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│
│
ア
ン
リ
に
お
け
る
生
の
自
己
否
定
論
（
一
）
│
│

服

部

敬

弘

序

主
著
『
顕
現
の
本
質
』
に
お
い
て
ア
ン
リ
は
、
自
己
触
発
概
念
の
彫
琢
を
通
じ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
は
異
な
る
独
自
の

現
象
学
の
確
立
を
試
み
る
。
そ
の
独
自
性
は
、
脱
自
を
本
質
と
す
る
「
超
越
」
領
域
と
、
そ
の
脱
自
を
根
源
的
受
動
性
に
お
い
て
被
る

「
内
在
」
領
域
と
い
う
「
現
出
の
二
元
論
（duplicité

de
l’apparaître

）」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
『
顕
現
の
本

質
』
の
周
知
の
企
図
は
、
そ
れ
以
降
の
歩
み
に
お
い
て
、
或
る
変
容
を
被
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
ア
ン
リ
は
、
内
在
を
「
生
」

と
形
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
方
で
内
在
概
念
に
一
層
豊
か
な
内
実
を
与
え
つ
つ
、
他
方
で
、
こ
の
生
を
起
点
と
し
て
、
い
わ
ば
生
の

一
元
論
と
で
も
形
容
す
べ
き
「
生
の
現
象
学
」
の
構
築
に
着
手
す
る
か
ら
で
あ
る
。

生
の
現
象
学
が
、
現
出
の
二
元
論
か
ら
生
の
一
元
論
へ
の
徹
底
化
に
お
い
て
完
成
を
見
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
完
成
ま
で
の
道
は
困
難
を

伴
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
一
元
論
化
に
伴
う
困
難
を
如
実
に
示
す
著
作
の
ひ
と
つ
が
、『
野
蛮
』⑴
で
あ
る
。『
野
蛮
』
以
前
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の
著
作
が
ア
ン
リ
哲
学
の
理
論
編
で
あ
る
と
す
れ
ば
、『
野
蛮
』
は
、
理
論
的
に
は
二
次
的
な
意
味
し
か
も
た
な
い
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。

実
際
、『
野
蛮
』
は
そ
れ
ま
で
の
理
論
的
成
果
を
社
会
分
析
に
適
用
し
た
点
で
、
ア
ン
リ
哲
学
の
応
用
編
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
分
析
対
象

が
時
事
的
で
あ
る
点
で
、
そ
れ
は
ア
ン
リ
哲
学
の
「
入
門
書
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、『
野
蛮
』
は
、『
顕
現
の
本
質
』

以
降
の
歩
み
に
お
い
て
試
み
ら
れ
た
或
る
主
題
と
そ
の
困
難
と
を
集
約
的
に
記
述
し
て
い
る
点
で
、
ア
ン
リ
哲
学
の
理
論
編
の
重
要
な
展

開
を
含
む
書
物
で
も
あ
る
。

そ
の
主
題
が
、「
生
の
自
己
否
定
」
で
あ
る
。
超
越
か
ら
内
在
へ
の
「
上
昇
」
を
試
み
た
『
顕
現
の
本
質
』
に
対
し
て
、『
マ
ル
ク
ス
』

や
『
精
神
分
析
の
系
譜
』
は
、
こ
の
内
在
概
念
の
よ
り
精
緻
な
彫
琢
を
試
み
る
と
同
時
に
、
内
在
か
ら
超
越
へ
の
「
下
降
」
を
は
か
る
。

『
野
蛮
』
は
、
ま
さ
に
こ
の
内
在
か
ら
超
越
へ
の
下
降
を
「
生
の
自
己
否
定
」
と
し
て
主
題
的
に
語
っ
た
テ
キ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

実
際
、
ア
ン
リ
が
、
内
在
か
ら
超
越
へ
の
下
降
を
試
み
る
こ
と
で
内
在
と
超
越
と
の
架
橋
を
は
か
る
と
き
、
こ
の
試
み
は
、
一
方
で
生

の
一
元
論
化
の
試
み
と
し
て
解
釈
し
う
る
。
と
同
時
に
、
そ
れ
は
、
他
方
で
古
典
的
困
難
を
も
予
測
さ
せ
る
。
従
来
の
複
数
の
指
摘
の
通

り
、
ア
ン
リ
の
二
元
論
は
、
そ
の
用
語
法
の
新
奇
さ
に
反
し
て
、
実
質
的
に
は
古
典
的
図
式
の
中
を
動
い
て
い
る
が
、
古
典
的
図
式
の
採

用
は
、
古
典
的
困
難
を
も
招
来
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
内
在
と
そ
れ
と
根
本
的
に
異
質
な
超
越
と
を
架
橋
す
る
試
み
は
、
超
越
を
許
容
し

え
な
い
内
在
内
部
に
超
越
の
起
源
を
組
み
込
む
と
い
う
困
難
な
作
業
を
求
め
る
。
こ
れ
こ
そ
、『
野
蛮
』
が
「
生
の
自
己
否
定
」
に
お
い

て
直
面
す
る
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
従
来
哲
学
的
分
析
の
対
象
と
し
て
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
『
野
蛮
』
が
、
ま
ず

生
の
一
元
論
化
を
試
み
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
点
を
示
し
⑵
、
さ
ら
に
そ
れ
が
伴
う
困
難
に
対
し
て
い
か
に
自
覚
的
対
応
を
行
っ
て
い
る
か

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

そ
こ
で
考
察
の
手
順
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
『
野
蛮
』
に
お
け
る
現
出
の
二
元
論
の
展
開
と
し
て
、「
文
化
」
と
「
野
蛮
」
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の
内
実
を
確
認
す
る
（
第
一
節
）。
次
に
、
身
体
と
〈
大
地
〉
と
の
関
係
を
通
じ
て
文
化
か
ら
野
蛮
へ
の
転
落
の
過
程
を
具
体
的
に
描
き

出
し
、
そ
こ
に
「
生
の
自
己
否
定
」
の
契
機
を
見
る
こ
と
で
、
こ
の
一
連
の
歩
み
を
生
の
一
元
論
化
の
試
み
と
し
て
理
解
す
る
（
第
二

節
）。
最
後
に
、
こ
の
生
の
自
己
否
定
が
、
い
か
に
生
の
運
動
の
只
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
た
最
終
的
に
そ
れ
が
超
越
へ
の
下
降
と
生

の
一
元
論
化
を
可
能
と
す
る
か
を
論
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
第
三
節
）、
ア
ン
リ
に
お
け
る
『
野
蛮
』
固
有
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
一
節

美
的
世
界
と
し
て
の
文
化

『
顕
現
の
本
質
』
以
降
の
歩
み
が
示
す
重
要
な
点
の
一
つ
は
、
自
己
触
発
と
し
て
定
義
さ
れ
た
内
在
が
、
決
し
て
単
な
る
自
己
性
に
と

ど
ま
る
こ
と
な
く
、「
生
―

の
―

世
界
（m
onde-de-la-vie

）」
と
呼
ば
れ
る
独
自
の
厚
み
を
備
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
生
―

