
体
験
的
構
造
の
侵
害
と
し
て
の
暴
力テ

ィ
ー
モ
ー・ブ
ラ
イ
ヤ
ー

中

村

拓

也
訳

一

序

暴
力
は
近
年
の
現
象
学
研
究
の
な
か
で
重
要
な
論
題
で
あ
る
（e.g.,D

odd
2009;

Liebsch
and

M
ensink

2003;
Santoni

2010;
En-

dress
and

R
am

pp
2013

の
諸
論
考
）。
そ
れ
は
人
格
全
体
へ
の
脅
威
と
し
て
通
常
│
│
そ
し
て
正
し
く
│
│
主
題
化
さ
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
体
験
的
構
造
の
差
異
化
を
も
っ
て
、
暴
力
が
機
能
す
る
こ
と
は
、
い
っ
そ
う
詳
細
に
分
析
で
き
る
。
こ
れ
は
、
本
論
が
し
よ
う

と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
特
定
の
構
造
が
特
定
の
侵
害
に
対
し
て
傷
つ
き
や
す
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
私
は
、
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
シ
ュ
タ
ウ
デ

ィ
グ
ル
（Staudigl

2014,
2

）
に
「
暴
力
に
つ
い
て
の
純�

粋�

経
験
は
現
存
し
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経�

験�

の
諸
々
の
異
な
る

レ
ベ
ル
と
経
験
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
意
味
の
諸
層
は
、
暴
力
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
理
解
に
と
っ
て
基
礎
的
意
義
を
も
つ
」
と
い
う

点
で
同
意
す
る
。
現
象
学
的
説
明
に
と
っ
て
は
、
暴
力
の
作
用
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
そ
れ
ら
の
障
害
を
研
究
す
る
た
め
に
こ
う
し
た

次
元
と
諸
層
を
踏
査
す
る
こ
と
が
決
定
的
で
あ
る
。
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ス
と
共
に
、
私
は
「
暴
力
﹇G

ew
alt

﹈
を
明

― ５５ ―
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白
で
持
続
的
な
ト
ラ
ウ
マ
化
へ
と
亢
進
す
る
こ
と
が
あ
る
あ
る
種
の
侵
害
﹇Verletzung

﹈」（W
aldenfels

2006,178

）
と
み
な
す
。

私
は
、
人
間
的
実
存
の
基
礎
的
関
係
性
を
身
体
と
相
互
主
観
性
の
構
成
と
い
う
点
か
ら
身
体
と
自
己
と
他
者
が
相
互
に
関
係
づ
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
と
い
う
二
重
局
面
性
へ
の
反
省
に
よ
っ
て
吟
味
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
現
象
学
的
・
哲
学
的‐

人
間
学
的
伝
統
か
ら
の
古
典

的
源
泉
に
訴
え
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
私
は
ど
の
よ
う
に
し
て
身
体
性
と
相
互
主
観
性
の
構
造
が
損
な
わ
れ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
経
験
が
極

端
な
類
型
の
暴
力
と
し
て
の
物
理
的
拷
問
や
独
房
監
禁
に
よ
っ
て
変
形
さ
れ
る
の
か
を
例
証
す
る
。
結
論
を
経
由
し
て
、
私
は
両
方
の
種

類
の
侵
害
の
間
を
比
較
す
る
。

二

体
験
的
構
造
と
し
て
の
関
係
性

哲
学
的
人
間
学
と
同
様
に
身
体
性
の
現
象
学
で
も
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
概
念
の
う
ち
の
一
つ
は
、
主
観
と
し
て
の
身
体
と
客
観
と
し
て

の
身
体
の
二
重
の
構
成
で
あ
る
。
私
は
「
人
間
存
在
は
つ
ね
に
共
同
的
に
生
け
る
身
体
﹇Leib

﹈
で�

あ�

り�

、
こ
う
し
た
生
け
る
身
体
を
こ

の
物
理
的
事
物
﹇K

örper

﹈
と
し
て
も�

つ�

」（Plessner
1970,

34

）
と
い
う
事
実
を
指
示
す
る
。
身
体
は
、
同
時
に
、
そ
れ
を
通
し
て
わ

れ
わ
れ
が
世
界
を
経
験
し
、
そ
れ
か
ら
触
発
を
受
け
取
る
媒
体
で
あ
り
、
他
の
質
料
的
対
象
の
な
か
の
対
象
で
あ
り
、
同
じ
自
然
法
則
に

服
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
で
は
、
対
象
は
一
度
に
「
経
験
す
る
主
観
の
知
覚
的
器
官
」
か
つ
「
身
体
物
体
」（H

usserl
1990,

152

）、
す
な
わ
ち
「
物
理
的
事
物
、
質�

料�

」（H
usserl1990,153

）
で
あ
る
。
感
じ
て
お
り
感
じ
ら
れ
て
い
る
同
じ
身
体
的
統
一
で
あ
る

か
ぎ
り
で
、
人
間
的
有
機
体
「
は
そ
れ
自
身
に
反
省
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
お
り
」（H

usserl
1960,

128

）、
そ
れ
は
、
経
験
の
│
│
知

覚
し
知
覚
さ
れ
、
行
為
し
行
為
を
被
る
│
│
同
じ
全
般
的
過
程
の
主
観
と
客
観
で
あ
る
。

体
験
的
構
造
の
侵
害
と
し
て
の
暴
力
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し
か
し
な
が
ら
、
自
殺
に
つ
い
て
反
省
す
る
際
に
、
ジ
ャ
ン
・
ア
メ
リ
ー
│
│
わ
れ
わ
れ
は
後
で
立
ち
戻
る
こ
と
に
な
る
│
│
は
、
通

常
の
周
囲
状
況
の
下
で
「
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
身
体
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
身
体
を
も�

つ�

の
で
は
な
い
」
こ
と
を
指
摘

す
る
。「
…
…
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
、
他
者
の
目
を
も
っ
て
そ
れ
を
見
る
場
合
…
…
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
重�

荷�

に
な
る
場
合
に
の
み
異
他

的
身
体
と
し
て
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
事
例
で
さ
え
、
例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
痛
み
の
ゆ
え
に
『
皮
膚
か
ら
飛

び
出
』
し
た
い
と
い
う
表
現
が
あ
る
よ
う
に
、
身
体
は
敵
対
的
で
も
わ
れ
わ
れ
自
身
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
脱
し
た
い
皮
で
も
あ

る
」（A

m
éry

1999,
64

）。
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
も
つ
身
体
は
、
非
主
題
的
に
留
ま
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
障
害
が
外
側
（
例
え
ば
、

暴
力
）
か
ら
あ
る
い
は
内
側
（
例
え
ば
、
病
）
か
ら
生
起
す
る
と
き
に
は
い
つ
で
も
、
そ
の
質
料
的
性
質
と
抵
抗
的
性
質
の
な
か
で
主
題

的
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
こ
う
し
た
局
面
は
、
主
観
が
意
の
ま
ま
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
自
然
の
な
か
の
そ
の
場
所
の
せ
い

で
あ
る
か
ら
、
身
体
は
世
界
と
の
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
的
従
事
の
道
具
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
敵
」
で
あ
る
こ
と
へ
向
か
う
こ
と
が
あ
り
、
わ
れ

わ
れ
の
意
図
に
反
す
る
そ
れ
自
身
の
力
動
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
物
理
的
身
体
の
秩
序
と
人
格
の
秩
序
」
の
部
分
と
し
て
の

身
体
の
「
二
重
の
忠
誠
」
は
「
わ
れ
わ
れ
の
も
の
で
あ
る
行
為
の
力
と
世
界
秩
序
の
属
す
る
事
物
の
経
過
と
の
分
節
点
に
あ
る
」（R

icoeur

1992,
111

）。
だ
か
ら
、
身
体
を
用
い
て
、
身
体
を
通
し
て
行
為
す
る
た
め
の
わ
れ
わ
れ
の
可
能
性
は
、
意
志
の
強
さ
や
弱
さ
、
獲
得
し

た
習
慣
、
わ
れ
わ
れ
が
す
る
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
が
意
識
的
に
す
る
努
力
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
な
く
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
だ
け
わ
れ
わ
れ
の
身

体
の
質
料
性
に
よ
っ
て
つ
ね
に
制
限
さ
れ
、
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
化
さ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
再
三
に
わ
た
っ
て
交
渉
す
る
必
要
の
あ
る
二
つ
の
局
面
の
間
の
関
係
と
そ
う
し
た
交
渉
に
と
っ
て
の
傑
出
し
た
場
所
が
危

機
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
プ
レ
ス
ナ
ー
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
物
理
的
現
存
の
あ
ら
ゆ
る
要
求
は
存
在
と
所
有
、

外
側
と
内
側
の
間
の
和
解
を
要
求
す
る
」（Plessner

1970,
37

）。
こ
の
和
解
は
、
諸
々
の
異
な
る
要
素
に
焦
点
を
当
て
る
た
め
の
注
意

― ５７ ―
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の
た
め
の
自
由
の
程
度
を
含
む
│
│
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
身
体
化
さ
れ
た
実
存
の
「
あ
い
ま
い
な
設
定
」（M

erleau-Ponty
2002,

106
）
に
つ
い
て
取
る
突
飛
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
│
│
反
省
の
領
分
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
極
端
な

暴
力
と
い
う
状
況
の
な
か
で
、
諸
々
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
融
通
性
と
和
解
の
た
め
の
可
能
性
が
破
壊
さ
れ
る
。
両
方
の
身
体
的
次
元

の
撚
り
合
わ
せ
の
構
造
に
あ
る
両
価
性
と
そ
れ
へ
の
反
省
的
関
係
は
、
経
験
の
全
体
性
に
変
え
ら
れ
る
。
経
験
の
基
本
的
構
造
の
侵
害
に

よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
も
の
は
、
逆
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
験
は
あ
る
極
と
別
の
極
と
に
同
時
に
還
元
さ
れ
る
。

メ
ル
ロ
―

ポ
ン
テ
ィ
が
、
二
重
感
覚
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
例
を
も
っ
て
説
明
す
る
よ
う
に
、
一
つ
の
主
観
に
属
し
て
い
る
二
つ
の
指

が
互
い
に
触
れ
る
と
き
、「
そ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
は
現
象
的
指
と
客
観
的
指
、
相
互
性
、
交
差
、
能
動
性
と
受
動
性
の
な
か
で
対
化
さ
れ

た
指
の
外
側
と
内
側
で
あ
る
」（M

erleau-Ponty
1968,

261

）。
以
下
の
議
論
で
見
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
、
こ
の
相
互
性
は
、
主
観
が

自
分
自
身
の
身
体
と
の
共
鳴
を
喪
失
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
局
面
を
運
動
志
向
性
と
い
う
点
か
ら
相
互
に
結
び
付
け
る
弾
力
的

