ら
、
そ
れ
で
も
説
得
で
き
ま
す
か
」
。
グ

ラ
ウ
コ
ン
が
即
答
す
る
、
「
で
き
っ
こ
な
い
よ
」
。

説
得
が
成
功
す
る
に
せ
よ
し
な
い
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
合
意
に
達
す
か
否
か
は
別
に
し
て
も
、
そ
も
そ
も
対
話
や
討
議
が
成

立
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
話
者
の
言
葉
が
聴
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
に
対
し
て
応
答
し
よ
う
と
す
る
意
欲
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
聴
き
応
答
す
る
意
欲
が
な
け
れ
ば
、
対
話
も
討
議
も
始
ま
ら
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
葉
で
言
う
と
、
「
非
人
称
的
理
性
」
な

い
し
「
整
合
的
言
説
」

le
discours 
coherent
が
成
り
立
っ
た
め
に
、
そ
こ
へ
と
参
与
す
る
よ
う
に
い
ざ
な
う
「
理
性
に
先
立
つ
理
性
」

la raison avant la raison
と
い
う
よ
う
な
も
の
、
別
言
す
れ
ば
、
「
非
人
称
的
理
性
の
内
部
に
位
置
づ
く
前
に
自
由
な
者
た
ち
が
互
い
に

レ
ヴ
ィ
ナ
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言
語
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自
由
に
聴
き
合
う
S

百
后
ndre
こ
と
」

L
C
2
6
7
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン
『
国
家
』
3
5
1
c

に
お
い
て

ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
問
い
か
け
を
無
視
し
き
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
対
話
、
「
整
合
的
言
説
」
へ
の
参
加
の
促
し
で
あ
る

「
聴
き
合
う
」
こ
と
は
、
す
で
に
自
他
関
係
の
深
層
に
お
い
て
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
整
合
的
言
説
へ
の
参
加
の
前
提
で
あ

る
「
聴
き
合
う
」
こ
と
は
、
「
対
面
状
況
と
し
て
の
言
説
」

le
disc0日
s
g
t
g
t
que cette situation de face a
 face (
L
C
2
6
7
)
、
あ
る

い
は
「
人
間
と
人
間
と
の
出
会
い
と
し
て
の
言
説
」

le
discours e
n
 tant que r
e
n
8
n日
}
d
'
h
o
m
m
e
a
 h
o
m
m
e
 (L
C
2
7
2
)

に
お
い
て

実
現
さ
れ
て
い
る
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
考
え
る
。
ま
さ
に
顔
と
の
関
係
と
し
て
の
「
言
語
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、

こ
の
対
面
の
言
説
は
、
整
合
的
言
説
や
非
人
称
的
理
性
の
以
前
に
あ
っ
て
、
そ
こ
へ
参
加
す
る
こ
と
を
、
個
別
者
か
ら
個
別
者
へ
と
伝
達

す
る
「
言
説
に
先
立
つ
言
説
」
§
仕
scours
avant le 
discours、
「
暴
政
な
き
命
令
」
と
し
て
の
「
発
話
」

le
parole
で
あ
る
。

他
者
と
の
根
源
的
な
関
係
で
あ
る
「
言
語
」
の
命
令
性
、
顔
の
発
話
の
命
令
と
は
、
ま
ず
は
、
他
者
の
呼
び
か
け
に
応
答
し
た
り
、
他

者
に
話
し
か
け
る
こ
と
へ
の
い
ざ
な
い
で
あ
り
、
理
性
的
な
対
話
、
討
議
に
参
加
し
、
「
整
合
的
言
説
」
、
「
非
人
称
的
理
性
」
と
呼
ば
れ

る
も
の
を
受
け
容
れ
る
よ
う
に
と
の
命
令
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
顔
の
「
表
出
は
、
誰
か
に
話
す
よ
う
に
誘
う

mw宮」
L
C
2
7
0
の
で
あ
る

(
4
)
0

因
み
に
、
対
話
へ
の
参
与
を
促
す
顔
の
言
葉
の
機
能
を
、
こ
と
さ
ら
に
「
命
令
」
と
い
う
強
制
的
な
様
態
で
記
述
す
る
必
要
は
な
い
の

で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
湯
合
、
個
人
が
理
性
と
い
う
媒
体
の
外
部
に
位
置
し
、

対
話
、
討
議
に
参
与
す
る
こ
と
が
未
だ
自
明
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
無
視
す
る
可
能
性
を
踏
ま
え
た
地
点
、
別
言
す
れ
ば
、
な
ぜ
応
答
し

話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
な
ぜ
整
合
的
で
理
性
的
な
言
説
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
問
い
が
無
視
で
き
な
い
地
点
か

ら
論
を
起
こ
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
整
合
的
言
説
へ
の
参
加
を
求
め
る
誘
い
は
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
対
面

の
「
言
語
」
の
よ
り
根
源
的
で
倫
理
的
な
命
令
に
遡
及
し
て
い
る
こ
と
も
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
命
令
と
い
う
語
を
使
用
す
る
所
以
で
あ
る
。



顔
と
の
関
係
で
あ
る
「
言
語
」
の
命
令
性
は
、
理
性
的
な
対
話
や
整
合
的
言
説
へ
の
参
加
を
促
す
だ
け
で
は
な
く
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
記

述
す
る
対
面
の
倫
理
の
、
よ
り
根
源
的
で
核
心
的
な
命
令
性
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
れ
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
記
述
す
る
対
面
の
関
係
に
と
っ

て
構
成
的
で
あ
る
事
象
で
あ
り
、
他
者
が
、
自
我
の
「
正
面
に
」

gface
位
置
す
る
顔
と
し
て
成
立
す
る
根
本
的
な
倫
理
の
関
係
で
あ

る。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、

II
章
で
見
た
よ
う
に
、
或
る
対
象
を
そ
れ
自
体
と
し
て
で
は
な
く
、
自
我
が
投
げ
掛
け
る
自
我
に
固
有
な
関

係
の
枠
組
み
の
内
部
で
把
握
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
知
的
認
識
で
あ
れ
実
践
的
関
わ
り
で
あ
れ
、
そ
の
対
象
を
部
分
否
定
し
て
所
有
す
る

こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
物
へ
の
働
き
か
け
で
あ
る
「
労
働
」

le
travail
に
お
い
て
も
、
対
象
は
或
る
作
用
点
を
起
点
と
し
て
、
働
き

か
け
る
者
の
意
志
に
支
配
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
対
象
は
一
般
法
則
に
解
体
さ
れ
、
そ
の
個
体
性
や
実
体
性
は
否
定
さ
れ
る
。
こ
の
意
味

で
、
労
働
は
対
象
に
対
す
る
或
る
種
暴
力
的
な
関
わ
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
は
物
に
対
す
る
関
わ
り
に
こ
そ
相
応
し
い
。

し
か
し
、
こ
の
労
働
の
暴
力
は
、
自
由
な
意
志
を
持
ち
行
動
す
る
者
に
対
し
て
も
行
使
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
が
広
い
意
味
で
の

「
戦
争
」

la

guerre
で
あ
る
。
戦
争
と
い
う
暴
力
に
お
い
て
、
相
手
が
自
由
な
意
志
を
持
つ
者
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、

相
手
の
自
由
が
承
認
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
敵
の
自
由
は
、
物
よ
り
も
振
る
舞
い
の
予
想
が
難
し
い
「
獣
的
で
」
「
野
蛮
な
」
カ

で
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
戦
争
と
は
本
質
的
に
待
ち
伏
せ
や
不
意
打
ち
で
あ
り
、
他
者
を
そ
の
弱
点
を
捉
え
て
把
握
す
る
こ
と
、
あ

る
い
は
、
他
者
を
「
集
団
」

l
a
m器
S

と
み
な
し
、
そ
の
解
体
に
必
要
な
兵
力
を
論
理
計
算
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
他
者
に
暴

力
的
に
接
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
他
者
に
「
斜
め
か
ら
」

d
e

biais
近
づ
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
際
、
他
者
は
顔
と
し
て
で
は
な
く
、
裏

を
か
き
無
力
化
す
べ
き
自
然
的
な
力
と
み
な
さ
れ
る
。

2
.
「
抵
抗
」
と
し
て
の
顔
の
命
令
ー
「
否
」

non
と
い
う
言
葉

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
言
語
倫
理
学
の
生
成
と
構
造
似

五
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「
（
…
…
）
暴
力
的
行
動
や
暴
政
を
特
徴
づ
け
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
、
こ
の
行
動
が
相
手
を
正
面
に

e
n
face
見
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
も
っ
と
正
確
に
言
う
な
ら
、
相
手
を
正
面
か
ら

d
e
face
見
出
す
の
で
は
な
く
、
他
な
る
自
由
を
力
や
野
蛮
と
み
な
し
、
他
な

る
も
の
の
絶
対
性
を
そ
の
力
と
同
一
視
す
る
こ
と
で
あ
る
」

L
C
2
6
8
。

で
は
、
他
者
を
「
正
面
に
」

9
f
a
c
e
迎
え
、
他
者
に
「
正
面
か
ら
」

d
e
face
接
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
他
者
と
の
「
対
面
」

face
a
 face 

は
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
ろ
う
か
。

11
章
で
扱
っ
た
「
存
在
論
と
は
根
本
的
か
」

O
F
で
は
、
顔
と
し
て
の
他
者
は
、
語
用
論
的
差
異
に

お
い
て
、
つ
ま
り
「
私
は
、
何
か
に
つ
い
て
、
誰
か
に
話
す
」
と
い
う
対
話
の
三
項
図
式
の
内
の
対
話
者
で
あ
る
「
誰
か
に
」
に
相
当

し
、
決
し
て
「
何
か
に
つ
い
て
」
と
い
う
主
題
項
に
は
還
元
不
可
能
な
も
の
と
し
て
出
会
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
「
言
説
の
状

況
」
で
あ
る
対
面
の
関
係
は
、
顔
と
し
て
の
他
者
を
「
全
面
否
定
」
す
る
誘
惑
と
そ
の
不
可
能
性
を
、
つ
ま
り
他
者
を
「
殺
す
」
こ
と
の

不
可
能
性
を
意
味
し
て
い
た
。
し
か
し
、
「
存
在
論
と
は
根
本
的
か
」
で
は
、
こ
の
不
可
能
性
の
条
件
と
は
何
で
あ
る
の
か
と
問
い
を
立

て
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

O
F
3
6
3。
続
く
「
自
由
と
命
令
」
で
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
問
い
に
対
す
る
或
る
程
度
の
解
答
を
試
み

て
い
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
他
者
を
殺
す
こ
と
の
不
可
能
性
は
「
実
在
的
な
不
可
能
性
」
l

甘
1po器
ibilite
reelle (LC271、ゴ
1
7
3
-
4
、

E
D
E
1
7
3
)

で
は
な
く
、
「
倫
理
的
な
不
可
能
性
」
l

ゴ
npossibilite
ethique (ibid.)