の
―

世

界
」
を
『
野
蛮
』
は
、「
美
的
世
界
（m
onde

esthétique

）」
と
し
て
記
述
す
る
。

『
野
蛮
』
は
、
こ
の
「
美
的
」
と
い
う
語
を
、「
感
性
的
」
と
同
義
の
概
念
と
し
て
使
用
す
る
。
そ
れ
は
、「
生
」
と
同
義
の
概
念
で
も

あ
る
。
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
理
論
的
意
味
で
の
感
性
と
は
、
も
っ
ぱ
ら
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
感
性
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
実
践
的

意
味
で
の
感
性
と
は
、「
生
」
で
あ
り
、「
生
に
属
す
る
世
界
」、「
生
―

の
―

世
界
の
様
式
」
で
あ
る
。
ア
ン
リ
は
、「esthétique

」
の
二
重

の
意
味
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
こ
の
生
の
世
界
を
感
性
的
か
つ
美
的
世
界
と
し
て
捉
え
る
。「
芸
術
家
や
芸
術
愛
好
家
の
特
別
な
活
動
は
、

感
性
に
よ
る
生
の
現
実
化
で
し
か
な
い
」⑶
。
し
た
が
っ
て
、「
感
性
的
世
界
は
、
そ
れ
自
体
で
、〔
・
・
・
〕
美
的
世
界
で
あ
る
」⑷
。

美
的
世
界
を
構
成
す
る
生
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
簡
単
に
概
観
し
て
お
こ
う
。「
感
性
」、「
芸
術
」
と
し
て
の
生
は
、
一
方
で
、『
顕
現
の

本
質
』
に
お
け
る
「
情
感
性
」
と
同
義
の
概
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
根
源
的
受
動
性
に
お
け
る
自
己
の
直
接
的
感
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得
と
し
て
の
「
自
己
触
発
」
で
あ
り
、
自
己
性
の
本
質
を
構
成
す
る
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
を
ア
ン
リ
は
、「
自
己
保
存
」
と
し
て
捉
え
て

い
る
。
つ
ま
り
、
生
の
自
己
触
発
は
、
自
己
と
自
己
と
の
直
接
性
で
あ
り
、
自
己
と
自
己
と
の
紐
帯
（「
パ
ト
ス
の
絶
対
的
拘
束
」⑸
）
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
己
が
た
え
ず
自
己
で
あ
る
こ
と
、
自
己
が
自
己
の
う
ち
に
と
ど
ま
る
こ
と
の
現
象
学
的
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
自
己
を
維
持
す
る
こ
と
（se

garder

）」、「
自
己
を
保
存
す
る
こ
と
（se

conserver

）」⑹
で
あ
り
、
こ
の
「
自
己
保
存
」
の
契
機
が
、「
生

の
恒
常
性
（con-sistance

）」⑺
を
確
保
す
る
。

他
方
で
、
そ
こ
に
は
『
顕
現
の
本
質
』
で
は
言
及
さ
れ
な
が
ら
も
中
心
主
題
と
な
ら
ず
に
『
マ
ル
ク
ス
』
以
降
、
本
格
的
に
主
題
化
さ

れ
る
に
至
っ
た
「
自
己
増
大
」
の
契
機
が
加
わ
る
。
自
己
増
大
と
は
、
い
わ
ば
自
己
が
現
実
性
を
獲
得
す
る
過
程
を
指
す
。
自
己
触
発
と

し
て
の
生
は
、
単
に
論
理
的
で
抽
象
的
な
同
一
性
で
は
な
く
、
自
己
性
（ipséité

）
と
し
て
、
つ
ま
り
常
に
直
接
的
自
己
感
得
と
い
う
具

体
的
経
験
と
し
て
、
そ
の
つ
ど
現
実
性
を
獲
得
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
自
己
現
実
化
と
し
て
の
自
己
増
大
は
、
自
己
と
自
己
と
の
同
一
性
を
現
実
化
す
る
過
程
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
己
を
「
個
別
化
」

す
る
過
程
、
自
己
感
得
を
個
々
の
「
調
性
」
と
し
て
多
様
化
す
る
過
程
で
も
あ
る
。
生
と
は
、「
絶
対
的
な
も
の
が
自
己
に
至
り
、
自
己

を
感
得
し
、
生
の
本
質
で
あ
る
自
己
抱
擁
に
お
い
て
自
己
を
抱
擁
す
る
無
限
に
多
様
で
多
彩
な
仕
方
」⑻
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
ア
ン

リ
は
「
生
自
身
の
可
能
性
の
現
実
化
」⑼
と
み
な
す
。「
生
成
（adevenir

）」、「
歴
史
性
（historial

）」
と
い
っ
た
言
葉
で
も
表
さ
れ
る
こ

の
現
実
化
の
過
程
が
、
生
の
自
己
増
大
の
過
程
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。

こ
の
過
程
は
、
ア
ン
リ
に
と
っ
て
生
が
「
自
己
を
陶
冶
す
る
（se

cultiver
）」⑽
過
程
で
あ
る
。
こ
の
語
が
想
起
さ
せ
る
哲
学
史
的
含
意

を
背
景
と
し
て
、
こ
の
生
の
自
己
陶
冶
の
過
程
が
、
生
の
自
己
増
大
、
あ
る
い
は
生
の
自
己
発
展
の
過
程
で
あ
る
と
同
時
に
、「
文
化（cul-

ture

）」
の
真
の
意
味
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
芸
術
や
美
的
世
界
は
、
文
化
の
具
体
的
な
姿
で
あ
る
。
な
お
、
芸
術
作
品
の
製
作
が
、
文
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化
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
⑾
、
む
し
ろ
主
体
の
芸
術
作
品
へ
の
か
か
わ
り
方
、
そ
の
「
行
為
」
の
あ
り
方
が
、
文
化
と
し
て
の
生
の
運
動

と
み
な
さ
れ
る
。

で
は
、
文
化
と
し
て
の
生
の
運
動
は
、
実
際
の
芸
術
作
品
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
与
え
ら
れ
る
の
か
。
ア
ン
リ
は
、「
ダ
フ
ニ

の
僧
院
」
と
呼
ば
れ
る
ギ
リ
シ
ア
の
教
会
建
築
を
例
に
挙
げ
る
。
ダ
フ
ニ
の
僧
院
の
壁
画
に
は
、
様
々
な
モ
ザ
イ
ク
や
大
理
石
と
い
っ
た

「
物
質
的
支
え
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
壁
画
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
僧
院
建
築
を
構
成
す
る
第
一
の
要
素
は
、
そ
の
僧
院
に
使

わ
れ
て
い
る
「
石
」
や
「
木
材
」
と
い
っ
た
物
質
的
素
材
で
あ
り
、
客
観
的
対
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
僧
院
と
い
う
建
築
（
芸

術
）
作
品
の
本
質
を
構
成
し
な
い
。
芸
術
作
品
の
芸
術
性
は
、
作
品
の
「
美
的
構
成
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
作
品
や
そ
の