絆
が
断
た
れ
る
と
き
に
、
極
端
な
暴
力
と
い
う
状
況
へ
と
転
覆
さ
れ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
極
的
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
は
、
両
方
の
極
の
過
強
調

と
分
離
と
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
る
。

身
体‐

客
観
と
身
体‐

主
観
の
二
重‐

局
面
性
と
交
錯
的
撚
り
合
わ
せ
に
つ
い
て
の
構
想
か
ら
離
れ
て
、
他
の
像
が
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・

プ
リ
ュ
ゲ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
彼
は
二
つ
の
次
元
の
間
の
極
性
の
モ
デ
ル
を
展
開
す
る
。
彼
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
分
析
的
差
異

化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
験
の
際
に
「
身
体
の
も
つ
肉
体
的
次
元
と
現
象
的
次
元
の
間
の
反
定
立
」
は
存
在
し
「
な
い
」
こ
と
を
意
識
す

べ
き
で
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
思
い
出
さ
せ
る
。「
ち
ょ
う
ど
最
も
深
刻
な
病
の
際
の
よ
う
な
完
全
な
能
動
性
の
な
か
に
、
つ
ね
に
両�

方�

が
存
在
す
る
。
た
だ
諸
々
の
等
級
、『
量
』、
陰
影
、
二
つ
の
性
格
の
う
ち
の
一
つ
の
強
調
だ
け
は
異
な
る
」（Plügge

1970,
32

）。
主

観
と
し
て
の
身
体
に
つ
い
て
も
客
観
と
し
て
の
身
体
に
つ
い
て
も
純
粋
な
経
験
は
存
在
し
な
い
。
前
者
は
、
心
の
脱
身
体
化
さ
れ
た
、
純

体
験
的
構
造
の
侵
害
と
し
て
の
暴
力

― ５８ ―



粋
に
感
じ
る
状
態
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
一
方
で
、
後
者
は
完
全
に
物
体
化
さ
れ
、
脱
生
化
さ
れ
た
物
体
と
し
て
の
身
体

だ
ろ
う
。
身
体
の
「
現
象
的
」
次
元
と
「
肉
体
的
」
次
元
の
間
の
「
極
的
差
異
化
」
と
い
う
プ
リ
ュ
ゲ
の
専
門
用
語
は
（Plügge

1970,

23

）、
身
体
化
さ
れ
た
経
験
を
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
上
で
の
転
換
と
考
え
る
こ
と
を
許
す
が
ゆ
え
に
、
有
用
で
あ
り
、
純
粋
な
身
体‐

客
観
と

純
粋
な
身
体‐
主
観
は
そ
れ
の
理
念
型
的
極
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
般
的
相
関
関
係
的
構
図
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ス
ペ
ク
ト
ラ

ム
上
に
ど
こ
に
そ
れ
が
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
と
も
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
経
験
の
体
験
的
性
質
が
客
観
的
極
に
向
か
お
う
と
も
主
観
的
極
に

向
か
お
う
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
個
体
的
経
験
を
尋
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
で
例
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
物
理
的
拷

問
や
独
房
監
禁
の
よ
う
な
暴
力
に
つ
い
て
の
経
験
を
記
述
す
る
実
り
豊
か
な
仕
方
で
あ
る
。
身
体‐

主
観
と
身
体‐

客
観
の
極
的
関
係
性

に
加
え
て
、
さ
ら
に
ま
た
、
自
己
と
他
者
の
間
の
そ
れ
を
見
る
こ
と
も
ま
た
重
要
だ
ろ
う
。

相
互
主
観
性
へ
の
現
象
学
的
取
り
組
み
は
、
数
多
く
の
仕
方
で
、
独
自
性
領
分
の
内
部
で
の
他
者
の
も
つ
超
越
論
的
機
能
と
い
う
点
か

ら
自
己
と
他
者
の
間
の
関
係
の
意
味
を
理
解
し
よ
う
と
試
み
て
お
り
、
こ
れ
を
相
互
主
観
的
遭
遇
に
つ
い
て
の
い
っ
そ
う
具
体
的
な
内
世

界
的
現
象
を
記
述
す
る
た
め
の
出
発
点
と
捉
え
る
（cf.

Zahavi
2001

）。
経
験
の
な
か
の
他
者
の
構
成
的
役
割
は
、
身
体‐

主
観
と
身

体‐

客
観
の
交
差
的
構
造
、
あ
る
い
は
、
身
体
化
さ
れ
た
諸
々
の
種
間
の
間
の
相
互
身
体
性
に
よ
っ
て
適
法
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ

れ
わ
れ
が
、
三
人
称
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
も
つ
物
理
的
側
面
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ぎ
り
で
（
例
え

ば
、
あ
る
人
の
手
を
見
て
い
る
と
き
）、
自
己
の
身
体
的
構
成
の
内
部
で
す
で
に
あ
る
種
の
異
他
性
と
対
象
性
が
存
在
す
る
。
メ
ル
ロ
―

ポ

ン
テ
ィ
に
と
っ
て
、
こ
の
異
他
性
は
他
者
を
異
他
的
な
も
の
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
、
だ
か
ら
、
相
互
主
観
性
の
可
能
性
の
条
件
で
あ

る
。「
私
が
、
他
の
人
間
の
手
を
握
る
と
き
、
他
の
人
間
の
現
存
在
の
証
拠
を
も
つ
理
由
は
、
彼
の
手
が
私
の
左
手
の
代
わ
り
に
な
り
、

私
の
身
体
は
、
逆
説
的
に
そ
の
座
で
あ
る
あ
の
『
種
の
反
省
』
の
際
に
、
別
の
人
格
の
身
体
を
併
合
す
る
。
私
の
二
つ
の
手
は
、
一
つ
の
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単
一
の
身
体
の
手
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、『
共
現
存
』
す
る
あ
る
い
は
『
共
現
前
的
』
で
あ
る
。
他
の
人
格
は
そ
の
共
現
前
の
延
長
を
通
し

て
現
出
す
る
。
つ
ま
り
、
彼
と
私
は
一
つ
の
単
一
の
相
互
身
体
性
の
器
官
の
よ
う
で
あ
る
」（M

erleau-Ponty
1964,

168

）。
逆
に
、
相

互
主
観
性
は
、
身
体
性
の
二
つ
の
構
成
的
次
元
の
交
差
論
的
構
造
が
侵
害
さ
れ
る
場
合
に
壊
れ
る
。
相
互
身
体
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
全
般
的
統
一
は
断
た
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
己
と
他
者
の
分
離
が
起
き
、
そ
し
て
、
こ
の
分
離
は
痛
み
を
伴
う
全
体
性
と
な
る
こ
と

が
あ
る
。

他
者
性
の
も
つ
超
越
論
的
機
能
は
、
知
覚
の
領
域
と
志
向
的
対
象
の
構
成
と
「
実
在
的
な
も
の
」
と
し
て
の
そ
れ
ら
の
統
握
に
関
し
て

も
ま
た
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
知
覚
の
際
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
対
象
を
有
限
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
見
る
、
す
な
わ
ち
、
対
象
は
つ
ね

に
諸
々
の
射
映
の
な
か
で
、
あ
る
側
面
や
他
の
側
面
か
ら
現
出
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
対
象
全
体
に
つ
い
て
の
完
全
な
知
覚
を
け
っ
し
て

も
た
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
暗
黙
の
知
識
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
に
し
て
対
象
が
他
の
視
角
か
ら
見
え
る
べ
き
な
の

か
に
関
す
る
一
定
の
予
期
を
も
つ
。
こ
の
知
識
を
顕
在
的
に
す
る
際
に
、
わ
れ
わ
れ
は
一
人
の
他
者
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
取
り
、

「
そ
こ
か
ら
」
対
象
を
見
る
。
シ
ョ
ー
ン
・
ギ
ャ
ラ
ガ
ー
が
わ
れ
わ
れ
に
思
い
出
さ
せ
る
よ
う
に
「
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
経�

験�

さ�

れ�

る�

も�

の�

と�

し�

て�

の�

世
界
の
客�

観�

性�

そ
の
も
の
は
他
者
ら
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
彼
が
超
越
論
的
相
互
主
観
性
と
し
て
指
示
す
る
も

の
で
あ
る
。
…
…
相
互
主
観
性
は
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
整
合
的
で
有
意
味
な
世
界
の
よ
う
な
何
か
を
経
験
す
る
た
め
の
、
厳
密

に
言
え
ば
、
そ
れ
を
実
在
的
か
つ
客
観
的
と
し
て
経
験
す
る
た
め
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
超
越
論
的
で
あ
る
」（G

al-

lagher
2014,

2

）。
そ
れ
は
、
ま
っ
た
く
何
も
何
ら
か
の
仕
方
で
現
出
す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
共
に

対
象
が
現
出
す
る
「
実
在
性
」
と
い
う
索
引
は
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
あ
る
い
は
で
き
る
だ
ろ
う
諸
々
の
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ヴ
の
多
様
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
諸
々
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
複
数
性
は
、
そ
う
し
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
所

体
験
的
構
造
の
侵
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と
し
て
の
暴
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有
者
ら
の
複
数
性
を
指
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
相
互
主
観
性
は
（
諸
々
の
）
主
観
（
性
）
の
間
の
関
係
を
明
示
し
、
し
た
が
っ

て
、
前
者
は
後
者
に
先
行
で
き
な
い
」（Zahavi

2014,
30

）。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
、
二
つ
の
異
な
る
レ
ベ
ル
で
の
関
係
性
、
す
な

わ
ち
（
他
者
が
知
覚
的
対
象
の
世
界
の
現
出
を
共
構
成
す
る
匿
名
的
な
機
能
で
あ
る
）
超�

越�

論�

的�

相�

互�

主�

観�

性�

と
（
他
者
が
私
が
身
体

的
、
社
会
的
な
仕
方
で
遭
遇
す
る
別
の
人
格
で
あ
る
）
内�

世�

界�

的�

相�

互�

人�

格�

性�

と
で
の
関
係
性
に
つ
い
て
語
る
べ
き
で
あ
る
。
両
方
の

レ
ベ
ル
の
相
互
遊
動
は
、
以
下
の
考
察
に
と
っ
て
の
指
導
的
撚
糸
で
あ
る
。

三

暴
力
を
通
し
た
関
係
性
の
障
害

身
体
化
さ
れ
た
相
互
主
観
的
経
験
の
も
つ
先
に
言
及
し
た
構
造
に
基
づ
い
て
、
私
は
、
別
の
動
作
主
（
個
体
的
で
あ
れ
集
合
的
で
あ

れ
）
に
よ
っ
て
、
志
向
的
に
、
意
図
を
も
っ
て
、
方
略
的
に
課
せ
ら
れ
る
か
ぎ
り
で
、
暴�

力�

を
基
本
的
な
、
ま
っ
た
く
文
字
通
り
の
意
味

で
、
こ
れ
ら
の
構
造
の
多
く
の
う
ち
の
一
つ
の
侵�

害�

と
理
解
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
も
し
多
く
の
体
験
的
現
象
が
（
自
己
と
他
者
の
間