で
あ
る
。
し
か
し
、
単
に
他
者
を
殺
す
こ
と
の
不
可

能
性
が
「
倫
理
的
な
」
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
と
言
っ
た
と
し
て
も
、
記
述
と
し
て
十
分
で
は
な
い
。
ま
さ
に
そ
の
倫
理
的
意
味
こ
そ
が

記
述
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
「
自
由
と
命
令
」
の
記
述
に
お
い
て
、
ま
ず
「
抵
抗
」
日
1e
res苺
B
c
e

と
「
対
立
」

g
e
opposition
と
い
う
語
を
用
い
る
記
述
に
注
目
し
て
み
た
い
。

「
殺
す
こ
と
の
倫
理
的
な
不
可
能
性
は
、
私
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
る
と
同
時
に
、
暴
力
で
は
な
い
抵
抗
、
或
る
知
性
的
な
抵
抗

5
e



resistance intelligible
で
あ
る
」

L
C
2
7
1
。

他
者
が
殺
せ
な
い
の
は
、
他
者
が
自
我
に
対
し
て
力
と
し
て
抵
抗
す
る
か
ら
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
殺
せ
な
い
こ
と
は
、

他
者
の
力
が
た
ま
た
ま
自
我
の
腕
力
や
知
力
を
越
え
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
偶
然
的
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
力
と
し
て
の
抵
抗
は
、

自
然
の
諸
力
に
よ
る
実
在
的
抵
抗
と
同
様
に
、
自
我
に
よ
っ
て
知
覚
、
理
解
さ
れ
て
し
ま
い
、
他
者
は
そ
の
他
者
性
と
外
的
性
格
を
失

う
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
自
我
が
他
者
に
正
面
か
ら
向
き
合
っ
た
と
き
の
他
者
の
顔
の
抵
抗
は
、
「
力
で
あ
る
こ
と
な
き
全
面
的
抵

抗
」
日
le
resistance totale sans etre u
n
e
 force
、
「
絶
対
的
抵
抗
」
日
1e
resistance absolue
と
な
る
。
だ
が
、
抵
抗
に
「
全
面
的
」

な
い
し
「
絶
対
的
」
と
い
う
形
容
を
付
し
た
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
、
倫
理
的
意
味
が
記
述
に
唐
突
に
介
入
し
た
印
象
が
否
め
な
い
か

も
し
れ
な
い
。
で
は
、
「
対
立
」
に
関
す
る
記
述
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

「
面
（
お
も
）

la
face
、
顔
le
visage
と
は
、
或
る
実
在
が
私
に
対
立
し
て
い
る

m'est
o
p
p
o
s
e
と
い
う
事
態
で
あ
る
」

L
C
2
6
8
。
「
顔

は
絶
対
的
に
裸
で
あ
る
。
顔
は
絶
対
的
に
防
御
も
覆
い
も
衣
服
も
仮
面
も
欠
い
て
い
る
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
顔
は
、
顔
に
対
す
る

私
の
力
能
m
o
n
pouvoir'
私
の
暴
力

m
a
violence
に
対
立
す
る
、
し
か
も
、
絶
対
的
な
仕
方
で
、
対
立
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
対

立
に
よ
っ
て
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
」

L
0
7
0
。

「
対
立
」
と
い
っ
て
も
、
他
者
は
自
我
と
利
害
や
何
ら
か
の
交
渉
に
お
い
て
対
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
他
者
の
顔
の
「
存
在

す
る
仕
方
」

sa
m
a
n
i
e
r
e
 d'etre
そ
の
も
の
が
す
で
に
し
て
自
我
に
対
す
る
対
立
で
あ
る
。
「
対
立
は
、
面
や
顔
が
私
に
現
前
す
る
こ
と
に

書
き
込
ま
れ
て
い
る
」

L
C
2
6
8
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
他
者
が
自
我
に
対
し
て
力
を
以
て
敵
対
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
対
立
は
他
者
の

自
我
に
対
す
る
「
敵
意
」

la
hostilite
で
は
な
い
(
5
)

。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
顔
の
対
立
は
む
し
ろ
「
平
和
的
な
対
立
」
日
le

0pposition pacifique
で
あ
っ
て
、
暴
力
の
ほ
う
こ
そ
が
、
他
者
に
「
斜
め
か
ら
」
接
近
し
、
顔
の
対
立
と
抵
抗
を
無
視
す
る
(
6
)

。
顔

が
対
立
し
て
い
る
の
は
、
「
私
の
力
能
や
暴
力
」
に
対
し
て
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
と
さ
ら
自
我
が
他
者
に
対
し
て
悪
意
を
持
っ
て

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
言
語
倫
理
学
の
生
成
と
構
造
②

五
四



レ
ヴ
ィ
ナ
ス
言
語
倫
理
学
の
生
成
と
構
造
②

五
五

暴
力
を
行
使
す
る
場
合
に
限
ら
な
い
。
た
と
え
他
者
に
対
し
て
悪
意
が
な
く
て
も
、
自
我
の
自
己
同
一
性
が
具
体
的
に
展
開
す
る
「
享

受」

la
jo
届
S
B
8
の
営
み
、
自
我
の
無
垢
で
自
然
的
な
自
発
性
や
生
の
営
み
で
す
ら
、
他
者
に
顔
と
し
て
出
会
わ
な
い
な
ら
、
他
者
を

抑
圧
し
た
り
、
排
除
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
顔
は
、
自
我
の
条
件
で
あ
る
享
受
的
な
生
の
営
み
そ
の
も
の
に
対
立
し
、
自
我

の
生
来
の
暴
力
性
を
暴
露
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
顔
の
自
我
に
対
す
る
「
対
立
」
な
い
し
「
抵
抗
」
は
、
顔
が
発
す
る
「
否
」

g
g
と
い
う
言
葉
に
収
緻
す
る
。

「
面
（
お
も
）

la
face
に
書
き
込
ま
れ
た
否

gn、
し
か
も
、
ま
さ
に
面
が
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
書
き
込
ま
れ
た
否
」
（
強
調
原
文
）

L
C
2
6
9
。

「
み
ず
か
ら
を
表
出
す
る
存
在
、
私
の
正
面
に
あ
る
存
在
は
、
ま
さ
に
そ
の
表
出
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
私
に
否
と
言
う
。
こ
の
否
は
単

に
厳
然
と
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
敵
対
す
る
力
や
脅
し
に
よ
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
否
は
、
顔
を
見
せ
る
者
を
殺

す
こ
と
の
不
可
能
性
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
禁
止

rm宮
r
仕
住
o
n
を
介
し
て
存
在
と
出
会
う
可
能
性
で
あ
る
。
顔
と
は
、
或
る
存
在
が
直
説

法
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
命
令
法
l
•甘

1
p
e
r
a
t
i
f

に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
触
発
す
る
事
態
で
あ
る
…
…
」
（
強
調
原
文
）LC
2
7
0
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
、
顔
の
自
我
に
対
す
る
「
対
立
」
や
「
抵
抗
」
の
言
葉
で
あ
る
「
否
」
は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
主
題
と
し
て

い
る
対
面
の
「
言
語
」
の
命
令
性
に
と
っ
て
基
礎
的
な
現
象
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
他
の
著
作
や
論
考
に
お

い
て
、
顔
の
命
令
性
に
言
及
す
る
際
に
、
決
ま
っ
て
「
汝
殺
す
な
か
れ
」

T
u
n
e
 tueras point.
と
い
う
聖
句
の
戒
律
を
引
用
す
る
の
が

常
で
あ
る
(
7
)
。
し
か
し
意
外
な
こ
と
に
、
ま
さ
に
顔
の
命
令
性
を
主
題
化
し
た
「
自
由
と
命
令
」
に
お
い
て
は
、
「
汝
殺
す
な
か
れ
」
と

い
う
戒
律
を
ま
っ
た
く
用
い
ず
、
そ
れ
に
代
え
て
顔
が
自
我
に
向
け
る
「
否
」
を
強
調
し
て
い
る
。
「
否
」
の
み
で
あ
り
、
命
令
内
容
に

関
し
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
、
命
令
内
容
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
、
顔
の
「
否
」
が
、
自
我
が
力
能
と
暴
力

を
他
者
に
対
し
て
行
使
す
る
こ
と
の
「
禁
止
」
を
意
味
す
る
以
上
、
命
令
内
容
が
伏
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
だ
が
、
宗



教
的
な
著
作
だ
け
で
は
な
く
他
の
哲
学
的
著
作
で
も
頻
繁
に
用
い
る
「
汝
殺
す
な
か
れ
」
の
戒
律
を
、
顔
の
命
令
性
を
こ
と
さ
ら
主
題
化

し
た
「
自
由
と
命
令
」
で
ま
っ
た
く
用
い
て
い
な
い
こ
と
は
注
目
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
自
由
と
命
令
」
が
記
述

す
る
顔
の
「
否
」
と
い
う
事
象
は
、
顔
の
命
令
性
の
原
型
的
な
現
象
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
つ
と
思
わ
れ
る
。
顔
の
「
最

初
の
発
話
」

la
p
r
e
m
i
e
r
e
 p
a
r
o
l
e
 (TI152)
、
「
最
初
の
言
葉
」

le
p
r
e
m
i
e
r
 m
o
t
(
T
I
1
7
3
)

は
、
ま
ず
は
、
顔
の
自
我
に
対
す
る
抵
抗
と

対
立
の
言
葉
で
あ
る
「
否
」
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
(
8
)

。
な
ら
ば
、
他
の
文
面
で
、
聖
句
の
戒
律
な
ど
内
容
を
持
っ
て
記
述

さ
れ
る
顔
の
命
令
は
、
「
否
」
と
い
う
原
型
的
な
現
象
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
構
成
や
解
釈
だ
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
た
と
え
ば
『
全
体
性
と
無
限
』
に
は
、
「
殺
人
よ
り
も
強
い
無
限
は
、
す
で
に
そ
の
顔
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
に
抵
抗
し
て
い
る
。

そ
れ
は
根
源
的
な
表
出
で
あ
り
、
『
汝
殺
す
な
か
れ
』
と
い
う
最
初
の
言
葉
で
あ
る
」

T
I
1
7
3
と
い
う
件
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
顔
の
抵

抗
ー
「
否
」
ー
と
「
汝
殺
す
な
か
れ
」
の
戒
律
が
同
格
に
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
は
両
者
の
間
に
何
ら
か
の
構
成
の
経
過
が
介
在
し

て
い
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
顔
の
「
否
」
か
ら
由
来
す
る
自
余
の
命
令
内
容
は
、
そ
の
ひ
と
つ
の
構
成
な
い
し
解
釈
で
あ
る
が
故

に
、
相
対
化
可
能
で
あ
っ
て
、
特
に
、
特
定
の
宗
教
的
戒
律
へ
の
限
定
か
ら
解
放
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
一
般
的

に
殺
人
の
禁
止
は
、
宗
教
的
戒
律
で
な
く
と
も
、
地
域
時
代
に
か
か
わ
り
な
く
も
っ
と
も
基
本
的
な
倫
理
規
範
で
あ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ

で
す
ら
ひ
と
つ
構
成
、
解
釈
だ
と
み
な
す
の
は
適
切
で
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
顔
の
「
否
」
を
、
或
る
特
定
の
民
族

宗
教
内
の
「
戒
律
」
で
占
有
し
て
し
ま
う
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
顔
の
「
否
」
は
倫
理
的
命
令
の
原
型
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
倫
理
そ
の
も
の
の
創
始
を
徴
づ
け
る
よ
う
な
命
令
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
「
殺
し
て
は
な
ら
な
い
」
は
も
っ
と
も
根
本
的
な
倫
理
規
範
で
あ
る
と
し
て
も
、
他
の
倫
理
規
範
と
次
元
を
同
じ
く
す

る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
他
者
と
の
出
会
い
に
お
い
て
、
個
々
の
倫
理
規
範
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
体
系
を
記
述
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
倫
理
の
根
本
的
な
事
態
を
記
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
3
(
E
l
9
5
)

、
顔
の
「
否
」
は
倫
理
の
創
始
を
記
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す
命
令
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
(10)

。
顔
の
登
場
に
よ
っ
て
初
め
て
他
者
の
全
面
否
定
ー
殺
人
の
誘
惑
が
生
じ
、
同
時
に
そ
の

不
可
能
性
が
告
げ
ら
れ
る
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
述
べ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
顔
の
「
否
」
以
前
に
倫

理
は
な
い
が
、
顔
の
「
否
」
と
同
時
に
倫
理
が
生
じ
、
自
我
の
自
発
性
や
享
受
を
通
じ
て
営
ま
れ
る
生
、
あ
る
い
は
自
我
の
知
的
、
身
体

的
力
能
で
さ
え
、
他
者
に
対
す
る
暴
力
の
可
能
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
汝
殺
す
な
か
れ
」
と
い
う

聖
句
を
も
っ
て
記
述
す
る
事
態
に
は
、
聖
句
へ
の
固
執
で
も
、
特
定
の
倫
理
規
範
の
訴
え
で
も
な
く
、
聖
句
以
前
、
倫
理
規
範
以
前
の
倫

理
の
創
始
と
い
う
事
態
が
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

3
．
カ
ン
ト
倫
理
学
と
の
比
較
ー
命
令
、
顔
と
人
格

五
七

叫
自
己
関
係
の
命
令
と
他
者
か
ら
の
命
令

倫
理
に
つ
い
て
の
思
考
に
お
い
て
命
令
性
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
こ
と
で
有
名
な
の
は
、
周
知
の
と
お
り
カ
ン
ト
倫
理
学
で
あ
る
。
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
自
由
と
命
令
」
で
は
カ
ン
ト
の
「
定
言
命
法
」
に
関
し
て
否
定
的
に
言
及
し
て
い
る
も
の
の
、
先
立
つ
「
存
在
論
は
根
源

的
か
」
で
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
へ
の
強
い
「
親
近
感
」

O
F
9
8

を
洩
ら
し
て
い
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
終
生
、
カ
ン
ト
に
関
し
て
断
片
的
な

言
及
の
み
で
本
格
的
に
論
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
検
討
し
て
い
る
顔
の
言
語
の
命
令
性
や
顔
の
現
出
様
態
に
関

し
て
、
カ
ン
ト
倫
理
学
と
の
若
干
の
比
較
を
行
っ
て
み
た
い
。

カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
い
て
、
人
間
の
意
志
は
純
粋
な
「
実
践
理
性
」
と
「
傾
向
性
」

Neigung
の
二
つ
の
規
定
根
拠
を
持
つ
。
理
性
的

存
在
者
と
し
て
の
人
間
は
、
み
ず
か
ら
の
実
践
理
性
が
与
え
る
道
徳
的
法
則
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
一
方
で
、
理
性
的
動
物
と
し
て
、
主