物
質
的
素
材
を
超
え
た
「
統
一
」、「
作
品
の
全
体
性
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
二
の
要
素
で
あ
る
。
ダ
フ
ニ
の
僧
院
の
場
合
、
丸
天
井
や
内

拝
廊
等
に
描
か
れ
た
作
品
（
宗
教
画
）
は
、
ま
ず
そ
れ
が
描
か
れ
た
物
質
的
土
台
と
の
有
機
的
統
一
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
と
の
間

の
有
機
的
統
一
が
、
そ
の
作
品
を
作
品
た
ら
し
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
背
後
に
あ
る
宗
教
的
背
景
全
体
こ
そ
が
、
よ
り

高
次
の
統
一
と
し
て
僧
院
全
体
を
支
え
て
い
る
。
こ
の
統
一
（「
霊
的
統
一
」）
は
、
そ
の
部
分
を
取
り
出
せ
ば
そ
の
本
質
が
失
わ
れ
て
し

ま
う
統
一
で
あ
る
。
こ
の
統
一
こ
そ
、
作
品
を
客
観
で
は
な
く
芸
術
作
品
た
ら
し
め
て
い
る
統
一
で
あ
る
。

こ
の
統
一
は
、「
そ
こ
か
ら
ど
ん
な
生
け
る
も
の
も
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
能
産
的
〈
原
理
〉（Principe

naturant

）」⑿
と
呼
ば
れ
る
。
つ

ま
り
、
単
な
る
統
一
の
保
持
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は
個
々
の
作
品
の
芸
術
性
を
生
み
出
す
原
理
で
も
あ
る
。
僧
院
建
築
は
、
一
方
で
こ

う
し
た
個
々
の
作
品
を
超
え
た
全
体
性
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
個
々
の
作
品
（
壁
画
、
建
築
）
と
い
う
形
で
、
個
別
的
な
形
態

と
し
て
も
現
れ
て
い
る
。
ア
ン
リ
は
、
こ
れ
を
「
所
産
的
諸
形
態
（form

es
naturées

）」
と
呼
ん
だ
う
え
で
、
こ
の
所
産
的
形
態
を
、
単

な
る
物
質
的
要
素
と
は
区
別
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
。
客
観
的
に
は
大
理
石
で
あ
る
物
質
は
、
能
産
的
〈
原
理
〉
た
る
美
的
構
成
に
与
る

― ５ ―
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と
き
、
所
産
的
形
態
、「
作
品
」
と
し
て
提
示
さ
れ
う
る
。
ダ
フ
ニ
の
宗
教
画
の
場
合
、
中
心
に
位
置
す
る
原
―

イ
コ
ン
た
る
キ
リ
ス
ト
の

統
一
に
支
え
ら
れ
て
、
そ
の
周
辺
の
絵
画
（
聖
史
の
登
場
人
物
）
が
、
絵
画
と
し
て
の
意
味
を
保
持
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
周
辺
の
絵
画

は
、
統
一
、
あ
る
い
は
「
一
な
る
も
の
（U

n

）」⒀
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、「
原
―

イ
コ
ン
の
諸
顕
現
な
い
し
諸
流
出
（ém

anation

）」⒁
の
よ

う
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
生
の
統
一
に
支
え
ら
れ
た
限
り
で
の
個
別
的
で
具
体
的
な
諸
形
態
が
、
僧
院
の
芸
術
性
を
構
成
す
る

第
三
の
要
素
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
僧
院
は
、
客
観
化
さ
れ
た
物
質
、
生
の
統
一
、
生
の
個
別
的
形
態
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
生
―

の
―

世
界
と
し
て
の
美

的
世
界
を
構
成
す
る
の
は
、
後
二
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
生
の
統
一
が
、
個
別
的
形
態
と
し
て
展
開
す
る
運
動
で
あ
る
。
こ
れ
を
ア
ン
リ

は
、
文
化
と
み
な
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
文
化
と
は
、
単
に
製
作
さ
れ
た
芸
術
作
品
の
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
く
、
生
の
統
一
に
与
る
あ
ら
ゆ

る
も
の
を
指
す
。

こ
こ
で
、
生
の
個
別
的
形
態
に
関
し
て
、
こ
れ
が
「
生
の
表
象
」⒂
と
呼
ば
れ
る
点
に
注
目
し
よ
う
。
こ
の
「
生
の
表
象
」
と
は
、
決

し
て
「
生
の
客
観
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
生
が
そ
の
自
己
性
を
手
放
す
こ
と
な
く
現
実
の
世
界
に
お
い
て
現
れ
た
も
の
で
あ
り
、
生
が

「
生
―

の
―

世
界
」
に
お
い
て
具
体
化
し
た
姿
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
は
、
自
己
と
の
統
一
を
維
持
し
な
が
ら
、
多
様
な
仕
方
で
、「
生
の
表

象
」
と
し
て
自
己
を
現
実
化
す
る
。
逆
に
言
え
ば
、
生
の
統
一
に
与
る
こ
と
の
な
い
も
の
は
、
生
の
統
一
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
客
観
的
対

象
へ
と
転
落
す
る
。
こ
れ
を
ア
ン
リ
は
「
生
の
客
観
化
」
と
呼
ぶ
。

ダ
フ
ニ
の
僧
院
の
例
を
用
い
る
な
ら
、
ア
ン
リ
は
、
ダ
フ
ニ
の
僧
院
の
修
復
作
業
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
壁
画
が
、
中
心
の
原
―

イ

コ
ン
と
の
統
一
を
回
復
す
る
形
で
の
修
復
が
真
の
修
復
と
み
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
進
行
し
て
い
る
修
復
、
つ
ま
り
歴
史
的
変

遷
に
お
い
て
徐
々
に
改
変
を
加
え
ら
れ
て
き
た
壁
画
を
製
作
年
代
に
従
っ
て
元
の
姿
に
戻
そ
う
と
す
る
科
学
的
修
復
は
、
作
品
の
素
材
を
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客
観
的
対
象
と
す
る
と
同
時
に
、
原
―

イ
コ
ン
と
の
関
係
を
切
断
し
解
体
す
る
。
こ
の
生
の
統
一
か
ら
の
切
断
と
解
体
こ
そ
、
生
の
表
象

の
客
観
化
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
生
は
、
一
方
で
「
生
の
表
象
」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
芸
術
と
し
て
現
実
化
し
な
が
ら
、
他
方
で
「
生
の
客
観
」

と
し
て
も
現
れ
う
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
は
、
一
方
で
、
自
己
保
存
と
自
己
増
大
の
過
程
に
お
い
て
、「
生
の
表
象
」
と
し

て
、「
文
化
」
を
実
現
し
つ
つ
、
他
方
で
、
こ
の
同
じ
過
程
の
只
中
で
、
自
己
を
客
観
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
生
の
客
観
化
の
過
程
こ