の
あ
る
い
は
身
体
の
主
観
性
と
客
観
性
と
の
間
の
極
性
の
よ
う
な
）
両
面
的
構
造
を
も
つ
な
ら
ば
、
暴
力
に
取
り
組
む
一
つ
の
仕
方
は
、

徹
底
化
を
探
究
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
、
体
験
的
ス
ペ
ク
ト
ル
ム
の
二
つ
の
極
の
う
ち
の
一
つ
が
優
勢
に
な
る
、
す
な
わ
ち
、

そ
れ
ら
の
間
の
均
衡
が
一
つ
の
極
端
へ
と
転
換
さ
れ
る
。
そ
う
し
た�

徹�

底�

化�

は
ま
た
意
識
の
そ
の
様
々
な
局
面
の
う
ち
の
ひ
と
つ
へ
の
還�

元�

と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
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三
．
一

物
理
的
拷
問

拷
問
は
、『
合
衆
国
、
拷
問
お
よ
び
他
の
残
虐
な
、
非
人
道
的
な
、
又
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
り
扱
い
又
は
刑
罰
に
関
す
る
国
連
条
約
』

（
一
九
八
七
年
）
に
よ
れ
ば
、
故
意
か
つ
目
的
を
も
っ
て
人
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
「
物
理
的
で
あ
れ
心
的
で
あ
れ
、
重
大
な
痛
み
や
苦

痛
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
、
歴
史
的
に
追
跡
可
能
な
形
式
の
拷
問
は
非
常
に
莫
大
で
あ
り
、
現
象
学
的
記
述
は
、
時
代
を
超

え
た
様
々
な
類
型
を
超
え
て
安
定
的
で
あ
る
二
、
三
の
共
通
の
局
面
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
以
下
で
、
私
は
、
具
体
的
な

効
果
と
い
う
点
か
ら
最
も
顕
著
な
特
徴
で
あ
り
最
も
議
論
の
余
地
が
な
い
も
の
と
し
て
物
理
的
痛
み
や
苦
痛
に
の
み
焦
点
を
当
て
る
。
物

理
的
力
を
用
い
な
い
多
く
の
形
式
の
拷
問
と
、
物
理
的
要
素
と
心
理
学
的
要
素
の
間
の
相
互
遊
動
が
、
哲
学
的
分
析
同
様
に
経
験
的
研
究

に
と
っ
て
も
主
要
な
重
要
性
を
も
つ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
論
の
範
囲
の
た
め
に
、
私
は
、
痛
み
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
経
験
を

単
離
し
、
物
理
的
拷
問
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
身
体
性
の
構
造
を
反
省
す
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
私
は
関
連
あ
る
形
式
の
拷
問
を
、
身
体
に

危
害
を
加
え
る
こ
と
を
通
し
て
人
間
存
在
の
基
素
的
関
係
性
の
破
壊
行
為
と
し
て
の
心
理
へ
の
意
図
的
な
不
法
侵
入
（Sironi

2007,
79

）

と
捉
え
る
。

エ
レ
ー
ヌ
・
ス
カ
ー
リ
ー
は
、
彼
女
の
広
く
議
論
さ
れ
た
説
明
の
な
か
で
、
拷
問
を
三
項
的
現
象
と
し
て
定
義
す
る
。「
拷
問
は
、
そ

の
最
大
の
輪
郭
で
は
、
別
々
の
連
続
的
階
梯
に
分
離
さ
れ
る
な
ら
ば
、
以
下
の
秩
序
で
生
起
す
る
だ
ろ
う
三
つ
の
現
象
の
一
定
不
変
で
同

時
的
な
生
起
で
あ
る
。
第
一
に
、
痛
み
が
強
烈
に
な
り
続
け
る
仕
方
で
人
に
課
せ
ら
れ
る
。
第
二
に
、
痛
み
は
、
身
体
の
内
部
で
連
続
的

に
増
幅
さ
れ
、
ま
た
、
身
体
の
外
側
の
人
々
に
可
視
的
に
さ
れ
る
こ
と
で
、
客
観
化
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
も
増
幅
さ
れ
る
。
第
三
に
、

客
観
化
さ
れ
た
痛
み
は
痛
み
と
し
て
否
定
さ
れ
、力
、動
作
主
の
強
迫
的
省
察
に
よ
っ
て
可
能
に
さ
れ
る
翻
訳
と
し
て
読
ま
れ
る
」（Scarry

1985,
28

）。
本
論
の
目
的
の
た
め
に
、
私
は
た
だ
物
理
的
痛
み
と
、
先
に
概
略
が
示
さ
れ
た
身
体
的
構
成
の
際
の
主
観
性
と
対
象
性
と

体
験
的
構
造
の
侵
害
と
し
て
の
暴
力
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い
う
極
的
局
面
性
に
と
っ
て
の
そ
の
含
意
と
が
も
つ
局
面
の
み
に
取
り
組
む
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
拷
問
の
堕
落
さ
せ
ら
れ
た
相
互
主
観
性

の
「
否
定
的
社
会
性
」（Staudigl2014,4

）
が
扱
わ
れ
、
そ
れ
は
ま
た
独
房
監
禁
の
主
題
化
へ
の
移
行
と
し
て
も
役
に
立
つ
。

先
に
導
入
さ
れ
た
概
念
に
基
づ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
何
よ
り
も
ま
ず
こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
拷
問
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
る
極
端
な

痛
み
は
主
観
を
し
て
、
彼
の
身
体
へ
の
関
係
を
、
身
体
的
レ
ベ
ル
で
の
、
つ
ま
り
身
体
と
物
体
の
間
の
関
係
の
障
害
の
せ
い
で
失
わ
せ

る
。「
物
理
的
痛
み
の
状
態
に
あ
り
、
そ
の
鋭
さ
の
力
と
そ
れ
に
曝
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
さ
は
明
ら
か
で
あ
る
。

痛
ん
で
い
る
こ
と
は
防
御
的
に
自
分
自
身
の
身
体
に
、
そ
れ
も
そ
れ
に
対
す
る
さ
ら
な
る
関
係
を
見
出
さ
な
い
よ
う
な
仕
方
で
、
投
げ
返

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」（Plessner

1970,
132

）。
痛
み
の
時
間
性
と
空
間
性
に
関
し
て
、
身
体
の
主
観
的
次
元
と
客
観
的
次
元
の
間

の
極
性
の
不
均
衡
と
自
己
と
身
体
の
間
の
遮
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
「
痛
み
が
あ
る
人
の
注
意
の
焦
点
を
現
在
に
当
て
さ
せ

る
」（Leder

1984,
255

）
状
況
を
も
た
ら
し
「
痛
み
は
宇
宙
の
身
体
の
無
媒
介
的
近
接
へ
の
縮
小
と
し
て
か
、
宇
宙
全
体
を
満
た
す
ま

で
に
膨
張
す
る
身
体
と
し
て
の
い
ず
れ
か
と
し
て
空
間
的
に
経
験
」（Scarry

1985,
35

）
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
仕
方
で
状
況
に
閉
じ
込

め
ら
れ
る
こ
と
で
、
現
象
学
的
な
「
私
は
で
き
る
」（H

usserl
1990,

270ff.

）
は
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
運
動
と
知
覚
的
踏
査
を
自
由
に
す

る
こ
と
で
「
私
は
で
き
な
い
」
へ
と
変
貌
す
る
。
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
、
知
覚
的
空
間
は
劇
的
に
制
限
さ
れ
る
。
こ
の
「
私
は
で
き
な
い
」

は
捕
ら
わ
れ
て
い
る
間
ず
っ
と
到
来
す
る
す
べ
て
の
経
験
に
と
っ
て
の
疑
似
超
越
論
的
背
景
と
な
る
。
状
況
を
変
え
る
こ
と
と
権
力
を
も

っ
て
い
る
人
々
の
意
志
と
行
為
に
す
っ
か
り
依
存
し
て
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
の
確
実
性
は
、
結
果
の
不
確
実
性
と
連
動
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
仕
方
で
曝
さ
れ
る
こ
と
で
、
あ
る
人
の
傷
つ
き
や
す
さ
に
つ
い
て
の
意
識
は
劇
的
に
高
め
ら
れ
る
。

拷
問
の
脈
絡
で
、
こ
の
傷
つ
き
や
す
さ
│
│
そ
れ
は
、「
身
体
的
傷
つ
き
や
す
さ
」（B

utler
2006,

29

）
と
し
て
、
人
間
で
あ
る
こ
と

の
存
在
論
的
構
造
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
│
│
は
、
犠
牲
者
の
ス
ト
レ
ス
レ
ベ
ル
を
増
大
さ
せ
る
た
め
の
共
通
の
方
略
と
し
て
衝
撃
と
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痛
み
の
結
合
に
よ
っ
て
不
当
に
使
わ
れ
る
。
以
前
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
か
ら
の
拷
問
生
還
者
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
基
づ
く
最
近
の
研
究

が
示
す
よ
う
に
、
多
く
の
拷
問
方
略
は
「
ス
ト
レ
ッ
サ
ー
の
予
測
不
可
能
性
と
管
理
不
可
能
性
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
理
学
的
衝

撃
力
を
最
大
化
す
る
た
め
に
」（B

aşoğlu
2009,

141

）
用
い
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
予
測
不
可
能
性
が
拷
問
の
受
難
性
格
に
付
け
加
わ
り
、

そ
れ
は
以
前
に
獲
得
さ
れ
た
経
験
と
習
慣
の
も
つ
生
世
界
的
地
平
の
破
壊
と
な
る
。
要
す
る
に
、
状
況
が
ス
ト
レ
ス
に
満
ち
て
い
る
こ
と

は
、
諸
々
の
異
な
る
形
式
の
拷
問
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
増
大
し
、
例
え
ば
「
打
擲
や
電
気
シ
ョ
ッ
ク
の
よ
う
な
、
様
々
な
形
式
の
物

理
的
拷
問
の
悲
惨
な
効
果
は
、
目
隠
し
す
る
こ
と
や
覆
い
を
被
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
証
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
後
者
の

手
続
き
が
ス
ト
レ
ッ
サ
ー
に
対
す
る
視
覚
的
管
理
を
取
り
去
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
い
っ
そ
う
予
見
可
能
で
な
く
し
、
管
理
可
能

で
な
く
す
る
か
ら
で
あ
る
」（B

aşoğlu
et

al.
2007,

283

）。（
諸
々
の
）
拷
問
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
、
そ
れ
は
す
べ
て
「
全
体
的

管
理
の
現
象
学
的
実
在
性
の
創
造
に
か
か
わ
る
」（Levinson

2007,151

）。

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ボ
イ
テ
ン
デ
ィ
ク
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
現
象
学
的‐