観
的
な
感
覚
的
、
感
情
的
な
快
を
求
め
よ
う
と
す
る
傾
向
性
に
強
く
影
響
さ
れ
る
。
人
間
の
意
志
は
こ
の
傾
向
性
ゆ
え
に
、
実
践
理
性
が



与
え
る
道
徳
法
則
に
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
そ
こ
で
、
道
徳
法
則
は
意
志
に
と
っ
て
命
法

lmperativ
と
い
う
一
種
の
強
制
の
形
態
ー

「
べ
し
」

Solien
を
も
っ
て
表
象
さ
れ
る
。
し
か
も
、
道
徳
法
則
は
、
傾
向
性
の
事
情
を
樹
酌
す
る
こ
と
の
な
い
無
条
件
な
命
法
ー
定
言

命
法
と
な
る

(
G
M
S
4
1
2
,
3

、449
訳
6
5
,
6
、1
4
7
頁、

K
p
V
3
6
-
3
8

、5
7

訳

48-49、7
6
頁
）
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
命
令
性
と
は
、
往
々

に
し
て
我
欲
や
自
愛
に
傾
き
や
す
い
傾
向
性
を
持
つ
行
為
主
体
に
対
し
て
、
そ
の
主
体
自
身
に
内
在
す
る
理
性
が
傾
向
性
に
抗
っ
て
意
志

に
道
徳
的
な
行
為
を
指
示
す
る
仕
方
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
こ
の
構
図
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
命
令
性
の
議
論
を
対
応
さ
せ
る
と
、
カ
ン
ト
の
傾
向
性
に
当
た
る
の
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
で
は
享
受

的
生
に
な
る
だ
ろ
う
。
『
全
体
性
と
無
限
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
「

S
に
よ
っ
て
生
き
る
こ
と
」

vivre
d
e
 ... 
と
定
式
化
さ
れ
る
享
受
的
生

は
、
世
界
を
表
象
し
対
象
化
す
る
以
前
の
生
の
具
体
的
な
あ
り
方
で
あ
り
、
他
な
る
も
の
を
肯
定
し
つ
つ
そ
の
内
に
住
み
込
み
な
が
ら

も
、
他
な
る
も
の
を
糧
と
し
て
み
ず
か
ら
に
同
化
し
て
自
我
の
具
体
的
な
自
己
同
一
性
を
培
う
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
享
受
は
、
た
し

か
に
或
る
種
の
エ
ゴ
イ
ス
ム
ー
圧
ego'isme
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
純
粋
な
利
己
主
義
で
も
自
己
保
存
の
欲
求
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
の
存
在

を
目
指
し
た
関
心
で
も
な
い
。
む
し
ろ
享
受
は
無
垢
で
無
邪
気
な
、
つ
ま
り
先
倫
理
的
あ
る
い
は
無
倫
理
的
な
生
の
自
然
的
で
自
発
的
な

営
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
者
に
顔
と
し
て
出
会
わ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
「
空
腹
に
耳
な
し
」
、
「
一
切
れ
の
パ
ン
の
た
め
に
殺
人
を
犯

し
か
ね
な
い
者
」
と
同
じ
よ
う
に
自
己
の
充
実
と
自
足
の
た
め
に
あ
る
(11)

。
ま
た
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
、
感
受
性
と
し
て
の
享
受
を

越
え
た
表
象
la
representa
号
n
や
知

savoir
、
理
解
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
と
い
え
ど
も
、
自
我
の
自
発
性
そ
の
も
の
が
他
者
の
顔
に
よ
っ
て

「
審
問
」

la
m
i
s
 e
n
 question
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
他
な
る
も
の
も
他
者
も
そ
の
他
者
性
は
肯
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な

他
者
の
他
者
性
を
抹
消
す
る
自
我
の
享
受
や
知
に
対
し
て
、
他
者
の
顔
は
抵
抗
し
、
「
否
」
と
い
う
禁
止
の
命
令
を
下
す
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

に
お
い
て
命
令
は
あ
く
ま
で
他
者
か
ら
到
来
す
る
。
あ
る
い
は
、
享
受
や
知
の
営
み
を
続
け
る
自
我
が
、
顔
と
し
て
の
他
者
に
出
会
う
仕

方
そ
の
も
の
が
、
命
令
性
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
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五
九

一
方
、
カ
ン
ト
で
は
、
命
令
は
主
体
自
身
に
固
有
な
実
践
理
性
か
ら
発
せ
ら
れ
、
意
志
に
傾
向
性
と
は
別
の
規
定
根
拠
を
与
え
る
。
道

徳
法
則
を
与
え
る
実
践
理
性
は
、
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
の
各
々
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
内
在
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
命
令
は
各
々
の

自
己
自
身
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
命
令
は
他
者
か
ら
到
来
す
る
も
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
に
お
け
る
命
令
性
は
、
み
ず
か
ら

の
理
性
が
み
ず
か
ら
の
意
志
に
対
し
て
命
令
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
自
己
関
係
的
な
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
理
性

が
意
志
に
対
し
て
そ
の
つ
ど
の
傾
向
性
や
感
情
に
関
わ
り
な
く
、
否
応
な
く
無
条
件
に
義
務
を
課
す
そ
の
仕
方
に
は
、
み
ず
か
ら
の
理
性

と
い
え
ど
も
我
有
化
で
き
な
い
或
る
種
の
自
己
超
越
性
を
、
つ
ま
り
他
者
的
要
素
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
覗
え
る
。
傾
向
性
の
影
響
と
い

う
他
律
を
越
え
て
理
性
の
命
じ
る
道
徳
法
則
に
従
う
自
律
は
、
む
し
ろ
肯
定
的
な
意
味
で
の
他
律
性
に
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
も

な
い
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
人
間
的
意
志
に
と
っ
て
命
令
と
な
る
道
徳
法
則
は
、
各
人
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
意
識
し
て
い
る
「
純

粋
理
性
の
事
実
」

(
K
p
V
8
1

訳

105
頁
）
と
し
て
、
「
す
べ
て
の
人
間
の
理
性
の
う
ち
に
と
う
か
ら
l

営
g
s
t

内
在
し
て
い
る
も
の
」

(
K
p
V
1
8
8

訳
2
1
4
頁
）
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
由
来
の
遡
行
が
不
可
能
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
倫
理
的
な
も
の
の
根

源
は
、
各
個
人
の
純
粋
理
性
で
行
き
止
っ
て
お
り
、
そ
の
先
に
は
通
じ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
場
合
、
道
徳
法
則

が
理
性
と
し
て
各
自
に
内
在
化
さ
れ
る
以
前
の
段
階
に
遡
行
し
、
そ
こ
に
他
者
の
顔
と
の
対
面
と
い
う
、
よ
り
根
源
的
な
出
来
事
を
見
出

そ
う
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
倫
理
的
な
も
の
の
理
性
へ
の
内
在
化
以
前
へ
の
遡
行
は
、
一
足
飛
び
に
、
人
々
の
上
方
に
位
置
す
る
前
近

代
的
な
宗
教
的
権
威
や
、
あ
る
い
は
社
会
的
に
制
度
化
さ
れ
た
権
威
と
い
う
意
味
で
の
他
者
に
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
制
度
化
以
前
に

出
会
わ
れ
る
身
近
な
他
者
と
の
出
会
い
に
倫
理
的
な
も
の
の
根
源
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
倫
理
的
命
令
は
、
理
性
的
存
在

者
と
し
て
一
般
化
さ
れ
た
各
自
の
自
己
関
係
か
ら
で
は
な
く
、
自
己
と
他
者
と
の
対
面
関
係
か
ら
由
来
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
、
社
会
学
者
の
磯
部
卓
三
氏
が
提
示
し
て
い
る
道
徳
現
象
に
お
け
る
社
会
関
係
の
図
式
(12)
を
呈
示
す
る
こ
と
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

の
読
解
や
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
カ
ン
ト
と
の
関
係
を
整
理
す
る
た
め
に
も
有
益
で
あ
る
。
磯
部
氏
は
、
道
徳
現
象
に
お
け
る
他
者
関
係
あ
る



い
は
社
会
的
関
係
を
、
行
為
者
を
起
点
と
し
て
規
制
水
準
と
対
象
水
準
に
区
別
し
、
「
行
為
者
」
、
「
規
制
者
」
、
「
対
象
者
」
の
三
項
図
式

に
整
理
し
て
い
る
。
規
制
者
と
行
為
者
の
関
係
は
、
規
制
者
が
行
為
者
に
命
令
を
下
し
た
り
、
行
為
者
の
行
為
を
評
価
し
た
り
す
る
関
係

で
あ
り
、
行
為
者
と
そ
の
行
為
が
向
か
う
相
手
で
あ
る
対
象
者
と
の
関
係
は
、
行
為
者
の
行
為
が
及
ぼ
す
対
象
者
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
と
そ

の
反
応
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
項
は
そ
れ
ぞ
れ
、
直
角
三
角
形
の
頂
点
に
規
制
者
、
下
の
直
角
点
に
行
為
者
、
行
為
者
と
水
平
に
隣

の
角
に
対
象
者
を
配
し
た
図
表
で
表
さ
れ
て
い
る
（
図
l
)
(
1
3
)
。
磯
部
氏
は
こ
の
図
式
を
手
が
か
り
に
、
し
つ
け
や
道
徳
的
規
制
の
機
能

不
全
や
矛
盾
が
生
じ
る
現
象
の
解
明
を
試
み
て
い
る
。
磯
部
氏
に
よ
れ
ば
、
近
代
以
降
、
規
制
者
の
位
置
が
行
為
者
の
内
に
取
り
込
ま

れ
、
命
令
を
下
だ
し
行
為
を
評
価
す
る
規
制
者
と
行
為
者
の
関
係
は
自
己
関
係
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
（
図
2
)
(
1
4
)

、
こ
の

現
象
の
典
型
が
カ
ン
ト
倫
理
学
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
磯
部
氏
の
図
式
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
カ
ン
ト
ヘ
の
関
係
を
考
え
れ
ば
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
カ
ン
ト
で
は
内
在
化
さ
れ
て
い
る
規
制
者
を
自
我
の
外
部
に
移
動
さ
せ
、
し
か
も
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
外
部
の
宗
教
的
、

制
度
的
な
権
威
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
、
規
制
者
を
自
我
の
行
為
が
向
か
う
対
象
者
自
身
と
し
て
考
え
る
と
い

う
方
向
性
を
採
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
規
制
者
と
対
象
者
の
分
裂
以
前
の
段
階
、
倫
理
的
命
令
を
発
す
る
規
制
者
と
自

我
の
行
為
が
向
か
う
対
象
者
が
一
致
し
て
い
る
地
点
に
遡
行
し
て
い
る
（
図
3
)
。
た
だ
し
、
倫
理
的
な
規
制
が
、
た
と
え
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

の
い
う
顔
の
「
否
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
倫
理
的
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
非
個
人
的
で
普
遍
的
な
性
格
を
帯
び
な
け
れ
ば
な
ら
ず
(15)

、
そ

の
た
め
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
い
う
他
者
も
個
別
的
な
他
者
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
ず
、
何
ら
か
の
一
般
化
の
過
程
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
規
制
者
で
あ
り
対
象
者
で
も
あ
る
他
者
が
、
他
者
の
複
数
性
—
「
第
三
者
」
ー
を
考
慮
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
変
容
を
受
け
た
り
、
神
の
様
相
を
帯
び
た
り
す
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
こ
と
と
連
関
し
て
、
他
者
へ
の
倫
理
の
性
格
が
「
慈
愛
」

的
な
も
の
か
ら
「
正
義
」
を
中
心
に
し
た
も
の
へ
と
変
容
を
蒙
る
こ
と
な
ど
は
、
稿
を
改
め
て
再
考
す
る
予
定
で
あ
る
(16)
。
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顔

と

人

格

命
令
性
と
共
に
、
も
う
ひ
と
つ
比
較
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
い
う
顔
と
カ
ン
ト
の
人
格
概
念
で
あ
る
。

II
章
で

扱
っ
た
「
存
在
論
は
根
源
的
か
」
で
は
、
「
わ
れ
わ
れ
が
顔
の
概
念
に
つ
い
て
垣
間
見
た
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
に
よ
っ
て
示
唆

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」

O
F
9
8

と
い
う
短
い
言
及
が
あ
る
が
、
そ
の
際
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
カ

ン
ト
の
人
格
概
念
と
顔
の
類
似
性
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
こ
の
時
期
に
は
顔
と
人
格
を
重
ね
合
わ
せ
る
記
述
も
見
ら
れ
る
。