そ
、
文
化
が
「
野
蛮
」
へ
と
転
落
す
る
過
程
で
あ
る
。
ア
ン
リ
は
、
こ
の
過
程
を
「
生
の
自
己
否
定
（autonégation

de
la
vie

）」⒃
と
呼

ぶ
。

第
二
節
「
身
体
―

所
有
」
と
生
の
様
態

で
は
、
な
ぜ
生
は
、
自
己
保
存
と
自
己
増
大
を
続
け
る
だ
け
で
な
く
、
自
己
否
定
へ
転
化
す
る
の
か
。
こ
の
問
い
を
ア
ン
リ
は
次
の
よ

う
に
表
現
す
る
。「
も
し
生
が
必
然
的
に
文
化
を
産
出
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
生
の
自
己
増
大
と
い
う
目
的
に
向
か
う
生
の
自
己
変
革
運
動

が
、
反
対
に
、
退
化
と
弱
体
化
の
過
程
へ
と
逆
転
し
う
る
の
は
、
い
か
に
し
て
か
。
野
蛮
を
現
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
、
野
蛮

そ
れ
自
体
が
奇
妙
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
奇
妙
な
の
は
、
ほ
か
で
も
な
い
、
自
己
増
大
と
し
て
内
的
に
構
築
さ
れ
、
ま
さ
に
文
化
を

含
意
す
る
当
の
本
質
か
ら
、
野
蛮
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
可
能
性
そ
の
も
の
で
あ
る
」⒄
。

こ
の
問
い
の
重
大
性
を
一
層
明
確
に
す
る
た
め
に
、
美
的
世
界
に
関
す
る
ア
ン
リ
の
さ
ら
な
る
分
析
を
た
ど
っ
て
お
こ
う
。
美
的
世
界

の
成
立
は
、
生
の
自
己
増
大
の
過
程
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
で
は
、
こ
の
美
的
世
界
に
、
人
間
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
関
与
し
て
い
る
の
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か
。
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
美
的
世
界
は
、
人
間
か
ら
独
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
主
観
性
の
行
為
の
様
態
に
根
付
い
て

い
る
。
個
々
の
作
品
の
美
的
性
格
は
、
そ
の
統
一
に
求
め
ら
れ
た
が
、
こ
の
統
一
は
、
主
観
性
の
外
部
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
ア
ン
リ

に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
作
品
が
与
え
ら
れ
る
仕
方
の
な
か
に
存
し
て
い
る
。
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、「
作
品
の
場
所
は
、〔
・
・
・
〕
主
観
性

そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
に
お
い
て
、
ど
ん
な
感
覚
も
ど
ん
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
も
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
」⒅
。

さ
ら
に
、
個
々
の
作
品
は
、
作
者
や
鑑
賞
者
が
感
じ
る
「
個
々
の
情
感
的
調
性
（tonalité

affective

）」⒆
に
対
応
し
て
い
る
。
情
感
的

調
性
と
は
、
こ
の
場
合
、
情
感
性
の
個
別
的
様
態
、
生
の
多
様
な
あ
り
方
を
指
し
て
い
る
。
作
者
は
こ
の
調
性
を
作
品
に
投
影
し
、
鑑
賞

者
は
作
品
に
投
影
さ
れ
た
作
者
の
調
性
を
感
得
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
調
性
は
、
人
間
が
行
為
す
る
際
、
常
に
自
己
触
発
に
お
い
て
感
得

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
伴
っ
て
い
る
。
作
品
が
客
観
で
は
な
く
生
の
表
象
た
り
う
る
の
は
、
主
観
性
の
感
得

す
る
情
感
性
が
、
時
空
間
で
個
体
化
さ
れ
客
観
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
己
触
発
内
部
で
個
体
化
さ
れ
て
感
得
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ

る
。し

た
が
っ
て
、
生
と
美
的
世
界
、
生
と
そ
の
表
象
と
の
関
係
は
、
自
己
触
発
と
そ
の
調
性
と
の
関
係
、
生
と
そ
の
個
別
的
様
態
と
の
関

係
で
あ
る
。
こ
れ
を
ア
ン
リ
は
、「
身
体
」
と
「〈
大
地
〉（Terre

）」⒇
と
の
関
係
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
〈
大
地
〉
の
概
念
は
、

ア
ン
リ
が
す
で
に
ビ
ラ
ン
論
で
提
示
し
た
「
絶
対
的
抵
抗
」21
と
ほ
ぼ
同
義
の
概
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
主
観
的
身
体
の
努

力
が
従
属
さ
せ
る
相
対
的
抵
抗
と
し
て
の
有
機
的
身
体
と
は
区
別
さ
れ
た
、
努
力
が
そ
れ
に
対
し
て
屈
す
る
と
こ
ろ
の
絶
対
的
抵
抗
で
あ

り
、「
障
害
」
で
あ
る
。
こ
の
〈
大
地
〉
こ
そ
、
客
観
化
さ
れ
た
世
界
と
は
区
別
さ
れ
た
、
生
―

の
―

世
界
に
内
実
を
与
え
る
概
念
で
あ
る
。

〈
大
地
〉
は
、
身
体
か
ら
離
れ
て
存
立
す
る
の
で
は
な
い
。
身
体
か
ら
独
立
し
た
世
界
は
、
客
観
化
さ
れ
た
世
界
で
し
か
な
い
。〈
大

地
〉
は
、
抵
抗
の
「
感
情
」
と
い
う
個
別
の
調
性
と
し
て
、
身
体
自
身
の
自
己
感
得
と
し
て
の
み
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
身
体
の
自
己
感
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得
の
個
別
的
様
態
が
〈
大
地
〉
で
あ
る
な
ら
、〈
大
地
〉
と
身
体
と
は
、
常
に
直
接
性
の
関
係
に
お
か
れ
る
。
こ
の
関
係
を
ア
ン
リ
は

「
共
所
有
（C

opropriation

）」
と
呼
ん
だ
う
え
で
、
さ
ら
に
こ
の
所
有
の
あ
り
方
を
「
身
体
―

所
有
（C

orps-propriation

）」22
と
呼
ぶ
。
生

―

の
―

世
界
、
生
の
表
象
、
あ
る
い
は
「
文
化
」
と
は
、
総
じ
て
こ
の
「
身
体
―

所
有
」
の
現
実
化
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
、〈
大
地
〉
に
対
す
る
身
体
の
優
位
を
強
調
し
て
お
こ
う
。
両
者
は
、「
身
体
―

所
有
」
の
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
、

つ
ま
り
〈
大
地
〉
が
「
絶
対
的
抵
抗
」
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
身
体
運
動
に
応
じ
て
変
化
す
る
。〈
大

地
〉
と
は
、
身
体
が
感
じ
、
身
体
の
絶
対
的
統
一
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
「
調
性
」
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ア
ン
リ
は
こ
の
点
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
本
質
的
に
、
自
然
は
、
本
源
的
〈
身
体
〉
の
意
の
ま
ま
に
な
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
運
動
の
変
動
的
相
関

項
で
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
運
動
の
固
定
さ
れ
た
限
界
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
固
定
性
」
は
、
運
動
に
お
い
て
の
み
、
運
動
に
よ
っ
て
の