人
間
学
的
取
り
組
み
に
よ
れ
ば
「
突
然
の
痛
み
は
、
あ
る
種

の
打
た
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
有
機
体
と
境
遇
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
準
備
の
で
き
て
い
な
い
『
中
断
』
で
あ
る
」

（B
uytendijk

1948,
129

）。
衝
撃
の
経
験
は
、
拷
問
の
際
に
道
具
化
さ
れ
、
主
観
の
、
闘
争
す
べ
き
脅
威
と
し
て
の
、
そ
れ
自
身
の
向�

か�

い�

に
あ
る
何
か
と
直
面
す
る
こ
と
で
あ
る
。
単
な
る
衝
撃
と
し
て
よ
り
も
さ
ら
に
先
に
進
む
痛
み
に
よ
っ
て
、
主
観
は
「
そ
の
心
理
物
理

的
統
一
を
攻
撃
さ
れ
る
」（B

uytendijk
1948,

131

）。
痛
み
は
身
体
の
な
か
で
身
体
を
通
し
て
生
じ
る
。
そ
れ
は
背
を
向
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
全
体
と
し
て
の
、
つ
ま
り
、
身�

体�

と
物�

体�

と
し
て
の
身
体
に
と
っ
て
構
成
的
で
あ
る
関
係
へ
の
関
係
に

生
き
る
人
格
と
し
て
の
主
観
の
領
分
が
、
極
端
な
痛
み
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
。
あ
る
人
の
身
体
の
脱
出
不
可
能
性
が
、
独
自
の
、
単
な

る
痛
み
の
感
覚
を
超
え
る
苦
し
み
の
源
泉
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
痛
み
と
苦
し
み
の
間
の
差
異
化
は
当
を
得
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ

体
験
的
構
造
の
侵
害
と
し
て
の
暴
力
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て
、
苦
し
み
は
ま
っ
た
く
の
痛
み
の
上
の
余
剰
と
し
て
の
反
省
性
を
指
示
し
て
い
る
。「
実
際
、
痛
み
の
強
烈
な
不�

快�

は
、
苦
し
む
人
間

が
感
じ
て
い
る
無
力
さ
の
表
現
で
あ
り
、
こ
の
不
快
は
、
痛
む
こ
と
そ
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」（B

uytendijk
1948,

127

）。
激
烈
な
物
理
的
痛
み
の
も
つ
情
感
的
性
質
が
襲
い
掛
か
っ
て
く
る
の
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
感
覚
か
ら
の
深
い
や
苦
し
み
は
す
で

に
主
観
の
応
答
、
そ
れ
に
対
し
て
取
っ
た
姿
勢
の
結
果
で
あ
る
。

今
や
、
ジ
ャ
ン
・
ア
メ
リ
ー
に
よ
る
拷
問
に
つ
い
て
の
経
験
の
有
名
な
記
述
に
向
か
う
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
な
か
で
、
彼
は
身
体
を

拷
問
者
の
悪
意
あ
る
行
為
の
対
象
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
道
具
化
さ
れ
、
そ
れ
自
体
に
背
を
向
け
る
動
作
主
を
も
つ
も
の
と
し
て
性
格

づ
け
る
。
動
作
主
を
身
体
か
ら
切
り
離
し
、
そ
れ
を
悟
性
の
働
き
に
任
せ
る
だ
ろ
う
カ
ン
ト
的
解
釈
に
抗
し
て
、
ヤ
ン
ナ
・
フ
ァ
ン
・
グ

ラ
ン
ス
ヴ
ェ
ン
は
「
自
分
自
身
の
濫
用
へ
の
不�

随�

意�

的�

だ
が
能�

動�

的�

な�

参
与
の
可
能
性
と
敵
と
し
て
の
自
分
自
身
の
身
体
そ
の
も
の
と
の

遭
遇
に
つ
い
て
説
明
す
る
た
め
に
」（V

an
G

runsven
2014,

151

）、
わ
れ
わ
れ
が
異
な
る
説
明
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
説
得
的
に
示
す
。

そ
う
し
た
説
明
は
「
生
き
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
私
で�

あ�

る�

何
か
と
し
て
の
、
つ
ま
り
、
そ
れ
を
通
し
て
私
が
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
世
界

に
対
し
て
私
が
開
か
れ
る
何
か
と
し
て
の
私
の
身
体
と
、
あ
る
種
の
事
物
と
し
て
の
、
私
が
あ
る
種
の
異
的
対
象
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
私�

で
あ
る
対
象
と
し
て
遭
遇
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
私
が�

も�

つ�

何
か
と
し
て
の
私
の
身
体
の
間
を
区
別
す
る
」（V

an

G
runsven

2014,
151

）
自
己
に
つ
い
て
の
構
想
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
観
と
そ
の
身
体
の
間
の
こ
う
し
た
逆
説
的
関
係

を
正
当
に
扱
う
探
究
に
と
っ
て
の
概
念
的
源
泉
は
、
先
に
言
及
さ
れ
た
現
象
学
的
概
念
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ア
メ
リ
ー
に
見
出
さ
れ
る
身
体
に
つ
い
て
の
経
験
の
一
人
称
的
説
明
は
、
幅
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
論
評
さ
れ
て
い
る
。
拷
問
を
通
し
て

「
生
け
る
人
格
が
徹
底
的
に
肉
へ
と
変
貌
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
お
生
き
て
い
る
間
に
、
部
分
的
に
死
の
餌
食
と

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
」（A

m
éry

1980,
40

）
と
彼
は
主
張
す
る
。
拷
問
を
受
け
る
と
き
、
身
体
は
「
そ
の
変
幻
自
在
な
性
格
を
失
い
、
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一
つ
の
場
所
│
│
こ
こ
│
│
と
一
つ
の
時
間
│
│
い
ま
│
│
に
釘
付
け
に
さ
れ
る
」。
だ
か
ら
、
固
着
し
た
身
体
は
「
質
料
と
し
て
」
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
「
物
体
化
は
質
料
化
と
し
て
」
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
人
間
存
在
が
質
料
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
常
識
的
に

あ
り
き
た
り
な
事
実
は
、
結
局
、
拷
問
の
よ
う
な
極
端
な
状
況
の
な
か
で
の
み
経�

験�

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
」（G

rüny
2003,

100

）。
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
グ
リ
ュ
ニ
ー
の
評
価
に
従
い
、
こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
拷
問
は
、
身
体
が
拷
問
下
で
自
分
自
身
に
対
し

て
異
他
的
で
抵
抗
的
で
あ
る
こ
と
と
拷
問
者
の
気
ま
ぐ
れ
の
対
象
で
あ
る
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
る
か
ら
、
主
観
を
身
体
的
に
二
重
の
構

造
の
も
つ
対
象
的‐
質
料
的
次
元
へ
と
還
元
あ
る
い
は
徹
底
化
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
。

け
れ
ど
も
、
私
の
見
解
で
は
、
事
柄
を
い
っ
そ
う
込
み
入
っ
た
も
の
に
す
る
の
は
、
経
験
さ
れ
る
痛
み
が
主
観
的
空
間
を
完
全
に
満
た

し
、
し
た
が
っ
て
、
意
識
が
す
っ
か
り
な
く
な
る
点
ま
で
、
他
の
何
も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
拷
問
は
身
体
性
の
主
観
的
次
元

の
徹
底
化
に
な
る
と
い
う
等
し
く
も
っ
と
も
ら
し
い
主
張
で
あ
る
。
物
理
的
拷
問
は
、
十
中
八
九
犠
牲
者
に
そ
の
一
人
称
的
情
感
的
主
観

性
に
お
い
て
彼
の
身
体
を
経
験
さ
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
、
そ
の
客
観
性
へ
の
三
人
称
的
な
想
像
的
で
反
省
的
接
近
と
い
う
意
味
で
は

彼
の
身
体
へ
の
距
離
を
失
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
人
は
強
烈
な
痛
み
の
そ
う
し
た
瞬
間
に
は
、
感
じ
る
存
在
、
外
部
の

影
響
に
対
し
て
受
容
的
な
共
鳴
空
間
で
あ
る
こ
と
に
還
元
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
性
格
特
徴
は
、
自
分
の
身
体
に
と
ら
わ
れ
て
い
る

と
い
う
感
じ
、
ど
ん
な
仕
方
で
も
（
知
覚
的
に
も
、
対
象
や
場
面
へ
と
注
意
の
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
知
的
に
も
、
事
態
に

つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
）
そ
の
境
界
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
な
従
事
の
構
成
要
素

は
、
そ
の
中
で
身
体
は
「
世
界
を
所
持
す
る
」（M

erleau-Ponty
2002,169

）
媒
体
と
、
そ
れ
を
用
い
て
わ
れ
わ
れ
が
知
覚
的
で
相
互
作

用
的
空
間
を
変
様
さ
せ
る
道
具
と
し
て
機
能
し
て
い
る
が
、
そ
の
否
定
性
と
い
う
点
で
経
験
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
状
況
へ
の
何
ら

か
の
隔
た
り
が
保
持
さ
れ
る
な
ら
ば
、
身
体
的
自�

己�

意�

識�

（
無
媒
介
的
に
経
験
さ
れ
る
情
感
的
状
態
と
し
て
の
痛
み
）
と
身
体
的
自�

己�

意�

体
験
的
構
造
の
侵
害
と
し
て
の
暴
力
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識�

（
痛
み
の
媒
体
と
そ
の
状
態
の
担
い
手
と
し
て
の
身
体
に
つ
い
て
の
経
験
）
の
間
の
隔
た
り
が
独
自
の
苦
し
み
の
源
泉
と
な
る
こ
と
が

あ
る
。

私
は
、
こ
う
し
た
記
述
的
近
似
化
は
同
じ
メ
ダ
ル
の
二
つ
の
側
面
を
指
し
て
い
る
と
論
じ
る
だ
ろ
う
。
拷
問
を
受
け
て
い
る
主
観
は
自

分
自
身
を
彼
の
身
体
の
客
観
性
と�

主
観
性
に
同
時
に
還
元
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
経
験
す
る
。
そ
れ
は
逆
説
的
で
あ
る
│
│
そ
し
て
恐

ら
く
こ
の
逆
説
こ
そ
が
、
感
覚
的
経
験
と
し
て
の
痛
み
を
超
越
す
る
レ
ベ
ル
で
の
こ
れ
ま
で
以
上
の
苦
し
み
を
惹
き
起
こ
す
の
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
仕
方
で
理
解
さ
れ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
主
観
と
客
観
と
し
て
の
自
己
自
身
の
存
在
の
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
的
連
続
体
を
考
察
す
る
な

ら
ば
、
拷
問
は
こ
の
連
続
体
を
両
極
に
同
時
に
圧
力
を
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
裂
き
、
そ
れ
を
反
対
の
方
向
へ
と
引
っ
張
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
、
経
験
の
際
に
つ
ね
に
す
で
に
そ
こ
に
あ
る
緊
張
の
爆
発
を
創
造
す
る
。

今
や
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
の
拷
問
さ
れ
た
身
体
に
つ
い
て
の
主
観
の
自
己
経
験
を
超
え
て
行
き
、
自
己
と
他
者
の
関
係
性
を
含
む
な
ら

ば
、
拷
問
は
「
社
会
的
世
界
の
全
体
的
転
倒
」（A

m
éry

1980,
35

）
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。「
破
壊
的
痛
み
の
社
会
的
認
識
」

（G
rüny

2004,
190

）
に
よ
っ
て
、
主
観
は
社
会
的
に
誘
発
さ
れ
る
反
社
会
性
と
い
う
状
況
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
痛
み
と
い
う

苦
難
は
、
他
者
に
対
す
る
権
力
の
行
使
の
原
型
的
象
徴
（cf.