規制［

行為者 対象者

図1

規制者

カント

規制者が行為者に内在化された。

こ 象者

磯部氏の図に追加

図2

レヴィナス

規制者と対象者が
一致している状態

六
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「
顔
、
そ
れ
は
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
の
呈
示
で
あ
り
、
人
格
的
な
も
の

personnelle
の
呈
示
で
あ
る
。
（
…
…
）
顔
は
表
出
で
あ

り
、
一
個
の
実
体
の
現
実
存
在
、
一
個
の
物
自
体
5
e
g
o
s
e
e
n
s
o
i、
自
体
的
な
も
の

kathauto
の
現
実
存
在
で
あ
る
」

LC269,270。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
顔
の
記
述
に
際
し
て
、
カ
ン
ト
人
格
論
の
ど
の
点
を
継
承
し
、
ど
の
点
を
斥
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
周
知
の
と
お
り
、
カ

ン
ト
人
格
論
は
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
「
人
格
」

Person
を
目
的
自
体
と
し
、
も
っ
ぱ
ら
手
段
と
し
て
扱
わ
れ
る
「
物
件
」

Sache
か
ら

区
別
し
た
。
人
格
が
目
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
傾
向
性
が
目
指
す
相
対
的
目
的
あ
る
い
は
主
観
的
目
的
と
し
て
で
は
な
く
、
現
実
存
在
そ

の
も
の
が
そ
れ
だ
け
で
目
的
で
あ
る
絶
対
的
目
的
あ
る
い
は
客
観
的
目
的
と
し
て
で
あ
る

(
G
M
S
4
2
8
訳
100,1
頁
）
。
こ
の
こ
と
を
根
拠

と
し
て
、
定
言
命
法
の
実
質
的
な
目
的
性
の
定
式
が
由
来
す
る
。
自
他
共
に
み
ず
か
ら
の
人
格
の
内
な
る
人
間
性
な
い
し
人
格
性
を
、
手

段
と
し
て
の
み
扱
っ
て
は
な
ら
ず
、
同
時
に
目
的
自
体
と
し
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
目
的
自
体
と
し
て
の
人
格
は
、
手
段
と
し
て

の
み
扱
わ
れ
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
、
主
観
的
な
目
的
設
定
や
手
段
の
使
用
に
際
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
主
我
的
な
意
志
を
制
限
す
る
「
最
高
の

制
限
的
条
件
」
と
な
る

(
G
M
S
4
2
8、438
訳

102、124
頁
）
。
人
格
は
、
主
観
的
な
目
的
設
定
と
そ
の
実
現
の
た
め
の
手
段
の
配
置
と
い
う

目
的
ー
手
段
の
体
系
に
は
組
み
込
ま
れ
な
い
無
条
件
的
な
価
値
を
、
つ
ま
り
「
尊
厳
」

Wiirde
を
有
す
る
。
一
方
、
物
件
は
傾
向
性
の
目

的
で
あ
る
か
、
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
で
し
か
な
い
。
目
的
の
実
現
に
適
う
か
、
あ
る
い
は
傾
向
性
が
そ
の
目
的
を
欲
す
る
限
り

に
お
い
て
の
み
価
値
を
持
つ
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
人
格
と
物
件
の
二
分
法
は
、
「
物
自
体
」

D
i
n
g
an sich
と
「
現

象」

Erscheinung‘
苔
菩
o
m
e
n
o
n
の
二
分
法
に
対
応
す
る
。
と
い
う
も
の
、
人
格
は
、
傾
向
性
や
自
然
法
則
を
越
え
て
、
自
己
立
法
し

た
道
徳
法
則
に
従
う
能
力
で
あ
る
自
由
な
い
し
自
律
を
本
質
と
す
る
が
、
こ
の
自
由
は
理
論
理
性
に
よ
っ
て
は
証
明
で
き
な
い
理
念
の
実

践
的
適
用
だ
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
認
識
能
力
は
、
感
性
に
与
え
ら
れ
る
限
り
で
の
対
象
に
対
し
て
の
み
正
常
に
機
能
す
る
の
で

あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
感
性
を
通
過
し
な
い
物
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
あ
る
物
自
体
は
認
識
の
対
象
の
外
部
に
位
置
し
、
そ
れ
に
関
し
て

認
識
の
成
果
が
争
え
な
い
。
だ
が
、
カ
ン
ト
は
こ
の
物
自
体
を
実
践
的
な
使
用
に
限
っ
て
、
理
性
の
理
念
の
適
用
対
象
と
し
た
。
わ
れ
わ
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れ
自
身
の
あ
り
方
も
、
認
識
の
単
な
る
形
式
と
し
て
の
統
覚
的
自
我
や
、
そ
の
都
度
の
感
性
に
与
え
ら
れ
る
現
象
と
し
て
の
心
理
学
的
自

我
の
背
後
に
、
物
自
体
と
し
て
の
自
我
が
想
定
さ
れ
、
こ
の
「
私
の
見
え
ざ
る
自
己
」

(
K
p
V
2
8
9
訳
3
1
7
頁
）
は
自
由
の
理
念
の
実
践
的

適
用
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
に
道
徳
法
則
を
課
す
実
践
的
主
体
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
他
者
は
、
自
己
と
相
同

的
に
理
性
と
自
律
能
力
が
分
有
さ
れ
た
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
以
上
、
他
者
も
人
格
で
あ
り
、
自
我
と
同
様
に
、
い
わ
ば
「
見
え
ざ
る
他

者
」
と
し
て
、
物
自
体
、
「
ヌ
ー
メ
ノ
ン
」

N
o
u
m
e
n
o
n
の
側
面
を
持
つ
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
も
ま
た
、
現
象
と
物
自
体
の
区
別
を
カ
ン
ト
と
は
や
や
異
な
る
意
味
を
込
め
て
導
入
し
て
い
る
。
現
象
は
、
享
受
や
表

象
、
了
解
の
相
関
者
で
あ
り
、
自
我
の
欲
求
や
先
行
的
な
地
平
に
お
い
て
、
他
の
も
の
と
の
関
係
の
な
か
で
意
味
を
付
与
さ
れ
る
。
他

方
、
物
自
体
と
さ
れ
る
の
は
、
他
者
の
顔
で
あ
る
。
顔
は
、
現
象
と
し
て
の
事
物
の
よ
う
に
形
相
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
ま
と
っ
て
現
れ
る
の

で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
で
意
味
す
る
。
意
味
付
与
が
地
平
を
基
礎
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
な
ら
、
顔
は
、
他
の
も
の
と
の
関
係
に
お

い
て
、
「

S
と
し
て
」
と
い
う
現
れ
に
お
い
て
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
顔
は
、
カ
ン
ト
の
物
自
体
と
同
様
に
「
見
え
な

い
」
人
格
で
あ
り
、
主
観
的
な
傾
向
性
が
設
定
す
る
目
的
ー
手
段
の
連
関
に
属
さ
な
い
目
的
自
体
で
あ
る
。
感
性
が
直
接
的
な
も
の
を
相

関
者
と
す
る
な
ら
、
顔
は
感
性
的
な
も
の
以
上
に
直
接
的
な
も
の
で
あ
る
。
顔
は
、
目
鼻
口
、
輪
郭
と
い
う
形
象
に
尽
き
な
い
し
、
こ
れ

ら
の
感
性
的
な
も
の
を
常
に
越
え
出
る
仕
方
で
自
己
を
表
す
(17)

。
ま
た
、
顔
は
「
何
」
で
は
な
く
「
誰
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
地
位
や
出

自
へ
の
参
照
は
顔
の
表
出
を
変
質
さ
せ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
顔
の
表
出
(18)

を
記
述
す
る
の
に
頻
繁
に
使
用
す
る
よ
う
に
、
顔
は
裸

n
u
で

あ
る
。
顔
の
裸
出
性

lanudite
は
、
享
受
に
与
え
ら
れ
る
感
性
的
な
も
の
や
自
我
が
付
与
す
る
意
味
、
あ
る
い
は
社
会
制
度
的
な
体
系
が

位
置
づ
け
る
地
位
や
出
自
を
脱
ぎ
捨
て
て
顕
れ
る
仕
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
む
し
ろ
顔
は
人
格
—
「
仮
面
」
p
e
r
s
o
n
a
,
p
r
o
s
o
p
o
n

で

は
な
く
、
仮
面
を
脱
ぎ
去
っ
た
裸
の
素
顔
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
顔
は
自
体
的
な
も
の
、
物
自
体
と
さ

れ
る
。
カ
ン
ト
の
物
自
体
は
、
実
践
的
領
域
に
お
い
て
道
徳
法
則
の
理
性
的
事
実
と
し
て
、
あ
る
い
は
自
己
立
法
し
た
道
徳
法
則
に
従
う



こ
と
が
で
き
る
自
律
の
能
力
を
持
っ
た
人
格
と
し
て
現
れ
る
。
一
方
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
湯
合
、
物
自
体
は
カ
ン
ト
の
よ
う
に
隠
さ
れ
た
も
の

の
実
践
的
要
請
と
し
て
現
れ
る
の
で
は
な
く
、
他
者
の
顔
と
し
て
自
我
の
前
面
に
直
接
的
に
顕
れ
、
「
否
」
の
命
令
を
発
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
人
格
が
諸
価
値
を
超
え
た
尊
厳
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
存
在
が
そ
れ
自
体
で
目
的
で
あ
り
、

一
切
の
実
践
的
行
為
の
制
約
で
あ
る
こ
と
は
「
最
高
の
実
践
的
原
理
」

(GMS428
訳

102
頁
）
で
あ
る
と
さ
れ
、
カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
い

て
倫
理
的
な
も
の
の
核
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
人
格
が
尊
厳
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
尊
敬
と
尊
重
の
対
象
と
な
る

の
か
は
、
人
格
が
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
傾
向
性
の
影
響
を
越
え
て
理
性
が
立
法
す
る
道
徳
法
則
に
従
い
得
る
自
律
あ
る

い
は
自
由
の
能
力
を
持
つ
こ
と
に
由
来
す
る
。
「
自
律
は
、
人
間
の
本
性
お
よ
び
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
の
本
性
の
尊
厳
の
根
拠
を
成

す
も
の
で
あ
る
」

(GMS436訳
119
頁
、
強
調
原
文
）
。
「
人
間
性
の
尊
厳
は
、
我
々
が
普
遍
的
に
立
法
す
る
と
い
う
、
ま
さ
に
こ
の
能
力

に
お
い
て
成
立
す
る
」

(GMS440
訳
1
2
8

頁
）
。
し
た
が
っ
て
、
人
格
が
そ
の
存
在
だ
け
で
目
的
自
体
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
対
自
的
に

も
対
他
的
に
も
行
為
の
究
極
的
な
制
約
と
な
る
と
し
て
も
、
理
性
的
存
在
者
と
し
て
自
己
立
法
す
る
道
徳
法
則
に
従
う
可
能
性
が
あ
る
限

り
に
お
い
て
で
あ
る
。
他
者
が
人
格
と
し
て
尊
厳
を
有
し
、
自
我
の
他
者
に
対
す
る
行
為
を
定
言
的
な
仕
方
で
規
制
す
る
の
も
、
他
者
が

自
己
立
法
し
た
道
徳
法
則
に
従
い
得
る
と
い
う
能
力
を
備
え
て
い
る
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
尊
厳
あ
る
も
の
に

対
す
る
相
応
し
い
感
情
は
「
尊
敬
」

Agtung
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
或
る
他
者
が
尊
敬
の
対
象
と
な
る
と
し
て
も
、
尊
敬
が
本
来
目
指

し
て
い
る
の
は
他
者
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
他
者
の
行
為
が
そ
の
実
例
を
体
現
し
て
い
る
道
徳
法
則
に
他
な
ら
な
い

(GMS38、4
1

訳

ら
0
、ら
2

頁、

K
p
V
1
3
6

訳
1
6
1

頁
）
。
尊
敬
の
対
象
が
道
徳
法
則
で
あ
る
こ
と
は
、
道
徳
法
則
に
従
う
動
機
を
形
成
し
、
ま
た
、
「
道
徳
的

熱
狂
」
や
自
愛
を
挫
く
「
謙
遜
」

Demiitigung
を
意
味
す
る
と
し
て
も
、
他
者
の
人
格
の
尊
重
は
、
畢
党
、
道
徳
法
則
な
い
し
は
そ
れ

を
自
己
立
法
す
る
理
性
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
倫
理
性
は
自
我
の
自
己
関
係
に
帰
着
す
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
倫

理
性
の
根
源
は
、
他
者
と
の
直
接
的
な
関
係
に
は
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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一
方
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
行
為
の
「
最
高
の
制
約
的
条
件
」
で
あ
る
人
格
は
、
自
我
の
正
面
に
他
者
の
顔
と
し
て
顕
れ
る
。
そ
の

際
、
自
己
と
他
者
に
、
カ
ン
ト
の
よ
う
な
理
性
や
自
律
構
造
ー
人
間
性
ー
の
同
質
的
共
有
は
い
ま
だ
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
カ
ン
ト
で