み
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」23

し
か
し
、
こ
の
身
体
と
〈
大
地
〉
と
の
直
接
的
関
係
は
常
に
保
た
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
自
然
の
工
業
化
は
、
身
体
―

所
有
が
崩
れ
、〈
大
地
〉
が
「
道
具
的
装
置
」
へ
と
転
落
し
た
事
態
と
し
て
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
然
は
、「
工
業
」
や
「
サ
イ
バ

ネ
テ
ィ
ク
ス
」
と
い
っ
た
科
学
技
術
の
総
体
へ
と
還
元
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
本
来
身
体
が
〈
大
地
〉
と
維
持
し
て
い
た
「
共
所
有
」
の
関

係
が
崩
壊
し
、
こ
の
〈
大
地
〉
が
客
観
化
に
供
さ
れ
て
「
生
の
教
え
に
従
わ
な
く
な
る
」
と
い
う
「
存
在
論
的
転
倒
」
の
帰
結
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
を
ア
ン
リ
は
、「
文
化
」
か
ら
「
野
蛮
」
へ
の
転
落
の
過
程
の
一
つ
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

こ
こ
で
改
め
て
想
起
す
べ
き
は
、
生
が
「
世
界
」
へ
と
開
か
れ
る
仕
方
が
二
通
り
存
在
す
る
点
で
あ
る
。
一
方
で
生
は
、
身
体
―

所
有

を
通
じ
て
〈
大
地
〉
と
し
て
自
己
展
開
す
る
。
そ
れ
は
、
生
の
統
一
が
、
個
別
の
情
感
的
調
性
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
等
し
く
、
生

の
自
己
保
存
と
自
己
増
大
の
運
動
に
よ
っ
て
説
明
可
能
で
あ
る
。
他
方
で
、
生
は
、
身
体
―

所
有
を
離
れ
て
「
道
具
」
と
し
て
も
展
開
さ
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れ
う
る
。
こ
の
と
き
、
生
は
自
己
自
身
と
の
直
接
的
関
係
を
失
っ
て
、
客
観
化
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、〈
大
地
〉
や
「
生
の
表
象
」
と
呼

ば
れ
る
「
生
―

の
―

世
界
」
と
「
道
具
」
や
「
客
観
」
と
呼
ば
れ
る
科
学
的
世
界
と
の
二
種
類
の
世
界
が
存
在
す
る
。

で
は
、
前
者
が
、
ま
さ
に
生
の
個
別
的
様
態
で
あ
る
な
ら
、
後
者
は
、
生
と
無
関
係
で
、
生
と
は
別
領
域
に
属
す
る
世
界
な
の
だ
ろ
う

か
。『
顕
現
の
本
質
』
が
提
出
し
た
「
超
越
」
と
「
内
在
」
と
い
う
二
元
論
に
従
う
な
ら
、
内
在
は
、
あ
く
ま
で
も
超
越
か
ら
独
立
し
た

純
粋
領
域
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
。『
野
蛮
』
も
ま
た
、
こ
の
二
元
論
に
し
た
が
っ
て
、
二
つ
の
世
界
を
独
立
し
た
領
域
と
し
て
考
え

る
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
の
問
題
関
心
に
照
ら
し
て
重
要
な
点
は
、
ア
ン
リ
が
、
文
化
か
ら
野
蛮
へ
の
転
落
を
、
決
し
て
生
の
構
造
に
と
っ
て
異
質
で
偶
然

的
な
事
態
と
し
て
は
捉
え
て
い
な
い
点
に
あ
る
。
第
一
に
、
ア
ン
リ
は
、『
野
蛮
』
第
四
章
に
至
っ
て
、
野
蛮
が
、
決
し
て
文
化
と
無
関

係
で
は
な
く
、
ま
た
相
互
排
除
す
る
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
「
相
互
内
属
（inhérence

réciproque

）」24
の
関
係
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で

あ
る
と
主
張
す
る
。
野
蛮
は
、
生
そ
の
も
の
か
ら
生
じ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
野
蛮
が
生
の
「
一
様
態
」25
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す

る
の
で
あ
る
。「
科
学
を
作
り
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
科
学
そ
の
も
の
で
あ
る
超
越
論
的
諸
所
為
（prestations

）
は
、
例
え
ば
芸
術
に
お
け

る
創
造
と
同
じ
資
格
で
、
絶
対
的
な
生
の
諸
様
態
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」26
。

し
た
が
っ
て
、
概
念
化
、
抽
象
化
、
観
念
化
と
い
っ
た
客
観
化
に
属
す
る
理
論
的
諸
作
用
は
、
す
べ
て
「
実
践
の
様
態
」
で
あ
り
「
生

そ
れ
自
身
の
様
態
」27
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
生
が
単
に
客
観
化
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
客
観
化
が
ま
さ
に
生
そ

の
も
の
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
美
的
世
界
、
生
―

の
―

世
界
が
、
生
の
表
象
と
し
て
、
生
の
運
動
の
只
中
で
理
解
で
き

る
こ
と
は
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
野
蛮
の
段
階
に
あ
る
客
観
的
世
界
、
科
学
の
世
界
も
ま
た
、
生
の
運
動

の
只
中
で
理
解
可
能
で
あ
る
。
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第
二
に
、
こ
う
し
た
客
観
的
世
界
の
生
成
は
、
生
の
「
偶
然
的
」
様
態
で
は
な
い
。
ア
ン
リ
は
、
そ
れ
が
「
必
然
的
」
様
態
で
あ
る
こ

と
を
強
調
す
る
。
例
え
ば
、
ア
ン
リ
は
、
客
観
的
世
界
の
生
成
を
「
生
へ
の
嫌
悪
」
と
形
容
し
つ
つ
、
そ
れ
が
、
ま
さ
に
「
生
が
必
然
的

に
通
過
す
る
調
性
の
一
つ
」28
に
根
ざ
し
て
い
る
と
主
張
し
、
ま
た
、
科
学
的
観
念
性
と
「
パ
ト
ス
」
と
が
「
内
的
必
然
性
に
従
っ
て
」29

結
ば
れ
て
い
る
と
説
明
す
る
。

ア
ン
リ
は
、
す
で
に
文
化
か
ら
野
蛮
へ
の
転
落
の
過
程
を
「
生
の
自
己
否
定
」
と
し
て
理
解
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
野
蛮
が
文
化

の
一
様
態
で
あ
り
、
生
の
一
様
態
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
ま
さ
に
生
の
自
己
否
定
が
、
生
の
様
態
、
そ
れ
も
生
の
必
然
的
様
態
で
あ
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
実
際
、
ア
ン
リ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
生�

の�

否�

定�

は�

、
ま�

さ�

に�

こ�

の�

生�

の�

一�

様�

態�

で�

あ�

る�

と�

い�

う�

こ�

と�

、

こ
の
こ
と
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
が
よ
り
よ
く
理
解
し
は
じ
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
否
定
が
そ
れ
自
体
と
し
て
生
き
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」30
。

『
顕
現
の
本
質
』
の
立
場
と
は
異
な
り
、『
野
蛮
』
が
、
文
化
と
野
蛮
、
す
な
わ
ち
内
在
領
域
と
超
越
領
域
と
を
、
生
と
い
う
一
つ
の
運