Le
B

reton
2006

）
あ
る
い
は
「
強
制
力
の
普
遍
的
道
具
」（M

orris
1991,

184

）
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
拷
問
の
際
に
他
者
の
手
許
の
痛
み
の
経
験
は
暴
力
と
権
力
の
間
の
本
質
的
結
合
を
前
景
に
も
た
ら
す
。
意

図
的
に
目
的
を
も
っ
て
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
痛
み
は
「
他
者
に
よ
る
私
の
自
己
の
境
界
侵
害
」
で
あ
り
「
そ
れ
は
助
け
の
期

待
に
よ
っ
て
中
立
化
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
抵
抗
を
通
し
て
修
正
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
」（A

m
éry

1980,
33

）。
他
者
か
ら
の
ど
ん
な
助

け
の
機
会
も
不
在
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
苦
し
み
の
主
要
な
源
泉
で
あ
る
。
人
間
学
的
に
語
れ
ば
、
人
間
は
、
生
き
残
る
た
め

に
誕
生
か
ら
他
者
の
助
け
を
要
求
す
る
。
進
化
論
的
人
間
学
と
比
較
心
理
学
の
最
近
の
研
究
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
助
け
る
こ
と
は
人
間
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の
社
会
的
認
知
の
核
に
あ
り
、
基
本
的
な
人
間
学
的
特
徴
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
共
同
目
標
を
も
つ
共
同
的
活
動
に
従
事
す
る
こ
と

や
自
分
自
身
に
と
っ
て
の
明
白
な
利
益
な
し
に
危
う
い
状
況
下
で
利
他
的
に
他
者
を
助
け
る
こ
と
は
す
で
に
一
歳
に
し
て
人
間
の
ふ
る
ま

い
の
性
格
特
徴
で
あ
る
（W

arneken
and

Tom
asello

2006,2007,2009

）。

「
生
理
学
的
早
産
」（Portm

ann
1956,

49

）
と
最
初
の
「
子
宮
外
位
相
」（Portm

ann
1973,

86

）
で
の
傷
つ
き
や
す
さ
と
の
せ
い
で
、

人
間
は
自
分
の
介
護
者
ら
に
完
全
に
依
存
的
で
あ
る
。
助
け
ら
れ
る
こ
と
と
「
助
け
の
期
待
、
助
け
の
確
実
性
は
、
実
際
人
間
存
在
の
基

礎
的
経
験
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
」（A

m
éry

1980,
28

）。
さ
ら
に
ま
た
、
暴
力
は
予
料
と
充
実
と
い
う
こ
の
構
造
へ
の
攻
撃
で
あ
り
、

他
者
が
自
分
の
助
け
に
来
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
へ
の
信
頼
を
瞬
間
的
に
で
あ
れ
恒
久
的
に
で
あ
れ
破
壊
す
る
。
暴
力
行
為
の

際
に
は
、
補
助
構
造
（
助
け
る
こ
と
と
助
け
ら
れ
る
こ
と
）
が
不
当
利
用
さ
れ
、
そ
れ
へ
の
信
頼
が
破
壊
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ

は
、
多
く
の
異
な
る
仕
方
で
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
最
も
凄
惨
な
方
法
の
う
ち
の
一
つ
は
向
社
会
的
人
間
的
衝
動
を
、
そ
れ
を
所
有
し
て

い
る
個
体
に
敵
対
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
ナ
チ
の
強
制
収
容
所
で
は
「
怪
我
を
し
た
仲
間
を
さ
っ
と
助
け
よ
う
と
し
た
」
ど
ん
な
囚
人
も

「
容
赦
な
く
打
ち
据
え
ら
れ
た
」
の
は
共
通
の
罰
だ
っ
た
。「
自
発
的
援
助
は
直
接
的
に
犠
牲
者
と
助
け
よ
う
と
試
み
る
者
だ
れ
も
に
と
っ

て
の
危
害
に
転
換
さ
れ
た
」（Sofsky

1997,83

）。

そ
う
し
た
極
端
な
暴
力
に
よ
っ
て
、
助
け
る
こ
と
へ
の
動
機
づ
け
と
助
け
ら
れ
る
可
能
性
は
否
認
さ
れ
る
。
拷
問
の
舞
台
的
な
状
況
の

な
か
に
、
相
互
作
用
的
空
間
の
根
底
的
転
換
が
存
在
す
る
。「
た
だ
囚
人
の
安
定
的
に
縮
小
す
る
地
盤
こ
そ
が
拷
問
者
に
彼
の
領
土
の
膨

張
感
を
え
さ
せ
る
」（Scarry

1985,
36

）。
自
己
と
他
者
の
極
性
に
関
し
て
、
状
況
に
対
す
る
管
理
は
一
つ
の
極
だ
け
に
、
つ
ま
り
、
拷

問
者
の
極
に
集
中
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
深
淵
を
創
造
す
る
。「
二
つ
を
分
離
す
る
距
離
は
多
分
二
人
の
人
間
存
在
を
分
離
す
る
こ
と
が
で

き
る
最
も
大
き
な
距
離
だ
ろ
う
」（Scarry

1985,
36

）。
た
と
え
、
彼
ら
の
物
理
的
近
接
が
非
常
に
密
接
し
て
お
り
彼
ら
の
身
体
の
状
態

体
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の
表
示
が
非
常
に
明
白
に
可
視
的
で
あ
ろ
う
と
も
。
こ
の
距
離
は
、
状
況
が
そ
う
し
た
逆
説
的
近
接
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
が
ゆ
え

に
、
そ
の
よ
う
に
最
大
限
に
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
拷
問
さ
れ
る
主
観
の
完
全
な
内�

的�

孤�

立�

、
拷
問
者
か
ら
だ
け
で
は
な

く
、
す
べ
て
の
人
間
性
か
ら
の
孤
立
に
至
る
。
あ
る
形
式
の
根
底
的
暴
力
の
よ
う
な
孤
立
は
、
自
己
と
他
者
の
間
の
「
原
本
的
絆
」（K

äll

2013,
38

）
と
し
て
機
能
す
る
、
主
観
性
の
根
底
に
あ
る
関
係
的
構
造
の
転
覆
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
暴
力
的
に
途
絶
さ
れ
る
な
ら

ば
、
こ
の
基
素
的
結
合
は
失
わ
れ
、
そ
れ
は
自
己
と
他
者
を
対
立
者
と
敵
に
さ
え
変
え
る
の
で
あ
る
。

三
．
二

独
房
監
禁

序
論
で
、
私
は
物
理
的
拷
問
と
独
房
監
禁
を
極
端
な
暴
力
の
二
つ
の
様
態
と
し
て
言
及
し
て
き
た
。
こ
の
分
類
法
は
正
当
化
を
要
求
す

る
が
、
し
か
し
、
諸
々
の
論
証
は
哲
学
的
探
究
と
経
験
的
探
究
に
同
様
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
で
は
、
両
条
件
下
で
の
主
観

性
と
相
互
主
観
性
の
も
つ
基
礎
的
構
造
の
侵
害
が
吟
味
さ
れ
る
。
現
代
の
監
獄
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
の
独
房
監
禁
に
つ
い
て
の
包
括
的
研

究
の
な
か
で
、
リ
サ
・
ギ
ュ
ン
タ
ー
は
こ
う
要
約
す
る
。「
志
向
的
意
識
と
し
て
構
造
化
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
世
界
に
つ
い
て
の
多
様

で
、
終
わ
り
が
決
め
ら
れ
て
い
な
い
知
覚
的
経
験
を
奪
わ
れ
て
い
る
諸
人
格
、
あ
る
い
は
超
越
論
的
相
互
主
観
生
と
し
て
構
造
化
さ
れ
て

い
る
が
、
し
か
し
他
者
へ
の
具
体
的
な
関
係
を
奪
わ
れ
て
い
る
諸
人
格
は
、
そ
れ
ら
に
背
を
向
け
、
そ
れ
ら
の
基
礎
的
関
係
性
を
不
当
に

利
用
さ
れ
た
そ
の
世
界
内
存
在
の
構
造
そ
の
も
の
を
も
つ
。
こ
れ
は
、
最
悪
の
形
式
の
拷
問
で
あ
り
、
す
べ
て
の
い
っ
そ
う
明
確
な
形
式

の
拷
問
が
基
づ
い
て
い
る
原
理
で
あ
る
」（G

uenther
2013,xv

）。

わ
れ
わ
れ
は
、
独
房
監
禁
が
（
現
実
の
経
験
か
ら
長
期
に
わ
た
る
諸
々
の
結
論
ま
で
）
す
べ
て
の
局
面
で
最�

悪�

の�

形
式
の
拷
問
で
あ
る

と
ま
で
言
う
必
要
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
あ
る
種
の
拷
問
と
、
と
り
わ
け
、
不
承
不
承
定
義
す
る
べ
き
で
は
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な
い
。
こ
の
評
価
は
、
拷
問
の
長
期
間
に
わ
た
る
ト
ラ
ウ
マ
的
効
果
に
つ
い
て
の
研
究
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る
。
孤
立
や
他
の
種
類
の
心

理
学
的
操
作
の
よ
う
な
「
監
禁
中
の
虐
待
」
は
「
そ
れ
ら
が
引
き
起
こ
す
心
的
苦
し
み
の
過
酷
さ
、
ト
ラ
ウ
マ
的
ス
ト
レ
ス
の
根
底
に
あ

る
機
構
、
そ
れ
ら
の
長
期
間
に
わ
た
る
心
理
学
的
結
果
と
い
う
点
か
ら
物
理
的
拷
問
と
実
質
的
に
異
な
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
だ
か

ら
、
こ
れ
ら
の
手
続
き
は
拷
問
に
な
る
」（B

aşoğlu
et

al.
2007,

277

）。
わ
れ
わ
れ
が
、
極
端
な
暴
力
の
第
二
の
形
式
と
し
て
の
独
房

監
禁
に
向
か
う
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
考
察
か
ら
結
果
す
る
分
類
法
が
そ
れ
を
物
理
的
拷
問
、
つ
ま
り
、
下
位
類
型
の
拷
問
と
同
じ
レ
ベ
ル