は
、
倫
理
性
の
根
源
は
各
々
の
自
我
の
内
部
に
、
み
ず
か
ら
の
「
理
性
の
声
」
（
道
徳
法
則
）
と
し
て
す
で
に
内
在
化
さ
れ
て
い
て
、
自

他
の
倫
理
的
関
係
は
倫
理
的
意
味
を
す
で
に
付
帯
し
た
人
格
間
の
関
係
と
し
て
、
い
わ
ば
解
決
済
み
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
で
は
、
倫
理
性
の
根
源
は
、
他
者
の
顔
と
の
対
面
関
係
の
内
部
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
顔
と
の
対
面
は
、
倫
理
的
理
性
の
ア
・
プ
リ

オ
リ
な
内
在
と
共
有
に
先
立
っ
て
、
倫
理
的
な
も
の
が
初
め
て
結
ば
れ
る
関
係
で
あ
る
。
ま
た
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
対
面
関
係
を
「
言

語
」
の
関
係
、
つ
ま
り
「
誰
か
に
話
す
」
と
い
う
対
話
者
と
の
関
係
と
す
る
。
つ
ま
り
、
人
格
と
し
て
の
顔
の
倫
理
性
は
、
「
言
語
」
に

お
け
る
対
話
者
へ
の
関
係
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
「
言
語
」
の
本
質
的
な
叙
法
が
命
令
法
で
あ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
顔

の
言
葉
は
、
自
我
に
応
答
を
促
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
用
い
て
行
為
調
整
を
行
う
よ
う
に
と
の
命
令
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
よ
り
根

源
的
に
は
、
享
受
と
認
識
を
通
じ
て
す
べ
て
を
み
ず
か
ら
に
同
化
す
る
自
我
に
対
し
て
、
「
否
」
と
い
う
禁
止
を
突
き
つ
け
、
倫
理
の
開

始
を
徴
づ
け
る
命
令
で
あ
る
。

4
．
命
令
の
条
件
と
顔
の
「
意
味
」

六
五

と
こ
ろ
で
、
言
語
行
為
と
し
て
の
命
令
は
、
I
•
L
.
オ
ー
ス
チ
ン
の
分
析
に
も
あ
る
よ
う
に
、
慣
習
に
基
づ
く
一
連
の
条
件
を
備
え
て
い

な
け
れ
ば
効
力
を
も
っ
て
成
立
し
な
い
し
、
ま
た
、
I

．
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
命
令
が
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
頼
ら
な
い
倫
理
的
な
命
令

（
指
令

Befehl)

で
あ
る
な
ら
ば
、
背
後
に
一
定
の
諸
規
範
の
妥
当
性
に
関
す
る
相
互
主
観
的
承
認
に
よ
る
同
意
が
な
け
れ
ば
有
効
な
発

話
内
効
果
を
持
た
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
い
う
顔
の
言
語
と
し
て
の
命
令
は
、
こ
の
よ
う
な
命
令
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か



と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
た
し
か
に
、
顔
の
命
令
は
、
慣
習
や
個
々
の
倫
理
規
範
以
前
に
、
初
め
て
倫
理
的
関
係
を
開
設
す
る
命
令
で
あ

り
、
通
常
の
命
令
と
は
性
格
が
異
な
る
「
根
源
的
な
命
令
」

l甘
1peratif0m屯
n
e
l
(
E
N
1
6
2
)
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
顔
の
命
令
は
、

命
令
一
般
の
諸
条
件
を
欠
い
て
い
て
も
成
立
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
顔
の
命
令
は
、
ど
の
よ
う
な
顔
の
「
意
味
」
を
も
っ
て

成
立
し
て
い
る
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

周
知
の
と
お
り
オ
ー
ス
チ
ン
は
、
わ
れ
わ
れ
が
使
用
す
る
文
や
発
言
の
多
く
は
、
単
に
事
実
や
事
態
を
記
述
す
る
事
実
確
認
的
な

constatative
陳
述
文
で
あ
る
よ
り
も
、
約
束
し
た
り
、
謝
罪
し
た
り
す
る
よ
う
に
言
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
定
の
行
為
を
遂
行

し
て
い
る
行
為
遂
行
的
な

performative
文
な
い
し
発
言
で
あ
り
、
事
実
確
認
的
な
陳
述
文
が
真
・
偽
の
検
証
性
を
要
求
さ
れ
る
の
と
は

違
っ
て
、
行
為
遂
行
的
な
発
言
は
適
切
・
不
適
切

felicity/infelicity
の
基
準
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
行
為
遂
行

的
な
発
言
が
効
力
を
も
っ
て
適
切
に
成
立
す
る
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
、
担
当
判
事
で
な
い
人
物
が
法
廷
で
判
決
を
下
し
得
な
い
よ
う

に
、
相
応
の
正
し
い
状
況
と
条
件
を
必
要
と
す
る
。
オ
ー
ス
チ
ン
は
言
語
行
為
の
成
立
条
件
を
「
不
適
切
理
論
」
と
し
て
展
開
し
、
主
に

三
条
六
項
目
の
条
件
を
挙
げ
て
い
る

(Austin13,52
第
二
講
＼
四
講
）
。
或
る
言
語
行
為
が
適
切
に
成
立
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、

A

ー
，
一
般
に
受
容
さ
れ
た
慣
習
的
な
手
続
き
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

A
2
，
行
為
の
発
動
に
際
し
て
人
物
や
状
況
が
適
切
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

B
l
，
す
べ
て
の
参
与
者
に
よ
っ
て
正
し
く
実
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

B
2
，
完
全
に
実
行
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、

r
l，
参
与
者
は
そ
の
意
図
を
持
ち
、

r
2，
実
際
に
引
き
続
き
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
オ
ー
ス

チ
ン
は
命
令
に
関
し
て
特
に
二
点
の
不
適
切
の
場
合
を
例
示
し
て
い
る
。
ま
ず
、
特
定
の
状
況
で
命
令
す
る
と
い
う
手
続
き
が
存
在
し
て

い
る
と
し
て
も
、
命
令
を
発
す
る
者
が
「
権
威
」

authority
を
有
し
て
お
ら
ず
、
発
動
す
る
人
物
が
適
切
で
な
い
場
合
の
不
適
切

(
A
2

誤
適
用
）
で
あ
る
。
「
命
令
は
そ
の
動
詞
の
主
語
が
『
指
揮
官
』

a
c
o
m
m
a
n
d
e
r
あ
る
い
は
『
権
威
者
』

g
a
u
t
h
。丑
y
で
あ
る
時
に
だ
け

有
効
で
あ
る
」

(Austin28
訳
4
9
頁
）
と
さ
え
記
し
て
い
る
。
ま
た
、

B
2
の
観
点
か
ら
、
命
令
す
る
者
が
権
威
を
備
え
て
い
な
い
場
合
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六
七

は
、
命
令
さ
れ
る
者
が
あ
ら
か
じ
め
命
令
者
に
対
し
て
命
令
す
る
権
威
を
付
与
し
て
い
な
か
っ
た
不
適
切
（
障
害
）
だ
と
解
釈
で
き
る
と

分
析
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
命
令
と
い
う
言
語
行
為
は
、
命
令
者
へ
の
権
威
付
与
の
過
程
を
も
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
適
切
に
成
立
し
な
い

と
い
う
洞
察
で
あ
る

(
1
9
)
0

ま
た
、

オ
ー
ス
チ
ン
の
言
語
行
為
論
や
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
行
為
論
か
ら
学
ん
だ
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
言
語
行
為
を
、
目
的
を
隠
し
て

聞
き
手
に
特
定
の
行
為
を
動
機
づ
け
よ
う
と
す
る
戦
略
的
行
為
と
し
て
で
は
な
く
、
批
判
や
討
議
可
能
な
妥
当
要
求

G片

lEngsanspruch

を
掲
げ
て
対
話
相
手
に
理
解
や
同
意
を
求
め
、
行
為
の
合
理
的
な
動
機
づ
け
に
基
づ
い
て
行
為
調
整
を
目
指
す
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行

為
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
命
令
の
湯
合
、
単
な
る
命
令
と
規
範
的
に
権
威
を
持
っ
た
命
令
（
指
令
）
と
を
区
別
し
て
い

る

(Habermas397-409
訳
3
干
4
6
頁
、
参
照
）
。
単
な
る
命
令
と
い
え
ど
も
、
特
定
の
行
為
を
要
請
す
る
発
話
内
的
目
的
を
相
手
に
明
示

し
て
は
い
る
が
、
相
手
に
目
的
の
行
為
を
動
機
づ
け
よ
う
と
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
権
力
的
要
求

M
a
c
h
9
p
a
g
で
あ
り
、
そ
の
要
求

は
発
話
行
為
に
外
的
な
偶
然
手
に
で
き
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
可
能
性
で
し
か
な
い
。
他
方
、
規
範
的
に
権
威
を
持
っ
た
命
令
は
、
批
判
可

能
な
妥
当
要
求
を
掲
げ
て
、
目
的
行
為
の
実
現
を
相
手
の
同
意
に
委
ね
る
。
同
意
は
そ
の
命
令
（
規
則
）
や
命
令
の
基
礎
に
あ
る
規
範
の

妥
当
性
に
基
づ
く
。
も
し
受
け
手
が
命
令
の
妥
当
性
に
異
議
を
持
つ
な
ら
ば
、
命
令
の
妥
当
性
に
批
判
を
試
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

そ
れ
に
対
し
て
命
令
者
は
妥
当
性
の
保
証
を
反
駁
で
擁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
首
尾
良
く
同
意
が
得
ら
れ
る
な

ら
ば
、
聞
き
手
は
命
令
さ
れ
る
行
為
へ
と
合
理
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
、
同
意
を
与
え
る
と
共
に
要
請
さ
れ
て
い
る
行
為
を
な
す
義
務
を
引

き
受
け
る
こ
と
に
な
る

(
i
b
i
d

．
参
照
）
。

命
令
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
見
解
と
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
い
う
顔
の
命
令
性
の
特
徴
を
考
察
し
て
お
こ
う
。
ま

ず
、
オ
ー
ス
チ
ン
が
言
う
よ
う
に
、
命
令
は
何
ら
か
の
慣
習
に
基
づ
い
て
、
一
定
の
権
威
者
が
発
し
な
け
れ
ば
有
効
に
成
立
し
な
い
。
こ



の
点
に
関
し
て
、
顔
が
発
す
る
命
令
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
顔
と
し
て
顕
れ
る
他
者
は
、
地
位
や
役
割
に
無
関
係
で
あ
り
、
「
人
物
」

て
の
一
切
の
属
性
を
脱
ぎ
捨
て
た
素
顔
の
状
態
で
、
制
度
の
外
部
に
位
置
す
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
繰
り
返
す
よ
う
に
、
顔
は
「
裸
」

り
「
異
邦
人
」

lぷ日
m
g
e
r
で
あ
る
。
ま
た
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
後
に
他
者
と
神
の
関
係
が
問
題
に
な
る
と
し
て
も
、
顔
と
の
出
会

い
を
記
述
す
る
際
に
神
を
頂
点
と
す
る
宗
教
的
な
権
威
体
系
の
前
提
は
な
い
。
つ
ま
り
、
他
者
は
何
ら
か
の
慣
習
や
社
会
秩
序
に
基
づ
く

権
威
あ
る
命
令
者
で
は
な
く
、
そ
の
命
令
は
権
威
を
付
与
す
る
制
度
や
慣
習
が
い
ま
だ
な
い
状
況
で
発
動
さ
れ
る
「
制
度
に
先
立
つ
命

令」

L
C
2
7
0

で
あ
る
。
オ
ー
ス
チ
ン
の
理
論
を
単
純
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
顔
の
命
令
と
い
う
言
語
行
為
は
、
慣
習
が
存
在
せ
ず
発
動
者

が
相
応
し
く
な
い
、
さ
ら
に
顔
に
対
し
て
自
我
が
事
前
に
権
威
を
付
与
す
る
と
い
う
過
程
も
存
在
し
な
い
と
い
う
点
で
、
不
適
切
な
言
語

行
為
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
で
は
顔
の
命
令
を
支
え
る
権
威
は
別
様
に
考
え
ら
れ
て
い
る
(20)

。
或
る
人
物
が
何
ら
か
の
慣
習
に
則
し
て
命
令

の
た
め
の
権
威
を
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
他
者
の
顔
の
顕
れ
そ
の
も
の
が
或
る
根
源
的
な
権
威
の
現
れ
で
あ
る
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

は
記
述
す
る
。

1
章
で
み
た
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
他
者
の
発
話
を
当
初
か
ら
「
教
え
と
し
て
の
言
葉
」
ゴ
v
1
1
0
9
4