動
に
よ
っ
て
架
橋
し
、
内
在
の
な
か
へ
と
│
そ
の
「
様
態
」
と
し
て
│
包
摂
し
よ
う
と
試
み
る
と
き
、『
野
蛮
』
は
、
生
の
一
元
論
化
に

積
極
的
に
乗
り
出
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
映
る
。
そ
こ
に
は
、
も
は
や
二
つ
の
独
立
し
た
領
域
が
並
存
す
る
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
生
と

そ
の
様
態
だ
け
が
存
在
す
る
。
生
が
、
一
方
で
、
自
己
増
大
を
経
て
文
化
と
し
て
展
開
さ
れ
、
他
方
で
そ
の
必
然
的
様
態
と
し
て
、
自
己

否
定
を
経
て
野
蛮
へ
と
転
落
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
野
蛮
に
お
い
て
、
生
が
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
。
科
学
は
、
生
を
存
在
論
的
「
基
底

（Fond

）」31
と
し
て
、
常
に
そ
れ
と
本
質
的
関
係
を
保
つ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、『
野
蛮
』
は
内
在
と
超
越
と
い
う
現
象
学
的
二
元
論
を
、

最
終
的
に
、
生
の
一
元
論
へ
導
く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
。
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第
三
節

生
の
自
己
否
定

科
学
を
生
の
一
様
態
と
み
な
し
、
野
蛮
を
文
化
の
一
形
態
と
み
な
す
こ
と
、
そ
れ
は
、
生
の
自
己
否
定
を
生
の
運
動
の
一
形
態
と
み
な

す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
生
の
一
元
論
の
確
立
の
た
め
に
は
、
ア
ン
リ
は
、
生
の
自
己
否
定
を
、
生
の
自
己
保
存
と
自
己
増
大
の
運
動
の
な

か
に
組
み
込
む
必
要
が
あ
る
。
で
は
、
こ
こ
で
第
二
節
冒
頭
の
問
い
を
別
の
形
で
改
め
て
提
出
す
れ
ば
、
構
造
上
客
観
化
を
許
容
し
な
い

生
が
、
い
か
に
し
て
自
身
の
構
造
内
部
に
自
己
否
定
の
契
機
を
統
合
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
生
の
自
己
否
定
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
を
と
る
か
を
確
認
し
よ
う
。
生
は
、
自
己
触
発
で
あ
る

限
り
で
、
常
に
自
分
自
身
を
根
源
的
受
動
性
に
お
い
て
被
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
ア
ン
リ
は
『
顕
現
の
本
質
』
以
来
、「
受
苦
（sou-

ffrance

）」
と
表
現
す
る
。
こ
の
受
苦
に
お
い
て
、
生
は
自
己
性
を
実
現
し
、
現
実
性
を
獲
得
す
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
受
苦
は
自
己
増
大

を
も
た
ら
し
、
こ
の
自
己
増
大
が
「
力
」
と
し
て
感
得
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
「
享
受
（jouissance

）」
や
「
喜
び
（joie

）」
を
も
た

ら
す
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
受
苦
は
、
た
え
ず
自
己
を
自
己
へ
と
釘
付
け
に
す
る
。
そ
こ
で
は
自
己
が
現
実
的
内
容
と
し
て
到
来
し
つ
づ
け
る
。
そ

れ
は
、
た
え
ざ
る
自
己
到
来
と
し
て
、
自
己
の
横
溢
で
あ
り
、
そ
の
体
験
は
「
横
溢
の
陶
酔
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
た
え
ず
直
接
的

に
与
え
ら
れ
る
自
己
と
い
う
横
溢
的
内
容
は
、
自
己
に
は
或
る
時
点
で
「
重
荷
（charge

）」
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
自
己
に

と
っ
て
は
「
実
存
の
重
み
」32
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
。
自
己
は
、
こ
の
重
荷
を
自
己
触
発
の
直
接
性
に
お
い
て
被
る
以
上
、
そ
れ
と
距
離

を
置
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
、
自
己
と
い
う
重
荷
が
「
耐
え
難
い
も
の
（intolérable

）」
と
し
て
現
れ
る
33
。
享
受
さ
れ
た
自
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己
は
、
い
ま
や
「
重
荷
」
と
し
て
「
支
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
（insupportable

）」
と
化
す
。「
こ
の
重
み
は
あ
ま
り
に
重
く
な
り
、

負
荷
（fardeau

）
と
し
て
、
支
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
負
荷
と
し
て
感
じ
ら
れ
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
事
実
に
由
来
す
る
。
つ
ま

り
、
生
は
、
自
分
が
背
負
っ
た
も
の
、
つ
ま
り
自
分
自
身
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
不
可
能
性

が
、〔
・
・
・
〕
重
荷
を
倍
加
し
、
そ
れ
を
耐
え
難
い
も
の
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
支
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
、
生
の
現
象
学

的
実
効
性
に
お
け
る
生
の
内
的
本
質
で
し
か
な
い
」34
。

自
己
が
自
己
自
身
に
と
っ
て
「
支
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
」
と
な
っ
た
時
点
で
、
自
己
に
は
「
生
で
は
あ
り
た
く
な
い
と
い
う
意

志
」、「
生
に
対
し
て
背
を
向
け
る
こ
と
（se

tourner
contre

la
vie

）」35
、「
自
己
の
重
荷
を
下
ろ
そ
う
と
意
志
す
る
こ
と
（vouloir

de
se

défaire
de
soi

）」36
、「
自
己
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
意
志
」37
が
生
じ
る
。
そ
れ
を
ア
ン
リ
は
「
生
が
自
分
自
身
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
意

志
」
と
名
づ
け
る
。
つ
ま
り
、
生
が
重
荷
へ
と
変
わ
っ
た
時
点
で
、
生
の
自
己
否
定
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

生
の
自
己
否
定
は
、
重
荷
を
下
ろ
そ
う
と
す
る
欲
求
で
あ
り
、
自
己
以
外
の
も
の
へ
と
変
わ
ろ
う
と
す
る
欲
求
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
自
己
否
定
が
、
実
際
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
自
己
と
の
紐
帯
を
切
断
す
る
こ
と
は
永
遠
に
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に

「
不
満
（m

écontentem
ent

）」
や
「
不
安
（angoisse
）」38
が
生
じ
る
。
そ
れ
を
ア
ン
リ
は
、
生
の
運
動
の
「
抑
圧
（refoulem

ent

）」39
と

表
現
す
る
。
こ
の
抑
圧
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
は
、
自
己
増
大
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
使
用
さ
れ
ず
に
た
だ
「
不
快
感
」
だ
け
を
生
じ
さ
せ
る
事