に
置
く
こ
と
を
念
頭
に
置
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

人
間
が
「
相
互
関
係
的
、
相
互
身
体
的
存
在
」（G
uenther

2013,
84

）
で
あ
る
と
い
う
現
象
学
的
明
証
に
照
ら
し
て
、
独
房
監
禁
は

経
験
の
相
互
主
観
的
構
造
の
侵
害
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
罰
が
行
使
さ
れ
た
、
行
使
さ
れ
る
諸
々
の
仕
方
に
諸
々
の
差
異

が
存
在
し
よ
う
と
も
「
共
通
の
要
素
は
い
く
ら
か
高
い
程
度
の
孤
立
で
あ
る
│
│
か
な
り
の
時
間
に
わ
た
る
囚
人
と
他
者
ら
の
間
の
相
互

主
観
的
接
触
の
縮
小
や
完
全
な
消
去
」（G

allagher
2014,

1

）、
あ
る
い
は
、
先
に
導
入
さ
れ
た
専
門
用
語
で
は
、
自
己‐

他
者
の
極
構

造
の
自
己
へ
の
還
元
で
あ
る
。
そ
う
し
た
孤
立
に
服
し
て
い
る
囚
人
た
ち
が
示
す
諸
々
の
反
応
は
「
不
安
、
疲
労
、
混
乱
、
パ
ラ
ノ
イ

ア
、
抑
鬱
、
幻
覚
、
頭
痛
、
不
眠
症
、
震
え
、
無
気
力
、
胃
痛
、
筋
肉
痛
、
刺
激
過
敏
、
不
全
感
、
劣
等
意
識
、
引
き
こ
も
り
、
孤
立
、

激
怒
、
怒
り
、
攻
撃
性
、
集
中
困
難
、
眩
暈
、
時
間
間
隔
の
歪
み
、
深
刻
な
退
屈
、
記
憶
障
害
」（G

allagher
2014,

4

）
の
よ
う
な
幅
広

い
心
理
学
的
、
肉
体
的
障
害
を
含
む
。

物
理
的
拷
問
と
は
異
な
り
、
自
己
こ
そ
が
、
孤
立
す
る
こ
と
で
自
己
自
身
の
拷
問
者
に
転
じ
る
│
│
ま
っ
た
く
文
字
通
り
に
、
退
屈
な

状
況
に
あ
る
諸
主
観
が
、
完
全
な
不
活
性
性
に
と
ど
ま
る
よ
り
も
む
し
ろ
自
己
自
身
へ
の
電
気
シ
ョ
ッ
ク
を
施
す
だ
ろ
う
こ
と
を
示
す
よ

う
に
（W

ilson
et

al.
2014

）。
諸
々
の
個
体
は
、
物
理
的
拷
問
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
る
危
害
と
比
較
で
き
る
仕
方
で
自
己
自
身
を
傷
つ

体
験
的
構
造
の
侵
害
と
し
て
の
暴
力
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け
る
と
こ
ろ
に
ま
で
至
る
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
が
疑
わ
し
く
と
も
、
自
分
自
身
と
一
人
き
り
で
い
る
と
い
う
解
離
的
権
力
に
注
目
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
解
離
は
、
同
時
に
主
観
内
部
的
布
置
の
主
観
と
客
観
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
人
の
自
分
自
身
と
の
距
離

の
可
能
性
を
共
感
的
に
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
あ
る
。
ほ
か
に
す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
で
、
言
及
さ
れ
た
実
験
下
の
諸
々
の
主
観

は
、
自
分
の
身
体
の
二
重
局
面
性
を
用
い
る
。
諸
主
観
は
、
こ
う
し
た
態
度
に
表
す
こ
と
の
対
象
と
し
て
の
自
分
の
身
体
を
用
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
そ
も
そ
も
何
か
を
す
る
主
観
的
衝
動
を
態
度
に
表
す
。（
実
在
的
他
者
が
不
在
の
な
か
で
の
）
経
験
の
自
己
の
極
へ
の
還
元
は

ま
さ
に
自
己
の
障
害
に
至
る
こ
と
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
自
己
は
、
現
象
学
者
ら
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
例
え
ば
、
社
会
心
理

学
で
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
己
で
あ
る
他
者
を
必
要
と
す
る
（M

ead
1934

）。

身
体
性
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
理
論
に
と
っ
て
、
社
会
的
に
課
せ
ら
れ
る
監
禁
の
孤
独
の
な
か
で
、「﹇
囚
人
ら
﹈
自
身
の
身
体
の
感
覚

│
│
痛
み
を
感
じ
、
自
己
自
身
の
痛
み
を
他
者
の
痛
み
か
ら
区
別
す
る
基
礎
的
能
力
さ
え
│
│
は
、
そ
れ
ら
が
危
害
を
加
え
ら
れ
た
り
自

己
自
身
に
危
害
を
加
え
た
り
す
る
な
ら
ば
、
も
は
や
確
実
で
は
な
い
点
に
ま
で
侵
食
す
る
こ
と
」（G

uenther
2013,xi

）
が
決
定
的
で
あ

る
。
独
房
監
禁
が
、
自
己
と
他
者
の
間
を
分
け
隔
て
る
能
力
の
喪
失
を
、
基
本
的
な
感
覚
的
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
レ
ベ
ル
で
さ
え
、
惹

き
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
術
語
の
フ
ッ
サ
ー
ル
的
意
味
で
の
ど
ん
な
「
正
常
性
」
も
主
観
に
対
し
て
頓
挫
す
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に

と
っ
て
経
験
の
際
の
正
常
性
が
、
知
覚
の
際
に
詳
細
の
増
大
し
続
け
る
明
確
性
の
可
能
性
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
こ
と
を
思
い
出
そ
う

（Taipale
2012

）。
最
善
の
、
だ
か
ら
最
善
に
正
常
な
、
知
覚
的
経
験
は
、
対
象
の
諸
局
面
の
最
大
限
が
現
前
呈
示
さ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。

刑
務
所
の
独
房
の
単
調
で
差
異
化
さ
れ
な
い
知
覚
的
領
分
を
想
像
す
る
な
ら
ば
、
最
善
性
基
準
の
崩
壊
は
、
知
覚
的
シ
ス
テ
ム
の
過
剰
作

動
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
り
、
た
だ
荒
涼
と
し
た
壁
が
存
在
す
る
運
動
の
限
界
や
印
象
を
産
出
す
る
の
は
驚
く
べ
き
こ
と
は
な
い
。
主
観

が
知
覚
的
世
界
の
な
か
の
多
数
の
局
面
を
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
的
に
踏
査
し
、
対
象
へ
の
差
異
化
さ
れ
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
え
る
可
能
性

― ７１ ―

体
験
的
構
造
の
侵
害
と
し
て
の
暴
力



が
存
在
せ
ず
、
た
だ
諸
々
の
印
象
の
同
じ
さ
だ
け
を
え
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
「
変
則
的
な
」
知
覚
さ
れ
る
も
の
の
発
言
は
ほ
と
ん
ど
埋

め
合
わ
せ
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
い
っ
そ
う
気
掛
か
り
で
さ
え
あ
る
が
、
囚
人
ら
の
一
人
称
的
報
告
は
、
自
己
と
他
者
の
間
（
と
身�

体�

と
物�

体�

の
間
）

を
差
異
化
す
る
能
力
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
孤
立
し
た
後
で
壊
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
人
格
を
、
身�

体�‐

物�

体�

関
係

へ
の
関
係
を
維
持
す
る
主
観
で
あ
る
と
捉
え
る
な
ら
ば
（Plessner

1975,
365

）、
人
格
そ
の
も
の
と
全
体
と
し
て
の
人
格
が
こ
こ
で
危

機
に
瀕
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
自
己
と
他
者
、
我
と
汝
の
差
異
化
が
ぼ
や
け
、
意
識
が
主
観
内
部

性
と
超
主
観
性
が
網
目
状
に
な
る
状
態
に
陥
ら
な
い
た
め
に
、
具
体
的
な
他
者
と
の
経
験
的
遭
遇
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

「
応
答
す
る
存
在
」（W

aldenfels
2015,

15

）
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
諸
感
覚
を
通
し
て
受
け
取
る
刺
激
、
わ
れ
わ
れ
が
経
験
す
る

有
意
味
な
経
験
、
わ
れ
わ
れ
が
襲
わ
れ
る
出
来
事
、
巻
き
込
ま
れ
る
に
偶
発
事
に
反
応
し
、
最
も
重
要
な
こ
と
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、

諸
々
の
他
者
の
要
求
と
訴
え
に
答
え
る
。
物
理
的
・
社
会
的
孤
立
は
こ
の
応
答
性
を
さ
か
さ
ま
に
す
る
効
果
的
道
具
で
あ
る
。
単
独
化
の

根
底
的
形
式
と
し
て
、
そ
れ
は
主
観
を
、
人
が
生
世
界
の
な
か
で
遭
遇
す
る
多
様
な
知
覚
的
現
出
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
他
者
と
の
共
同

企
図
の
領
分
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
一
緒
に
こ
と
を
行
い
、
目
標
を
達
成
す
る
実
際
的
領
分
か
ら
引
き
離
す
。
私
の
指
標
的
な
指
示
の
領

野
、
す
な
わ
ち
、
図‐

地
の
区
別
の
も
つ
最
も
基
本
的
意
味
に
お
い
て
さ
え
、
私
の
生
世
界
的
地
平
を
維
持
す
る
た
め
に
、
私
は
他
者
を

要
求
す
る
。
こ
れ
が
相
互
身
体
的
共
鳴
、
ま
な
ざ
し
の
交
換
、
共
同
注
意
の
三
角
測
量
の
際
に
達
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
高
階
認
知
に
と
っ

て
個
体
発
生
的
に
必
要
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
相
互
作
用
の
際
に
再
活
性
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
ら
ず
、
さ
も
な
け
れ
ば
基
本
的
知
覚
的

構
造
は
途
絶
す
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
互
い
の
ま
な
ざ
し
と
共
同
注
意
が
あ
る
一
定
程
度
ま
で
可
能
で
あ
る
場
合
に
、
他
者
と
の
視
覚

的
遭
遇
は
、
実
際
に
は
孤
立
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
「
特
別
厳
重
監
視
房
の
な
か
の
囚
人
ら
は
個
体
的
人
間
存
在
が
生
き
残
る
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た
め
に
必
要
で
あ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
、
訪
問
者
と
相
談
す
る
テ
レ
ビ
や
閉
回
路
テ

レ
ビ
（C

C
TV

）
ビ
デ
オ
の
よ
う
な
『
お
ま
け
』
へ
の
ア
ク
セ
ス
す
ら
も
つ
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
主
観
を
ぐ
ら
つ
か
せ
る
恐