と
も
特
徴
づ
け
て

お
り
、
自
我
と
他
者
の
関
係
が
「
高
低
差
」

le
d
e
n
i
v
e
l
l
e
m
e
n
t
と
「
非
対
称
性
」

l爵
y
m
e
t
o
r
i
e
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
着
想
し
て
い

た
。
『
全
体
性
と
無
限
』
で
は
こ
の
主
題
は
随
所
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。
他
者
の
顕
れ
は
「
高
み
」

l'hauteur
か
ら
の
顕
れ
ー
「
公
現
」

l'epiphanie
で
あ
り
、
自
我
か
ら
他
者
へ
の
超
越
は
「
上
向
超
越
」
日
1e
t
r
a
n
s
a
s
c
e
n
d
a
n
c
e
 (TIS、11)
で
あ
る

(
2
1
)
0

「
言
語
は
高
み
か
ら
到
来
す
る
。
言
語
が
到
来
す
る
高
み
を
わ
れ
わ
れ
は
教
え
と
い
う
語
で
示
す
」
。
「
教
え
は
外
部
性
の
無
限
の
生
起
そ

の
も
の
で
あ
る
。
最
初
の
教
え
は
、
そ
の
外
部
性
に
相
当
す
る
高
さ
そ
の
も
の
を
、
つ
ま
り
倫
理
を
教
え
る
」
ゴ
1
4
6
。

「
他
者
が
位
置
す
る
高
さ
の
次
元
は
、
存
在
の
最
初
の
歪
み
の
よ
う
な
も
の
、
超
越
の
高
低
差
で
あ
り
、
こ
の
歪
み
に
他
者
の
特
権
は
由

来
す
る
」
（
強
調
原
文
）
ゴ
5
9
。
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み
ず
か
ら
立
ち
現
れ
、
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わ
れ
わ
れ
へ
と
到
来
す
る
仕
方
で
あ
り
、

六
九

そ
の
際
、
表
出
は
わ
れ
わ
れ

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
で
は
、
こ
の
自
他
関
係
の
高
低
差
、
他
者
の
「
高
さ
」
が
顔
の
命
令
を
支
え
る
権
威
と
な
る
。
他
者
の
命
令
の
権
威
は
、

他
者
の
存
在
に
次
い
で
事
後
的
に
尋
ね
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
他
者
の
現
前
、
顔
の
顕
れ
そ
の
も
の
が
他
を
待
つ
こ
と
な
く
倫
理
的
関

係
を
創
設
す
る
根
源
的
命
令
の
権
威
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
他
者
の
顔
と
い
う
「
外
部
性
は
そ
の
す
べ
て
が
命
令
で
あ
り
権

威
で
あ
る
」

11267°
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
他
者
を
「
無
限
者
」

rm曰
U
、
「
至
高
者
」

le
Tres H
a
u
t、
「
師
」

le

maim"
と
換
言
し
、
そ
の

「
高
貴
さ
」

nobless、
「
神
性
さ
」

divinite
、
「
聖
潔
」

saintete
を
記
す
の
は
、
倫
理
と
し
て
の
根
源
的
命
令
を
支
え
る
権
威
を
記
述
す

る
た
め
に
動
員
さ
れ
た
用
語
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
で
は
、
他
者
、
倫
理
、
命
令
、
命
令
の
権
威
が
同
時
的
に

生
起
す
る
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
他
者
が
居
て
、
後
に
特
定
の
倫
理
規
範
を
課
す
の
で
は
な
い
。
他
者
の
顕
れ

が
命
令
の
生
起
で
あ
る
。
他
者
は
命
令
の
権
威
と
し
て
の
高
さ
を
も
っ
て
自
我
に
顕
れ
、
最
初
の
倫
理
を
教
え
る
。
そ
の
倫
理
と
は
先
ず

も
っ
て
、
す
べ
て
を
み
ず
か
ら
に
同
化
し
所
有
し
よ
う
と
す
る
自
我
の
前
倫
理
的
な
享
受
の
活
動
に
対
し
て
、
「
否
」
と
い
う
命
令
ー
抵

抗
、
対
立
ー
を
始
原
と
す
る
倫
理
で
あ
る
。
他
者
が
意
図
的
、
自
覚
的
に
自
我
に
特
定
の
命
令
を
下
す
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で

は
な
く
て
、
他
者
が
居
る
こ
と
、
自
我
に
顔
を
向
け
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
命
令
、
つ
ま
り
倫
理
の
生
起
で
あ
る
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
考
え

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
自
我
と
他
者
の
顔
と
の
関
係
に
関
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
す
で
に
「
自
由
と
命
令
」
で
も
徹
底
し
て
自
我
の
発
意

!'initiative

や
自
発
性
la
spontaneite
を
否
定
し
、
受
動
性
を
強
調
し
て
い
る
。

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

ヽ

ヽ

．

ヽ

、

、

、

、

、

「
顔
の
対
立
は
、
私
が
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
私
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
…
…
）
そ
れ
は
決
し
て
私
の
介
入
の
後
に
到
来
す

、
、
、
、
、
、
、

る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
対
立
は
、
そ
れ
が
私
の
ほ
う
を
向
く
限
り
に
お
い
て
、
私
に
対
立
す
る
の
で
あ
る
」
（
強
調
筆
者
）

L
C
2
6
8
。

「
（
他
者
の
顔
の
）
表
出
と
は
ま
さ
に
、



、
、
、
、
、
、

か
ら
意
味
を
借
り
受
け
る
こ
と
も
、
わ
れ
わ
れ
が
自
由
に
な
す
成
果
で
あ
る
こ
と
も
な
い
。
顔
が
認
識
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
顔

が
意
味
を
持
た
な
い
か
ら
で
は
な
い
。
顔
が
認
識
さ
れ
な
い
の
は
、
顔
と
わ
れ
わ
れ
の
関
係
が
顔
の
構
成
に
帰
着
す
る
こ
と
が
な
く
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
用
語
を
使
え
ば
、
ど
ん
な
意
味
付
与

S
i
n
n
g
e
b
u
n
g
に
も
先
立
つ
か
ら
で
あ
る
」
（
挿
入
筆
者
、
強
調
原
文
）

L
0
7
1
。

他
者
の
顔
の
顕
れ
が
倫
理
を
創
始
す
る
命
令
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
権
威
も
同
時
に
付
帯
し
て
い
る
の
な
ら
、
以
上
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の

記
述
を
、
わ
れ
わ
れ
が
問
題
に
し
て
い
る
特
異
な
命
令
の
権
威
の
記
述
に
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
他
者
の
顔
の
「
意
味
」

は
自
我
に
よ
る
構
成
や
意
味
付
与
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
言
う
。
も
ち
ろ
ん
構
成
や
意
味
付
与
が
自
我
に

よ
る
一
方
的
で
恣
意
的
な
意
味
づ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
距
離
と
地
平
を
媒
介
に
し
、
自
我
か
ら
隔
た
っ
た
一
個
の
対
象
と
し
て
定
立

す
る
以
上
、
他
者
と
い
う
対
話
者
の
間
で
語
ら
れ
る
主
題
で
し
か
な
く
、
他
者
そ
の
も
の
と
の
倫
理
的
関
係
に
は
相
応
し
く
な
い
。
対

象
、
主
題
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
発
意
や
自
発
性
と
い
う
意
味
で
の
自
我
の
自
由
は
倫
理
的
に
決
定
的
な
批
判
か
ら
免
れ
て
い
る
。
そ

れ
故
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
顔
の
権
威
は
自
我
の
自
由
に
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
(22)
。
こ
の
こ
と
を
顔
の
命
令
の
権
威

に
つ
い
て
言
い
換
え
れ
ば
、
自
我
が
み
ず
か
ら
の
判
断
に
よ
っ
て
他
者
に
権
威
を
付
与
し
た
り
、
権
威
を
承
認
す
る
過
程
は
あ
り
得
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
、
他
者
と
の
関
係
を
意
識
化
、
志
向
性
、
認
識
の
関
係
か
ら
峻
別
す
る
の
は
、
こ
れ
ら

の
関
係
が
自
他
関
係
の
高
低
差
、
つ
ま
り
顔
に
よ
る
命
令
の
権
威
を
平
板
化
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
「
我
考
え
る
le
je 
p
e
n
s
e
は

（
…
…
）
迎
え
容
れ
る
も
の
を
自
分
と
等
し
い
も
の
に
し
、
一
切
の
権
威
を
破
壊
す
る
」
（
強
調
原
文
）

EN163。

こ
の
よ
う
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
い
う
顔
の
根
源
的
命
令
は
、
オ
ー
ス
チ
ン
が
命
令
の
条
件
と
し
て
指
摘
す
る
よ
う
な
、
受
け
手
が
命
令
者

に
権
威
を
付
与
し
た
り
、
権
威
に
同
意
し
た
り
す
る
過
程
を
備
え
て
い
な
い
。
ま
た
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
主
張
す
る
よ
う
な
、
命
令
の
規

範
的
な
権
威
を
形
成
す
る
批
判
可
能
な
妥
当
性
要
求
に
関
す
る
討
議
や
承
認
の
余
地
も
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
湯
合
、
顔
の
命
令
の
背
後
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に
そ
の
妥
当
性
を
基
礎
づ
け
る
規
範
は
存
在
し
な
い
し
、
命
令
の
受
け
手
は
自
由
な
判
断
を
働
か
せ
る
以
前
に
命
令
を
受
容
し
て
し
ま
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
記
述
は
、
一
見
、
権
威
主
義
的
で
非
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
い
う
顔
の
命
令
が
、
他
者
が
居
る
こ
と
、
つ
ま
り
倫
理
と
い
う
関
係
の
創
始
を
徴
づ
け
る
命
令
で
あ

り
、
他
者
の
「
高
さ
」
|
権
威
ー
も
そ
の
よ
う
な
根
源
的
命
令
を
支
え
る
基
礎
と
し
て
機
能
し
、
決
し
て
現
実
的
な
地
位
の
上
下
関
係
を

意
味
し
て
い
な
い
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
権
威
主
義
的
で
非
合
理
的
だ
と
即
断
す
る
の
も
素
朴
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
は
い
う
も

の
の
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
記
述
が
わ
れ
わ
れ
に
豊
か
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
と
し
て
も
、
事
象
に
対
し
て
決
定
稿
で
あ
る
は
ず
は
な
い
こ

文
献
略
記
号

E
m
m
a
n
u
e
l
 Levinas: 

1
M
 ... 
"
L
a
 t
r
a
n
s
c
e
n
d
a
n
c
e
 d
e
s
 mots. A
p
r
o
p
o
s
 d
e
s
 Biffures." 
in T
e
m
p
s
 M
o
d
e
r
n
e
s、le
n
u
m
e
r
o
 d
e
 
juin 1949. 

『
外
の
主
体
』
合
田
正
人
訳
、
み
す
ず
書
房
1
9
9
7
年
、
所
収

O
F
 ... 
"L'ontologie est-elle f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
●
"
 

in R
e
v
u
e
 de metaphysique et de moral、n
5
6、1951.

『
超
越
・
外
傷
・
神
曲
』
内
田
樹
・
合
田
正
人
編
訳
、
国
文
社
1
9
8
6
年
、
『
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
合
田
正
人
編
訳
、
筑
摩
書
房

（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）

1
9
9
9
年
、
所
収

D
L

…

Difficile liberte,3e e
d、A
l
b
i
n
M
i
c
h
e
l、1976.

『
困
難
な
自
由
』
（
抄
訳
）
内
田
樹
訳
、
国
文
社
1
9
8
5
年

L
C

…

''Liberte et C
o
r
r日
1
E
1
d
e
m
e
n
t
.
"
in R
e
v
u
e
 de metaphysique et de moral、nSS,1953.

『
超
越
・
外
偽
・
神
曲
』
内
田
樹
・
合
田
正
人
編
訳
、
国
文
社
1
9
8
6
年
、
『
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
合
田
正
人
編
訳
、
筑
摩
書
房

と
も
確
か
で
あ
る
。



（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）

1999
年
、
所
収

M
T…

='Le M
o
i
 et la Totalite." 
in Revue de metaphys
首
eetde
moral‘n企
1954.

『
超
越
・
外
傷
・
神
曲
』
内
田
樹
・
合
田
正
人
編
訳
、
国
文
社

1986
年
、
『
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
合
田
正
人
編
訳
、
筑
摩
書
房

（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
1

呂
9

年
、
所
収

TI…

Totalite et inftni疇
M
B
t
n
g
Z
i
j
h
o
≪
、1961.

『
全
体
性
と
無
限
』
合
田
正
人
訳
、
国
文
社

1989
年

E
D
E

…

E
n
 decouvrant l、eastence
avec Husserl et Heiddger, 2e.ed,J.Vrin,1967. 

H
A…

H
u
m
a
n
i
s
m
e
 de l'autre homme, Fata M
o
r
g
a
n
a、1
S
.