態
で
あ
る
。
自
己
増
大
の
運
動
は
、
阻
害
さ
れ
、
停
滞
と
膠
着
状
態
を
強
い
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
生
が
見
出
す
唯
一
の
解
決
策
は
、「
外
在
性
へ
の
逃
避
」40
で
あ
る
。
こ
の
逃
避
の
諸
様
態
が
、「
野
蛮
」
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
ア
ン
リ
は
、
そ
の
具
体
例
を
「
テ
レ
ビ
」
に
求
め
て
い
る
。
テ
レ
ビ
は
、
第
一
に
芸
術
作
品
で
は
な
く
科
学
技
術
の
産

物
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
れ
は
、
生
の
統
一
と
い
う
恒
常
性
か
ら
遊
離
し
て
、「
時
事
性
（actualité

）」41
と
い
う
た
え
ず
移
ろ
い
ゆ
く
つ
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か
の
間
の
映
像
を
与
え
続
け
る
。
ダ
フ
ニ
の
僧
院
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
と
い
う
原
―

イ
コ
ン
を
不
動
の
中
心
と
し
て
、
そ
れ
と
の
有

機
的
連
関
を
維
持
し
た
ま
ま
、
そ
の
周
辺
に
多
様
な
宗
教
画
が
配
さ
れ
て
い
た
の
と
は
対
照
的
に
、
テ
レ
ビ
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な

中
心
が
な
く
、
た
だ
映
像
の
経
過
が
「
消
え
去
る
た
め
に
の
み
」
視
聴
者
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
ア
ン
リ
は
、
生
―

の
―

世
界
が

破
壊
さ
れ
た
「
死
」
の
世
界
と
し
て
の
野
蛮
の
典
型
的
な
一
例
を
見
出
し
て
い
る
。

本
節
冒
頭
の
問
い
に
戻
れ
ば
、
こ
う
し
た
生
の
自
己
否
定
、
あ
る
い
は
自
己
破
壊
は
、
生
自
身
の
ど
の
よ
う
な
構
造
か
ら
必
然
的
に
帰

結
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
重
要
な
点
は
、
こ
う
し
た
生
の
自
己
増
大
か
ら
自
己
破
壊
へ
の
転
換
の
瞬
間
が
、
ア
ン
リ
に
と
っ
て
、
自
己
が

「
重
荷
」
と
な
り
、「
支
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
」
と
な
っ
た
瞬
間
に
求
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ア
ン
リ
は
、
こ
の
瞬
間
を
、
文

化
か
ら
野
蛮
へ
の
転
落
の
「
源
―

点
」42
と
み
な
し
て
い
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
自
己
は
「
支
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
（support-

able

）」
か
ら
「
支
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
（insupportable

）」
と
な
っ
た
の
か
。
こ
の
否
定
の
接
頭
辞
「
な
い
（in

）」
は
、
い
つ
、

ど
こ
か
ら
到
来
し
た
の
か
。

『
野
蛮
』
に
お
い
て
、
自
己
触
発
に
お
け
る
自
己
の
感
得
は
、
美
的
世
界
を
支
え
、
文
化
を
可
能
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
自
己

が
突
如
と
し
て
「
支
え
ら
れ
な
い
も
の
」
と
な
る
。
前
節
の
〈
大
地
〉
の
図
式
を
再
び
用
い
る
な
ら
、
身
体
は
、
自
然
を
、
一
方
で
、
そ

の
「
身
体
―

所
有
」
に
お
い
て
〈
大
地
〉
と
し
て
享
受
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
こ
の
同
じ
自
然
を
突
如
と
し
て
客
観
化
し
、
外
在
性
へ
逃

避
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
「
自
己
」
と
い
う
「
重
荷
」
が
、
突
如
と
し
て
支
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
へ
転
化
す
る
の
だ
ろ
う

か
。こ

の
問
い
に
対
し
て
、
い
つ
生
の
自
己
否
定
が
生
じ
る
か
に
つ
い
て
は
、『
野
蛮
』
は
、
次
の
よ
う
に
明
言
す
る
。
す
な
わ
ち
、
生
の

運
動
で
あ
る
「
力
」
が
、
そ
の
自
己
感
得
の
「
絶
頂
（paroxysm

e

）」
に
達
し
た
と
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
な
ぜ
こ
の
絶
頂
に
お
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い
て
突
如
、
自
己
否
定
が
生
ま
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、『
野
蛮
』
は
明
確
な
答
え
を
提
出
し
て
は
い
な
い
。「〔
こ
の
絶
頂
に
お
い
て
〕
わ

れ
わ
れ
は
、
力
の
行
使
を
、
そ
れ
固
有
の
存
在
論
的
条
件
の
否
定
と
い
う
形
態
以
外
で
は
、
考
え
る
こ
と
は
な
い
」43
と
述
べ
る
に
終
始

す
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
生
の
自
己
否
定
は
、「
緊
張
が
弛
緩
す
る
」44
事
態
と
し
て
も
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
一
連
の
生
の
自
己

否
定
的
契
機
が
、
い
か
に
し
て
自
己
触
発
構
造
の
な
か
に
統
合
さ
れ
う
る
の
か
に
つ
い
て
は
明
確
な
説
明
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
れ
は
、
生
の
原
初
事
実
の
よ
う
に
前
提
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

た
だ
、『
野
蛮
』
に
お
け
る
ア
ン
リ
の
一
連
の
思
索
か
ら
は
、
生
の
自
己
否
定
に
関
す
る
、
二
つ
の
重
要
な
言
及
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
第
一
に
、
教
育
へ
の
言
及
で
あ
る
。
一
方
で
、
ア
ン
リ
は
、
野
蛮
へ
転
落
す
る
生
の
自
己
否
定
の
運
動
が
、
生
の
必
然
的
契
機
で

あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
れ
が
必
然
的
契
機
で
あ
る
以
上
、
生
の
自
己
否
定
は
、
い
わ
ば
個
人
の
意
志
と
は
無
関
係
に
生
じ
る
過
程
と

い
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
個
人
は
、
決
し
て
文
化
か
ら
野
蛮
へ
の
転
落
に
抗
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
重
荷
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
る
の
は
、
個
人
の
意
志
の
弱
さ
ゆ
え
で
は
な
く
、
生
の
必
然
性
ゆ
え
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
他
方
で
、
ア
ン
リ
は
、
こ
の
野
蛮
へ
の
転
落
が
、
個
人
的
努
力
に
よ
っ
て
回
避
し
う
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
例
え
ば
、

『
野
蛮
』
第
七
章
に
お
い
て
ア
ン
リ
は
、「
教
育
」
に
そ
の
可
能
性
を
託
し
て
い
る
45
。
教
育
が
、
文
化
的
陶
冶
を
助
け
、
と
り
わ
け
哲
学

教
育
の
復
権
は
、
大
学
教
育
を
支
配
す
る
「
科
学
的
な
知
」
に
対
抗
し
う
る
可
能
性
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
46
。
し
た
が
っ
て
、
確
か
に

野
蛮
へ
の
転
落
を
、「
個
人
的
」
問
題
と
み
な
す
な
ら
、
生
の
自
己
否
定
と
は
、
個
人
の
資
質
の
問
題
へ
還
元
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