れ
の
あ
る
、
他
者
と
の
定
期
的
な
身
体
的
接
触
の
不
在
、
触
れ
た
り
触
れ
ら
れ
た
り
す
る
可�

能�

性�

す
ら
の
不
在
に
か
か
わ
る
何
か
が
存
在

す
る
」（G

uenther
2013,xiii

）。

手
短
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
他
者
が
知
覚
的
対
象
の
構
成
に
と
っ
て
の
超�

越�

論�

的�

機
能
（
匿
名
的
な
開
か
れ
た
相
互
主
観
性
）
で
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
他
者
は
ま
た
相
互
作
用
の
相
手
と
し
て
経�

験�

的�

に�

現
前
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
独
房
監
禁
が
示
す
よ
う

に
、
他
者
の
身
体
的
現
前
な
し
に
、
主
観
は
最
も
基
本
的
な
対
象
と
特
徴
す
ら
の
意
味
を
失
う
。
す
な
わ
ち
、
主
観
は
幻
覚
を
起
こ
し
は

じ
め
、
自
分
の
身
体
に
属
す
る
も
の
と
外
側
の
世
界
の
一
部
で
あ
る
も
の
の
間
を
差
異
化
す
る
能
力
が
阻
害
さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
世
界

に
つ
い
て
の
知
覚
や
自
分
の
身
体
に
つ
い
て
の
感
覚
の
な
か
の
そ
う
し
た
変
則
的
経
験
は
な
お
主
観
に
つ
い
て
の
経
験
で
あ
る
。
そ
れ
ら

は
、
そ
の
主
観
に
と
っ
て
特
定
の
「
私
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
」（Zahavi

2014,
88

）
を
も
つ
が
、
し
か
し
、
そ

れ
ら
の
所
与
の
特
定
の
様
態
は
異
他
性
と
い
う
様
態
な
の
で
あ
る
。

繰
り
返
せ
ば
、
他
者
は
物
理
的
・
社
会
的
に
定
期
的
間
隔
で
現
前
す
る
必
要
が
あ
り
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
生
物
学
的
・
心
的
健
康
が
危

険
に
さ
ら
さ
れ
る
。
言
語
剝
奪
実
験
に
つ
い
て
の
歴
史
的
報
告
（G

era
2003,

82

）
は
、
子
ど
も
た
ち
が
、
い
っ
そ
う
長
い
期
間
に
わ
た

る
相
互
身
体
的
人
間
的
接
触
を
奪
わ
れ
る
な
ら
ば
、
食
物
へ
の
十
分
な
ア
ク
セ
ス
を
も
っ
て
い
る
場
合
で
さ
え
、
通
例
死
ぬ
こ
と
を
示
唆

す
る
。
そ
し
て
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
に
よ
る
独
房
監
禁
に
つ
い
て
の
研
究
が
示
す
よ
う
に
、
孤
立
し
た
大
人
ら
は
し
ば
し
ば
統
合
失
調
症
の
兆

候
を
展
開
す
る
。「
統
合
失
調
症
は
、
世
界
が
私
自
身
の
私
秘
的
経
験
の
限
界
に
ま
で
縮
小
す
る
空
間
の
病
理
学
で
あ
り
、
そ
う
し
て
実

在
に
つ
い
て
の
私
の
感
覚
を
『
世
界
が
も
は
や
当
然
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
』
点
に
ま
で
不
安
定
化
す
る
な
ら
ば
、
長
引
く
独
房
監
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禁
は
囚
人
の
な
か
の
統
合
失
調
症
の
よ
う
な
何
か
の
産
物
に
な
る
」（G

uenther
2013,174

）。

実
在
的
人
々
と
の
現
実
の
遭
遇
が
対
象
と
整
合
的
知
覚
的
実
在
の
構
成
の
た
め
の
必
要
要
件
で
あ
る
な
ら
ば
、
身
体
に
関
す
る
メ
ル
ロ

―

ポ
ン
テ
ィ
の
記
述
か
ら
え
ら
れ
る
超
越
論
的
な
も
の
と
経
験
的
な
も
の
と
の
間
の
相
互
遊
動
は
、
だ
か
ら
、
自
己
と
他
者
の
関
係
に
ま

で
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
身
体
の
二
重
の
構
成
が
両
方
の
レ
ベ
ル
の
厳
密
な
分
断
を
台
無
し
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
独
房
監
禁
と

い
う
極
端
な
状
況
は
、
世
界
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
な
か
で
働
く
超
越
論
的
相
互
主
観
性
と
内
世
界
的
相
互
人
格
性
の
二
重
機

能
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
景
に
も
た
ら
す
。
実
在
に
つ
い
て
の
感
覚
が
蝕
ま
れ
、
対
象
の
境
界
が
溶
解
し
、
身
体
と
心
の
延
長
は
独
房

監
禁
と
い
う
拷
問
を
受
け
て
い
る
主
観
に
と
っ
て
疑
わ
し
く
な
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
脱�

実�

在�

化�

（
実
在
感
の
喪
失
）
は
離�

人�

症�

（
自
己
感

の
喪
失
）
と
連
動
す
る
（
精
神
医
学
的
定
義
に
関
し
て
は
以
下
参
照
。C

oons
1996

）。

四

結

論

見
て
き
た
よ
う
に
、
物
理
的
痛
み
に
よ
る
暴
力
と
孤
立
に
よ
る
暴
力
の
両
方
は
、
人
間
的
主
観
性
の
関
係
的
構
造
へ
の
過
酷
な
攻
撃
で

あ
る
。
こ
の
関
係
性
は
、
自
分
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
代
替
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
相
乗
効
果
、
身
体‐

主
観
と
身
体‐

客
観
の
二

重
局
面
性
、
他
者
と
の
相
互
身
体
的
共
感
の
よ
う
な
諸
々
の
異
な
る
形
式
を
取
る
。
生
世
界
の
な
か
で
の
具
体
的
な
遭
遇
と
い
う
点
か

ら
、
他
者
は
、
主
観
が
自
己
自
身
と
作
用
と
に
定
位
す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
地
平
か
ら
共
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。「
あ
る
人
自�

身�

の�

実
存
は
、
あ
る
人
が
他
者
と
共
有
す
る
諸
々
の
種
類
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
企
図
の
な
か
で
経
験
す
る
何
か
で

あ
る
」、
す
な
わ
ち「
自
分
の
計
画
は
…
…
他
の
人
々
を
│
│
共
働
者
、
意
図
を
も
っ
た
受
容
者
等
々
と
し
て
│
│
含
蓄
す
る
」（G

allagher

体
験
的
構
造
の
侵
害
と
し
て
の
暴
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2014,2

）。
実
際
的
行
為
と
相
互
作
用
の
相
互
的
未
決
性
は
、
暴
力
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
次
元
で
あ
る
。

物
理
的
拷
問
の
事
例
で
は
、
そ
れ
は
、
拷
問
者
は
被
拷
問
者
と�

共�

に�

働
く
の
で
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
被
拷
問
者
に�

反�

対�

す�

る�

状
況
へ
と

変
貌
す
る
。
拷
問
者
が
痛
み
を
負
わ
せ
る
と
い
う
措
置
に
対
す
る
犠
牲
者
の
反
応
に
細
心
の
注
意
を
払
い
、
そ
れ
に
応
じ
て
自
分
自
身
の

行
為
を
調
整
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
と
も
、
犠
牲
者
は
、
ど
ん
な
こ
と
で
あ
れ
能
動
的
な
加
害
者
が
考
え
た
り
し
た
り
す
る
こ
と

の
完
全
に
受
動
的
な
受
容
者
と
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
行
為
者
と
受
動
者
の
極
性
」（R

icoeur
1992,

223

）
を
徹
底
化
す
る
が
ゆ
え

に
、
相
互‐

作
用
は
存
在
し
な
い
。

独
房
監
禁
に
よ
る
孤
立
の
際
に
も
ま
た
、
他
者
と
共
に
あ
る
と
い
う
実
際
的
な
次
元
の
不
在
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
明
ら
か
に
他
者
は

そ
こ
で
共
同
企
図
に
従
事
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
物
理
的
不
在
を
認
知
す
る
こ
と
の
凡
庸
さ
を
超
え
て
、
潜
在
的
な
相
互
作
用
の
相

手
と
し
て
の
他
者
は
、
い
っ
そ
う
根
底
的
な
仕
方
で
不
在
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
互
作
用
は
、
認
知
の
基
本
的
な
形
式
を
含
意
し

て
お
り
、
そ
れ
が
不
可
視
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
在
化
さ
れ
、
公
共
的
空
間
に
参
加
で
き
な
い
よ
う
に
さ
れ
る
。
物
理
的
拷
問
と
独

房
監
禁
の
両
方
は
、
主
観
か
ら
ど
ん
な
助
け
の
機
会
も
剥
奪
す
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
、
明
ら
か
に
備
え
付
け
ら
れ
た
向
社
会
的
・
利
他

的
傾
向
を
具
え
た
社�

会�

的�

動�

物�

と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
人
間
学
的
基
礎
に
反
対
に
働
く
。
ど
ち
ら
の
状
況
で
も
、
犠
牲
者
は
他
者

と
共
に
ど
ん
な
「
意
味
を
な
す
こ
と
」
へ
も
「
参
加
」
で
き
な
い
（D

e
Jaegher

and
D

iPaolo
2007

）。

物
理
的
拷
問
と
独
房
監
禁
の
間
の
比
較
の
た
め
に
、
暴
力
の
方
向
性
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
さ
ら
に
啓
発
的
で
あ
る
。
た
っ
た
今
記

述
さ
れ
た
排
除
は
、
暴
力
の
方
向
性
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
で
パ
ス
カ
ル
・
デ
ロ
ー
ム
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
、
自
分
の
私
秘

的
な
家
の
よ
う
な
空
間
に
闖
入
す
る
あ
る
い
は
自
分
の
身
体
の
統
合
性
を
破
る
と
い
う
意
味
で
の
侵�

入�

（D
elhom

2014,
162

）
と
閉
じ

ら
れ
た
空
間
へ
の
監
禁
と
い
う
意
味
で
の
排�

除�

あ
る
い
は
故
郷
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
開
か
れ
た
空
間
へ
と
送
ら
れ
る
こ
と
を
意
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味
す
る
国
外
追
放
の
際
の
排�

除�

（D
elhom

2014,
169

）
と
の
間
の
有
用
な
区
別
を
指
示
す
る
。
こ
う
し
た
差
異
化
か
ら
出
発
し
て
、
私

は
そ
れ
を
、
拷
問
を
通
し
た
極
端
な
物
理
的
痛
み
は
侵
入
の
縮
図
、
す
な
わ
ち
、
私
秘
的
空
間
と
身
体
的
空
間
の
破
壊
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
対
し
て
独
房
監
禁
に
よ
る
孤
立
は
排
除
の
縮
図
、
す
な
わ
ち
、
人
が
参
加
で
き
る
だ
ろ
う
公
共
的
空
間
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
否
定
で
あ
る