『
他
者
の
ユ
マ
ニ
ス
ム
』
小
林
康
夫
訳
、
朝
日
出
版
社

1
8
0
年

A
E

…

Autrement qu`
き

treou
au-d
母
令
l'essence、M
日
t
i
n
u
s
Nijho≪
、1974.

『
存
在
す
る
の
と
は
別
の
仕
方
で
あ
る
い
は
存
在
す
る
こ
と
の
彼
方
へ
』
合
田
正
人
訳
、
朝
日
出
版
社

1990
年
、
『
存
在
の
彼
方
へ
』
合
田

正
人
訳
、
講
談
社
（
講
談
社
学
術
文
庫
）

1
8
9
年

日
…
Ethique
et inftni、
Fayard̀
1982.

『
倫
理
と
無
限
』
原
田
佳
彦
訳
、
朝
日
出
版
社

1985
年

E
N…

Entre N
o
u
s
 essais sur le penser-a-l
、autre、Gras器
t̀
le
livre d
e
g
o
g
e、1991.

『
わ
れ
わ
れ
の
あ
い
だ
で
』
合
田
正
人
・
谷
口
博
史
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
1

呂
4

年

E
D
…

-
•
D
e
r
r
i
d
a
"

ノ
r
i
o
l
9
1
8
e
t

metaphysique" 
in L
、eqiture

et la difference、[
1
9
6
7
.

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
「
形
而
上
学
と
暴
力
」
『
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
差
異
』
川
久
保
輝
輿
他
訳
、
法
政
大
学
出
版
局

1977
年
、
所
収

G
M
S

…

I
m
m
a
n
u
e
l
 Kant"Grundlegung zur Metapぶ
sik
der Sitteǹ
1785. 

カ
ン
ト
『
道
徳
形
而
上
学
原
論
』
篠
田
英
雄
訳
、
岩
波
書
店
（
岩
波
文
庫
）

1989
年

K
p
V

…

I
m
m
a
n
u
e
l
 Kant"Kritik der praktischen Vernunft、1788.

カ
ン
ト
『
実
践
理
性
批
判
』
波
多
野
清
一
他
訳
、
岩
波
書
店
（
岩
波
文
庫
）

1992
年

Agtin

…

-•L.Austin:How 

to D
o
 ThingsSith Words,2Ec
臣
9
H
e
r
v
a
r
d
University P
r
e
s
~

、1
9
8
1
.
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J.L.
オ
ー
ス
チ
ン
『
言
語
と
行
為
』
坂
本
百
大
訳
、
大
修
館
書
店
1
9
7
8

年

H
g
e
·
·
·
R
.
M
•
H

居

a
z
e
Language of Morals、9
f
o
r
d
University Press、1
9
5
2
.

R.M.
ヘ
ア
『
道
徳
の
言
語
』
小
泉
仰
・
大
久
保
正
健
訳
、
勁
草
書
房
1
9
8
2

年

H
a
b
e
r
m器
…

I

曰
gen
Habermas:Theorie des lwmmunikativen Handelns、
ErsterBand、S
巳
u-kamp、1
9
8
1
.

]
．
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』
（
中
）
岩
倉
他
訳
、
未
来
社
1
9
8
6

年

七

ー
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
文
献
か
ら
の
引
用
は
訳
害
を
参
考
に
し
つ
つ
筆
者
が
訳
出
し
た
。
そ
れ
以
外
の
文
献
か
ら
の
引
用
は
基
本
的
に
訳
害
の
文
書
を

用
い
た
。

の
承
前
に
あ
た
り
、
前
編
の
目
次
は
以
下
の
と

(
l
)
本
稿
は
本
誌
第
25
号
に
掲
載
さ
れ
た
拙
稿
「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
言
語
倫
理
学
の
生
成
と
構
造
い
」

お
り
で
あ
る
。

ー
萌
芽
ー
「
語
の
超
越
」

(
1
9
4
9

年）

II

了
解
概
念
を
越
え
る
「
言
語
」
の
関
係
ー
「
存
在
論
は
根
源
的
か
」

(
1
9
5
1

年）

的
ハ
イ
デ
ガ
ー
了
解
概
念
の
批
判
ー
了
解
の
存
在
媒
介
性

い
呼
び
か
け
の
言
語
ー
「
言
語
」
の
語
用
論
的
差
異

り
呼
び
か
け
の
言
語
と
倫
理
ー
「
言
語
」
の
相
関
者
で
あ
る
顔

(2)
こ
こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
「
発
話
内
行
為
」
巳
o
g号
n岡
y

act
と
「
発
話
媒
介
行
為
」

perlog氏
onary
act
の
区
別

(Austin、
Lecture

VID
，
訳
1
6
3
,
1
芦
頁
）
を
念
頭
に
置
い
て
い
な
い
。
周
知
の
と
お
り
こ
の
区
別
（
こ
の
区
別
に
類
し
た
も
の
）
は
、
ヘ
ア

(
H月
e
I
,
1
.
7
、
訳

1
6
,
2
1

頁
）
や
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

(Habermas
Bandl、
IIl5，
訳

22，
℃
頁
）
に
お
い
て
、
倫
理
の
領
域
か
ら
「
情
動
主
義
」
や
戦
略
的
行
為
の

非
合
理
性
を
退
け
る
た
め
に
必
須
の
区
別
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
で
は
、
倫
理
を
根
底
か
ら
思
考
す
る
な
ら
ば
、
後
論
す

る
よ
う
に
、
ど
う
し
て
も
人
格
の
自
由
で
理
性
的
な
判
断
の
手
前
に
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
着
想
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
3
)
『
プ
ラ
ト
ン

II
』
田
中
美
知
太
郎
訳
、
中
央
公
論
社
（
世
界
の
名
著
7
)
1
9
7
8

年、

52
頁

(4)
『
全
体
性
と
無
限
』
で
も
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「
根
源
的
言
説
は
言
説
に
加
わ
る
こ
と
を
強
い
る
言
説
、
合
理
主
義
が
切
に
求
め
る
言



説
の
端
緒
、
『
聞
こ
う
と
し
な
い
者
』
（
プ
ラ
ト
ン
『
国
家
』
5
2
7
b
)

さ
え
も
説
得
し
、
理
性
の
真
の
普
遍
性
を
基
礎
づ
け
る
『
力
』
で
あ
る
」

T
I
1
7
5
 
(
挿
入
は
原
文
註
）
。
な
お
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
説
得
」
と
は
、
言
説
内
部
に
お
け
る
或
る
主
題
に
関
す
る
説
得
で
は
な
く
、

「
自
由
と
命
令
」
で
論
点
と
な
っ
て
い
る
意
味
で
の
説
得
、
つ
ま
り
、
言
説
に
参
加
す
る
こ
と
の
説
得
で
あ
る
。

ま
た
、
「
自
我
と
全
体
性
」
や
『
全
体
性
と
無
限
』
以
降
、
非
人
称
的
言
説
へ
の
参
加
を
促
す
顔
の
命
令
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
理
学
の
も

う
ひ
と
つ
の
核
心
で
あ
る
他
者
へ
の
「
責
任
」

la
responsabilite、
「
責
務
」

l'obliga昔
n
の
母
体
と
し
て
の
応
答
の
必
要
性
へ
と
深
化
す

る
。
「
（
…
…
）
言
説
に
お
い
て
私
は
〈
他
者
〉
の
問
い
か
け
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
応
答
の
緊
急
性
ー
現
在
の
鋭
い
先
端
ー
は
、
私
を
責
任
あ

る
者
と
し
て
生
み
出
す
」

11153。

(
5
)
顔
の
対
立
は
「
敵
意
」
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
自
我
と
全
体
性
」

M
T
の
言
葉
を
使
え
ば
、
逆
に
他
者
と
の
対
面
関
係
は
「
友
情
」
で
も
、

「
親
密
さ
」

r
m
9は
や
「
愛
傭
」

l氏
fection
で
も
な
い
。
「
（
…
…
）
『
正
面
に
』

gface
は
敵
意
や
友
情
を
意
味
し
な
い
」

M
d
6
9。
「
敵

対
的
hostile
で
も
友
好
的

e己
g
l
e
で
も
な
い
。
ど
ん
な
親
密
さ
や
ど
ん
な
愛
情
も
、
対
話
者
と
の
純
粋
な
対
面

W9a,VIS
の
関
係
を
す
で
に

変
質
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
」

M
m
m。

(6)
「
平
和
的
な
対
立
」
ー
r
顔
の
対
立
は
平
和
的
な
対
立
で
あ
り
、
し
か
も
そ
こ
で
は
、
平
和
は
一
時
中
断
さ
れ
た
戦
争
、
単
に
抑
制
さ
れ
た

暴
力
で
は
ま
っ
た
く
な
い
」

LC268。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
対
面
に
つ
い
て
の
記
述
で
多
用
す
る
用
語
で
あ
る
。
こ
の
湯
合
、
「
平
和
的
」
は
「
敵

対
的
」
の
対
立
語
で
も
、
「
友
好
的
」
の
類
義
語
で
も
な
い
。
「
平
和
」
は
状
況
に
よ
っ
て
交
代
す
る
「
戦
争
」
と
「
平
時
」
の
対
関
係
を
越
え

る
。
つ
ま
り
、
争
う
必
要
の
な
い
と
き
、
争
う
こ
と
が
不
利
な
と
き
に
争
わ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
平
時
を
意
味
し
な
い
。
状
況
に
か
か
わ
ら

ず
、
暴
力
の
行
使
に
対
す
る
禁
止
ー
顔
の

r
否
」
ー
に
よ
っ
て
命
令
さ
れ
る
「
根
底
的
な
平
和
」
ゴ
1

ま
で
あ
る
。
ま
た
、
「
平
和
」
と
い
っ
て

も
、
他
者
に
対
す
る
否
定
の
誘
惑
と
そ
の
禁
止
と
い
う
葛
藤
や
、
後
年
の
『
存
在
す
る
の
と
は
別
の
仕
方
で
』
で
は
、
自
我
が
他
者
に
対
し
て

「
無
関
心
で
な
い
こ
と
」

n
o
n
,
m
4氏
町

g
8、
他
者
の
「
身
代
わ
り
」

la
substitution, 
l'otage
に
な
る
と
い
う
「
課
題
」
、
「
動
揺
」
、
「
危

険
」
、
「
忍
耐
」
を
内
実
と
す
る
「
平
和
」
で
あ
る
。

(
7
)
「
汝
殺
す
な
か
れ
」
の
蜜
句
以
外
に
、
た
と
え
ば
、
「
他
者
の
死
に
無
関
心
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
、
「
他
者
を
た
っ
た
ひ
と
り
で
死
ぬ
が
ま

ま
に
し
て
は
い
け
な
い
」
、
「
他
者
の
命
の
責
め
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

E
N
1
7
4
-
5

な
ど
の
内
容
を
と
も
な
っ
た
命
令
が
挙
げ
ら
れ
る
湯

合
も
あ
る
。

(8)
顔
の
「
最
初
の
言
葉
」
を
「
責
務
」
と
記
述
す
る
箇
所
も
あ
る
。
「
(
...... ）
顔
は
根
源
的
な
言
説
を
開
き
、
そ
の
最
初
の
言
葉
は
、
責
務

で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
『
内
面
性
』
も
こ
の
責
務
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

T
l
1
7
5
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ま
ず
、
「
否
」
と
い
う
命
令

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
言
語
倫
理
学
の
生
成
と
構
造
②

七
四



レ
ヴ
ィ
ナ
ス
言
語
倫
理
学
の
生
成
と
構
造
②

七
五

に
対
す
る
聴
従
の
「
責
務
」
と
解
釈
で
き
る
。
さ
ら
に
、
「
否
」
の
命
令
を
殺
人
の
禁
止
だ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
「
他
者
の
命
の
責
め
を

負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

E
N
1
7
5
と
い
う
生
存
の
保
護
を
も
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
顔
の
「
否
」
か
ら
「
責
務
」
な
い
し
「
責
任
」
も
生

じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
後
年
、
「
最
初
の
言
葉
」
を
「
諾
」

0
巳
と
す
る
記
述
も
見
ら
れ
る
。
「
（
…
…
）
『
精
神
』
の
最
初
の
言
葉

le

p
r
e
m
i
e
r
 

mot d
e
 I'

《e
出
丑
》
ー
そ
れ
は
『
否
定
性
』
や
『
意
識
』
と
い
う
語
に
至
る
ま
で
、
自
余
の
一
切
の
語
を
可
能
に
す
る
1

、
そ
れ

は
、
従
属
に
対
す
る
無
思
慮
で
無
制
約
な
〈
諾
〉
《
0
巳
〉
で
あ
り
、
真
理
を
、
も
っ
と
も
高
尚
な
諸
価
値
す
べ
て
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
」