個
人
の
資
質
で
生
の
自
己
否
定
が
生
じ
る
な
ら
、
そ
れ
は
生
の
自
己
否
定
の
「
必
然
性
」
と
矛
盾
す
る
。
ア
ン
リ
は
こ
う
し
た
生
の
自
己

否
定
の
超
個
人
的
性
格
に
つ
い
て
両
義
的
立
場
に
と
ど
ま
り
続
け
る
。
こ
の
両
義
性
は
、

年
代
以
降
の
ア
ン
リ
が
主
題
化
す
る
「
生
」

と
「
自
己
」、
あ
る
い
は
「
絶
対
的
生
」
と
「
生
け
る
者
」
と
の
関
係
に
深
く
か
か
わ
る
。
と
い
う
の
も
、『
我
は
真
理
な
り
』
以
降
の
ア
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ン
リ
は
、
両
者
の
関
係
を
、
一
方
で
「
相
互
内
在
」
と
し
て
語
り
、
そ
の
区
別
を
最
小
化
し
つ
つ
、
他
方
で
、
独
特
な
意
味
で
の
「
超

越
」
と
し
て
語
る
こ
と
で
、
そ
の
区
別
を
最
大
化
す
る
と
い
う
両
義
的
態
度
を
と
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
創
造
活
動
の
不
在
へ
の
言
及
で
あ
る
。
野
蛮
へ
の
転
落
は
、
重
荷
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
瞬
間
に
駆
動
す
る
。
そ

れ
は
、
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
生
の
自
己
増
大
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
芸
術
の
創
造
活
動
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

事
態
を
〈
大
地
〉
の
概
念
に
よ
っ
て
表
現
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
生
が
、
身
体‐

所
有
を
通
じ
て
生
の
表
象
と
し
て
十
全
に
展
開
さ
れ
な

い
状
態
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
生
が
「
抵
抗
」
に
出
会
う
こ
と
が
な
く
、「
客
観
」
と
し
か
出
会
わ
な
い
状
態
と
等
し
い
。
し
か
し
、
生
が

望
ん
で
も
抵
抗
と
出
会
い
え
な
い
事
態
が
存
在
す
る
な
ら
、
生
は
、
抵
抗
を
自
ら
の
意
の
ま
ま
に
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
生
の
絶
対
的
先
行
性
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、
生
は
、〈
大
地
〉
す
ら
自
ら
産
出
す
る
と
主
張
す
る

な
ら
、
生
は
、
自
己
感
得
、
有
機
的
抵
抗
、
絶
対
的
抵
抗
と
の
区
別
を
す
べ
て
失
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

『
野
蛮
』
が
、
生
の
自
己
否
定
の
問
題
を
、
個
人
の
資
質
や
創
造
活
動
の
不
在
へ
還
元
す
る
と
き
、『
野
蛮
』
は
、
生＝

内
在
の
定
義
と

矛
盾
を
き
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
し
か
、
生
の
自
己
否
定
の
起
源
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
生
の
自
己
否
定
を
生
の
内
的
構
造
へ

組
み
込
む
こ
と
は
、
現
出
の
二
元
論
か
ら
生
の
一
元
論
へ
の
移
行
が
求
め
る
不
可
避
の
条
件
で
あ
る
。
し
か
し
、
内
在
と
異
質
な
超
越
を

内
在
内
部
に
位
置
づ
け
る
困
難
な
作
業
に
と
り
か
か
る
と
き
、
ア
ン
リ
の
思
考
は
、『
顕
現
の
本
質
』
で
獲
得
し
た
自
己
触
発
と
し
て
の

内
在
概
念
と
は
根
本
的
に
相
容
れ
な
い
事
象
に
対
峙
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
内
在
と
超
越
と
の
、

或
る
種
の
等
根
源
性
と
い
う
事
象
で
あ
る
。
ア
ン
リ
の
思
考
に
課
せ
ら
れ
た
こ
の
事
象
は
、
内
在
と
超
越
と
い
う
概
念
枠
組
だ
け
で
は
思

考
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
の
概
念
枠
組
を
内
側
か
ら
根
底
的
に
揺
る
が
す
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
こ
の
事
象
は
、

ア
ン
リ
の
思
考
に
と
っ
て
決
し
て
二
次
的
で
は
あ
り
え
な
い
。『
野
蛮
』
の
分
析
を
通
じ
て
浮
か
び
上
が
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
根
本
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的
事
象
で
あ
る
。
た
と
え
『
野
蛮
』
が
生
の
自
己
否
定
論
に
不
十
分
な
解
決
し
か
示
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
を
こ
の
事
象
へ

と
導
い
た
点
に
、『
野
蛮
』
独
自
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

結

以
上
、
本
稿
は
、『
野
蛮
』
が
文
化
と
し
て
定
義
す
る
内
実
を
、
美
的
世
界
の
記
述
を
通
し
て
確
認
し
た
の
ち
、
こ
の
文
化
が
野
蛮
へ

と
転
落
す
る
過
程
を
、「
身
体
―

所
有
」
の
概
念
を
て
が
か
り
と
し
て
探
り
、
最
終
的
に
そ
れ
が
「
生
の
自
己
否
定
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
る

過
程
を
概
観
し
た
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
こ
の
生
の
自
己
否
定
が
、
自
己
保
存
と
自
己
増
大
か
ら
成
る
生
の
運
動
の
内
的
構
造
へ
と
い
か

に
統
合
さ
れ
る
か
を
追
跡
し
、『
野
蛮
』
に
お
け
る
生
の
一
元
論
化
の
試
み
と
、
そ
の
困
難
へ
の
自
覚
的
対
応
を
明
ら
か
に
し
た
。

し
か
し
、
生
の
自
己
否
定
が
、
い
か
に
生
の
自
己
触
発
構
造
の
内
部
に
組
み
込
ま
れ
る
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、『
野
蛮
』
は
、
解

決
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
現
出
の
二
元
論
か
ら
生
の
一
元
論
へ
の
道
は
、『
野
蛮
』
に
お
い
て
十
分
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い

る
と
は
言
い
が
た
い
。
本
稿
の
分
析
は
、
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
同
じ
主
題
は
、『
マ
ル
ク
ス
』
の
領
有
論
、

『
精
神
分
析
の
系
譜
』
の
意
志
論
、
さ
ら
に
は
無
意
識
論
を
は
じ
め
と
す
る
『
顕
現
の
本
質
』
以
降
の
諸
分
析
に
お
い
て
、
断
続
的
な
形

で
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
解
決
の
糸
口
が
探
ら
れ
て
い
る
。『
野
蛮
』
も
事
実
、
野
蛮
の
生
成
を
「
政
治
経
済
の
超
越
論
的
生
成
」47
と
し

て
語
る
こ
と
で
『
マ
ル
ク
ス
』
を
参
照
し
、
ま
た
そ
れ
を
「
未
使
用
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
し
て
語
る
こ
と
で
『
精
神
分
析
の
系
譜
』
を
参

照
す
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
ら
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
の
自
己
否
定
論
に
対
す
る
ア
ン

リ
の
解
答
の
全
体
像
を
見
定
め
る
こ
と
と
し
た
い
。
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