と
捉
え
る
。

極
端
な
痛
み
は
主
観
に
対
す
る
孤
立
化
効
果
を
も
つ
（Scarry

1985,
11

）。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
人
に
完
全
に
、
そ
こ
に
存
在
す
る

す
べ
て
で
あ
る
自
分
の
痛
み
の
み
と
向
き
合
っ
て
い
る
と
感
じ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
り
、
誰
も
そ
れ
を
取
り
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る
。
拷
問
の
事
例
で
は
、
そ
こ
に
い
る
た
だ
一
人
、
つ
ま
り
、
拷
問
者
は
、
ま
さ
に
進
ん
で
そ
れ
を
減
少
さ
せ
よ
う
と
は
せ
ず
、
可
能

で
あ
れ
ば
増
幅
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
点
で
は
、
拷
問
者
は
、
二
つ
の
方
法
の
方
法
へ
と
同
時
に
引
っ
張
り
、
だ
か
ら
、
主
観
の
経
験

を
、
い
わ
ば
別
々
に
引
き
剝
が
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
被
害
者
の
身
体
的
空
間
へ
の
根
底
的
侵
入
だ
け
で
は
な
く
、
犠
牲
者
に
自
分
の
身

体
の
内
部
と
加
害
者
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
状
況
の
内
部
に
根
底
的
に
制
限
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
さ
せ
る
か
ぎ
り
で
の
孤
立
で
も
あ
る
。

他
方
で
、
監
禁
の
際
の
捕
わ
れ
た
主
観
の
極
端
な
孤
独
を
見
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
、
双
方
向
性
を
同
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

監
房
の
外
側
の
世
界
か
ら
の
排
除
と
い
う
明
白
な
方
向
が
存
在
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
主
観
の
意
識
が
ほ
か
の
と
こ
ろ
か
ら
来
る
よ
う
に

思
え
る
印
象
に
対
し
て
透
過
的
に
な
る
よ
う
な
、
暴
力
が
侵
入
す
る
方
向
も
ま
た
存
在
す
る
。
思
考
吹
入
、
幻
覚
的
対
象
、
降
り
懸
か
る

も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
、
患
者
自
身
の
身
体
に
由
来
し
な
い
感
覚
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
徴
候
を
具
え
た
、
統
合
失
調
症
と
の
類
似
性
が

顕
著
で
あ
る
。
囚
人
が
報
告
す
る
よ
う
に
、
異
他
的
要
素
が
、
色
や
形
が
、
単
色
で
平
ら
な
壁
し
か
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
で
現
れ
る
と
き

の
よ
う
に
、
知
覚
に
入
り
込
む
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
身
体
的
感
覚
の
帰
属
が
困
難
な
る
こ
と
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
囚
人
は
、
例

え
ば
、
感
じ
ら
れ
る
痛
み
が
現
実
に
自
分
自
身
の
痛
み
で
あ
る
の
か
ほ
か
の
だ
れ
か
の
痛
み
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
も
は
や
的
確
に
差
異

体
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的
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造
の
侵
害
と
し
て
の
暴
力

― ７６ ―



化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（G

uenther
2013,21

）。

自‐
他
極
性
に
関
す
る
付
加
的
局
面
は
言
及
す
る
に
値
す
る
。
独
房
監
禁
の
排
除
は
、
身
体
化
さ
れ
た
主
観
性
に
対
す
る
そ
の
人
間
学

的
に
基
づ
け
ら
れ
た
可
視
性
か
ら
そ
む
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
動
す
る
。
可
視
性
の
領
分
の
な
か
で
│
│
そ
れ
は
ハ
ン
ス
・
ブ
ル
ー
メ
ン

ベ
ル
ク
に
よ
っ
て
非
常
に
明
快
に
記
述
さ
れ
て
い
る
（cf.,

for
exam

ple,
B

lum
enberg

2006

）
│
│
主
観
と
し
て
の
身
体
と
客
観
と
し

て
の
身
体
の
両
義
性
へ
の
補
完
的
構
造
は
、
見�

る�

こ�

と�

と
見�

ら�

れ�

る�

こ�

と�

の
両
義
性
で
あ
る
（Sartre

1969,
257

）。
暴
力
を
、
二
つ
の

極
局
面
の
間
の
均
衡
の
侵
害
と
考
え
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
存
在
を
空
間
の
な
か
で
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
何
か
と
し
て
の
身

体
の
現
出
か
、
可
視
的
で
あ
る
こ
と
そ
の
も
の
な
し
に
見
る
作
用
か
の
ど
ち
ら
か
一
方
へ
の
還
元
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ボ
ス
ト

ン
の
刑
務
所
を
訪
れ
た
後
に
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
例
を
も
っ
て
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
は
、
独
房
監
禁
の
何
ら

か
の
段
階
で
「
囚
人
監
房
の
な
か
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
生
命
あ
る
も
の
に
な
る
。
つ
ま
り
、
滑
ら
か
な
白
い
壁
が
忌
む
べ
き
で
恐
ろ
し
い

も
の
に
な
る
。
天
井
で
さ
え
、
彼
を
見
下
ろ
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
非
人
格
的
ま
な
ざ
し
か
ら
隠
れ
る
と
こ
ろ
は
ど
こ
に
も
存

在
し
な
い
が
、
そ
れ
な
の
に
遭
遇
す
る
誰
も
存
在
せ
ず
、
そ
の
人
に
対
し
て
現
れ
る
だ
ろ
う
人
は
存
在
し
な
い
」（G

uenther
2013,

21

）。
誰
か
が
独
房
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
刑
務
所
の
独
房
の
な
か
に
は
、
カ
メ
ラ
や
他
の
常
時
監
視
手
段
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
十
分
に
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
刑
罰
は
こ
こ
で
常
時
可
視
的
で
あ
り
、
他
者
を
見
る
こ
と
や
他
者
を
可
視
的
に
す
る
こ
と

に
は
な
く
、
完
全
に
不
可
視
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
仕
方
で
不
可
視
的
に
さ
れ
る
こ
と
は
関
連
の
な
い
も
の

に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

拷
問
者
は
、
経
験
の
共
有
さ
れ
る
世
界
に
一
緒
に
生
き
る
可
能
的
様
態
と
し
て
の
ど
ん
な
共
有
性
を
放
棄
し
て
い
る
「
反
人
間
」
│
│

「
あ
な
た
の
同
胞
が
な
っ
た
反
対‐

人
間
」
│
│
と
し
て
の
現�

在�

を�

超�

え�

る�

他�

者�

で
あ
る
の
に
対
し
て
（A

m
éry

1980,
40

）、
独
房
監
禁
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に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
る
よ
う
な
孤
立
状
態
で
は
、
他
者
は
た�

え�

ず�

現�

在�

的�

不�

在�

の�

他�

者�

に
な
り
、
仮
想
現
実
に
と
ど
ま
る
が
、
し
か
し
、

囚
人
自
身
の
意
識
の
内
部
の
観
察
す
る
他
者
の
潜
在
的
ま
な
ざ
し
を
内
面
化
す
る
と
い
う
潜
在
力
と
実
効
性
を
例
証
す
る
た
め
に
フ
ー
コ

ー
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
、
有
名
な
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
の
例
と
は
わ
ず
か
に
異
な
る
意
味
で
な
の
で
あ
る
（Foucault

1995,201

）。

そ
こ
で
、
実
際
、
囚
人
は
自
分
の
（
仮
想
的
な
）
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
還
元
さ
れ
る
。
こ
こ
ま
で
記
述
し
て
き
た
よ
う
な
独
房
監
禁
の

際
に
、
捕
わ
れ
て
い
る
主
観
は
、
外
部
世
界
に
よ
っ
て
も
、
刑
務
所
の
牢
獄
の
な
か
で
自
分
に
と
っ
て
最
も
近
い
よ
う
に
思
え
る
人
々
に

よ
っ
て
も
、
む
し
ろ
ま
っ
た
く
見
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
孤
立
状
態
で
は
、
誰
も
身
体
的
に
現
前
し
て
い
な
い
か
ら
、
す
べ
て
は
、

囚
人
の
企
投
的
想
像
的
能
力
に
依
存
し
て
お
り
、
囚
人
は
壁
や
周
り
に
あ
る
対
象
に
よ
っ
て
観
察
さ
れ
て
い
る
と
い
う
幻
覚
に
至
る
こ
と

が
あ
る
。

結
論
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
暴
力
が
経
験
の
極
構
造
の
侵
害
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
究
明
す
る
は
ず
で
あ
る
経
験
に
つ

い
て
の
記
述
的
分
析
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
最
終
的
に
極
端
な
暴
力
、
つ
ま
り
、
物
理
的
拷
問
と
独
房
監
禁
と
い
う
両
範
例
的
現
象
を
、
あ

る
一
定
の
極
性
そ
の
も
の
を
理
念
型
的
に
構
成
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
へ
と
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
、
直
面
の
絶
対
的
無
媒

介
性
と
、
物
理
的
拷
問
の
事
例
で
の
苦
し
み
の
基
部
に
近
い
源
泉
で
あ
る
具
体
的
他
者
に
よ
っ
て
危
害
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
が
存
在
す

る
。
他
方
で
、
ど
ん
な
他
者
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
て
、
自
分
自
身
に
だ
け
直
面
し
て
い
る
状
況
が
存
在
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
己

は
、
苦
し
み
の
基
部
に
あ
る
源
泉
に
思
い
が
け
ず
転
じ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
抹
消
部
の
源
泉
、
つ
ま
り
、
社
会
は
、
そ
の
制
度
的
構
造

と
い
う
形
を
取
っ
て
、
刑
罰
の
様
態
を
定
義
し
行
使
し
、
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
対
照
を
そ
の
ま
ま
に
し
て

お
く
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
単
純
に
す
ぎ
る
だ
ろ
う
。
先
に
議
論
し
て
き
た
よ
う
に
、
痛
み
は
、
主
観
を
孤
立
さ
せ
る
効
果
を
も
ち
、
拷
問

の
事
例
で
の
犠
牲
者
と
加
害
者
の
間
の
人
格
的
距
離
は
、
人
が
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
最
も
偉
大
な
可
能
的
な
も
の
で
あ
る
。
第
二

体
験
的
構
造
の
侵
害
と
し
て
の
暴
力

― ７８ ―



に
、
心
は
、
主
観
が
相
互
身
体
的
遭
遇
か
ら
完
全
に
切
り
離
さ
れ
る
と
き
、
匿
名
的
他
者
と
の
幻
覚
的
関
係
に
し
ば
し
ば
入
り
込
む
。
そ

れ
ゆ
え
、
抽
象
化
の
レ
ベ
ル
で
、
極
端
な
暴
力
の
両
形
式
の
間
の
比
較
が
入
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
捕
ら
え
る
適
切
な
像
は
、
再
び
交
差

と
い
う
像
だ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
身
体‐

主
観
／
身
体‐

客
観
と
自
己
／
他
者
の
関
係
的
体
験
的
構
造
が
縒
り
合
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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