A
E
1
5
6
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
他
者
か
ら
の
呼
び
か
け
が
自
我
の
「
諾
」
に
先
行
し
て
お
り
、
「
自
由
と
命
令
」
で
の
他
者
か
ら
の
「
否
」

に
先
立
た
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
「
言
語
と
近
さ
」

1
9
6
7

年
で
は
、
「
最
初
の
言
葉
」
を
用
い
て
次
の
よ
う
な
件
が
あ
る
。
「
最
初
の
言
葉
は
語
る
こ
と
そ
の
こ
と
を

語
る
。
最
初
の
言
葉
は
ま
だ
諸
諸
存
在
を
指
示
せ
ず
、
諸
主
題
を
画
定
せ
ず
、
何
も
の
も
同
一
化
し
よ
う
と
し
な
い
」

E
D
E
2
3
6
。
こ
の
件
は
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
い
う
顔
と
の
関
係
と
し
て
の
「
言
語
」
が
、
主
題
と
の
関
係
で
は
な
く
、
語
用
論
的
差
異
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
た
他
者
へ
の
方

位
で
あ
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
設
に
関
わ
る
「
接
触
」
の
言
語
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
接
触
」
の
言

語
に
関
し
て
は
、
拙
論
「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
言
語
と
倫
理
」
（
関
西
倫
理
学
会
発
行
『
倫
理
学
研
究
』
第
27
集
1
9
9
7
年
、
所
収
）
を
参
照

下
さ
い
。

(
9
)
デ
リ
ダ
の
言
葉
を
使
え
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
理
に
つ
い
て
の
思
考
は
「
倫
理
学
の
倫
理
学
」

E
D
1
6
4

で
あ
る
。

(lO)
「
他
者
の
顕
現
か
ら
発
す
る
言
語
を
認
め
る
こ
と
、
そ
れ
は
同
時
に
道
徳
の
誕
生
で
あ
る
」

H
A
5
5
。

(ll)
『
全
体
性
と
無
限
』
第
二
部
、
特
に

A
2
以
降
参
照
。

(12)
磯
部
卓
三
『
道
徳
意
識
と
規
範
の
逆
説
』
ア
カ
デ
ミ
ア
出
版
会
1
9
9
8
年

(13)
同
書
l
S

、
102
頁

(14)
同
書
1
3
7
-
1
4
2
頁

(15)
同
書
9
8
,
9
9

、1
4
7
,
1
5
2
頁
、
ま
た
、

H
a
r
e
日
'11
参
照
。

(16)
不
十
分
な
か
た
ち
で
は
あ
る
が
、
か
つ
て
筆
者
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
第
三
者
」
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
他

者
論
に
お
け
る
第
三
者
の
境
位
に
つ
い
て
」
関
西
哲
学
会
発
行
『
ア
ル
ケ
ー
』
第
7
号
（
通
巻
34
号）
1

＄
9

年
を
参
照
下
さ
い
。

(17)
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
、
「
感
性
」
な
い
し
「
感
覚
」
は
、
『
全
体
性
と
無
限
』
ま
で
は
他
者
の
顔
の
記
述
に
際
し
て
否
定
的
に
理
解
さ
れ
て

い
る
。
感
性
は
「
光
」
と
い
う
空
間
や
地
平
を
媒
介
に
し
て
対
象
を
自
我
に
同
化
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
「
感
性
的
所
与
の
脱



感
性
化

de器
gibilisation、
脱
質
料
化

dematerialisation
と
し
て
の
顔
」

M
T
3
6
9
と
い
う
表
現
も
あ
る
。
感
性
な
い
し
感
覚
的
な
も
の
が

肯
定
的
に
捉
え
直
さ
れ
る
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
感
覚
概
念
を
時
間
意
識
と
身
体
に
関
し
て
再
考
し
た
「
志
向
性
と
感
覚
」

1965
年

EDE145'162
を
経
て
、
「
言
語
と
近
さ
」

1967
年

EDE217,N36
か
ら
で
あ
る
。

(18)
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
顔
の
特
異
な
現
前
に
「
表
出
」

l-gpression
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
他
者
の
顕
れ
方
が
表
出
で
あ
る
と

し
て
も
、
た
と
え
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
分
類
す
る
記
号
の
三
つ
の
機
能
—
「
指
標
」A§
”
i
g
g

（
指
示
機
能
）
、
「
表
現
」
A
g
d
r
u
c
k(意
味

機
能
）
、
「
表
出
」

A
E
e
r
u
n
g
(
告
知
機
能
）
（
E.
フ
ッ
サ
ー
ル
『
論
理
学
研
究
2
』
立
松
弘
孝
他
訳
、
み
す
ず
書
房

1970
年
、
第
一
章

I
S

7
節、

33-34
頁、

E
d
m
u
n
d
H
g為
rlと
品
溶
che
Untersuchungen、
Bd.2、
T.1、
M
度

Nig1eyer、
1922、は
-35)
ー
の
ど
れ
に
も
該
当
し
な

い
。
特
に
、
そ
の
内
の
「
表
出
」
、
つ
ま
り
、
話
者
の
内
面
や
心
的
機
能
を
告
知
す
る
記
号
現
象
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の

い
う
対
話
者
と
し
て
の
他
者
と
の
関
係
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
分
類
に
探
せ
ば
、
会
話
の
相
手
と
し
て
「
自
分
に
話
し
か
け
て
い
る
人
物
と
し

て
、
す
な
わ
ち
〈
音
声
に
よ
っ
て
同
時
に
、
そ
の
人
物
が
自
分
に
告
げ
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
、
な
い
し
そ
の
意
味
を
伝
達
し
よ
う
と
す
る
、
な

ん
ら
か
の
意
味
賦
与
作
用
を
行
う
人
物
〉
と
し
て
統
握
す
る
」
「
人
格
と
し
て
の
統
握
」

Personauffassung
(
同
書
、
訳
4
3
頁
、
原
著
33)

に
相
当
す
る
だ
ろ
う
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
こ
の
人
格
把
握
が
特
別
に
倫
理
的
意
味
を
も
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
顔
の
表

出
は
、
他
者
が
自
分
の
心
的
状
態
を
言
語
を
用
い
て
表
現
す
る
こ
と
で
も
、
発
話
内
容
と
は
別
に
他
者
の
内
面
に
秘
め
ら
れ
た
感
情
を
表
情
や

身
振
り
に
表
す
こ
と
で
も
な
い
。
顔
の
表
出
は
表
情
で
は
な
い
。
表
出
は
他
者
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
情
報
で
は
な
く
、
他
者
の
顕
れ
そ
の
も

の
を
表
出
す
る
。
つ
ま
り
、
み
ず
か
ら
を
表
出
す
る
顔
は
対
話
者
で
あ
っ
て
、
対
話
者
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
主
題
や
、
あ
る
い
は
孤
独
な
思

考
の
対
象
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
表
出
は
こ
こ
で
も
対
話
者
と
主
題
と
の
語
用
論
的
差
異
か
ら
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
分
類
す
る
記
号
現
象
は
、
対
話
者
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
主
題
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
対
話
者
そ
の
も
の
の
現
前
に

は
妥
当
し
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
顔
の
表
出
に
関
し
て
、
「
何
か
が
何
か
を
意
味
す
る
」
と
い
う
記
号
性
を
否
定
す
る
。
こ
の
主
題
は
『
全
体

性
と
無
限
』
の
言
語
論
を
扱
う
際
に
詳
細
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
記
号
性
を
対
話
者
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
主
題
の
領
域
に
限

定
し
、
対
話
者
そ
の
も
の
の
次
元
は
記
号
性
で
は
記
述
で
き
な
い
と
す
る
。

「
事
実
、
表
出
と
は
、
観
想
的
な
意
識
に
一
個
の
記
号

§
s
i
g
n
e
を
、
観
想
的
な
意
識
が
意
味
さ
れ
る
も
の

le
signifie
に
遡
り
つ
つ
解
釈
す

る
一
個
の
記
号
を
呈
示
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
表
出
さ
れ
る
も
の
は
、
他
者
を
賦
活
す
る
思
考
で
は
な
い
。
他
者
は
思
考
の
内
に
現
前
す
る
。

表
出
は
伝
達
さ
れ
る
も
の
と
伝
達
す
る
も
の
を
現
前
さ
せ
、
そ
こ
で
両
者
は
一
体
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
表
出
が
わ
れ
わ

、
、
、
、
、
、

れ
に
他
者
に
つ
い
て
の
認
識
を
与
え
る
の
で
も
な
い
。
表
出
は
誰
か
に
つ
い
て
話
す

P
日
ler
de quelqu'un
の
で
も
、
共
存
に
つ
い
て
の
情
報

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
言
語
倫
理
学
の
生
成
と
構
造
図

七
六



レ
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②

七
七

で
も
な
く
、
知
識
に
加
え
て
或
る
態
度
を
促
す
の
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
表
出
は
誰
か
に
向
か
っ
て
話
す
P
日
ler
a
 q
u
e
l
q
u
'
§
ょ
う
に
誘
う

の
で
あ
る
。
自
体
的
な
存
在
に
対
す
る
も
っ
と
も
直
接
的
な
態
度
と
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
得
ら
れ
る
知
識
で
は
な
く
、
ま
さ
に
そ
の
者
と
の

社
会
的
な
交
流
で
あ
る
」
（
強
調
原
文
）

L
C
2
7
0
。

(19)
「
『
私
は
、
あ
な
た
が
私
に
命
令
す
る
す
べ
て
の
こ
と
を
実
行
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
』
と
述
べ
る
な
ど
の
よ
う
な
、
暗
黙
の
、
あ
る
い
は
言

語
上
の
何
ら
か
の
事
前
の
手
続
き
に
よ
っ
て
、
命
令
を
行
な
う
人
に
対
し
て
前
も
っ
て
権
威
を
付
与
し
て
お
く
こ
と
が
、
命
令
と
い
う
手
続
き

の
不
可
欠
の
部
分
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」

(Austin29
訳
50
頁
）
。
さ
ら
に
オ
ー
ス
チ
ン
は
権
威
を
付
与
す
る
と
い
う
「
事
前
の
手
続
き
」
に
関

し
て
、
「
社
会
契
約
」
の
存
否
に
疑
問
は
及
ぶ
と
指
摘
し
て
い
る
。

(20)
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
権
威
」
l
'
a
u
t
o
r
i
t
e
と
い
う
用
語
を
、
他
者
の
命
令
の
「
権
威
」
と
い
う
意
味
で
自
覚
的
に
論
じ
る
の
は
、
『
存
在
す
る
の

と
は
別
の
仕
方
で
』

A
E

の
第
五
章
や
、
さ
ら
に
後
の
『
わ
れ
わ
れ
の
あ
い
だ
で
』

E
N

(
特
に
「
一
者
か
ら
他
者
へ
、
超
越
と
時
間
」

E
N
1
4
3
,
1
念
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
初
に
他
者
を
論
じ
始
め
た
『
時
間
と
他
な
る
も
の
』

T
A

か
ら
す
で
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
他

者
に
関
す
る
記
述
は
、
倫
理
の
創
始
と
し
て
の
他
者
の
命
令
の
「
権
威
」
に
つ
い
て
思
考
さ
れ
て
い
る
。

(21)
一
方
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
『
全
体
性
と
無
限
』
で
は
他
者
の
顔
の
記
述
に
際
し
て
、
「
悲
惨
」
l
a
m
i
s
e
r
e
、
「
貧
窮
」
l
e
d
e
n
u
e
m
e
n
t
、
「
貧

し
さ

J

la 
p
a
u
v
r
e
t
e
、
「
寡
婦
」
l
a
v
e
u
v
e
、
「
孤
児
」
l
'
o
r
p
h
e
l
i
n
な
ど
の
他
者
の
「
卑
下
（
下
位
）
」
l
'
h
u
m
i
l
i
t
e
(
T
I
1
7
4
)

を
表
す
語
を
用

い
て
い
る
。
「
下
位
」
と
い
う
点
に
は
通
俗
的
な
見
方
が
混
入
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
注
意
を
要
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
用
語
法
に
よ
っ
て

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
倫
理
が
単
な
る
神
学
や
学
説
、
情
緒
的
な
関
係
で
も
な
く
、
他
者
へ
の
責
任
、
そ
の
責
任
が
生
存
の
物
質
的
条
件
の
贈
与
を

不
可
欠
と
す
る
側
面
を
強
調
し
て
い
る
。

(22)
顔
の
意
味
の
「
先
行
性
」
は
、
「
想
起
で
き
な
い
過
去
」
や
「
一
度
も
現
前
し
た
こ
と
の
な
い
過
去
」
な
ど
、

と
の
関
係
を
特
殊
な
過
去
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
る
主
題
の
先
取
り
に
な
っ
て
い
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
後
年
、
他
者


