
全
体
化
と
生

│
│
サ
ル
ト
ル
に
お
け
る
「
非
│
知
」
と
実
践
の
問
題
│
│

沼

田

千

恵

序

本
稿
の
目
的
は
、
サ
ル
ト
ル
が
初
期
思
想
か
ら
一
貫
し
て
、
自
ら
の
哲
学
の
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
る
「
全
体
化
（tatalisa-

tion

）」
と
い
う
作
用
を
、
実
践
的
生
（vécu
）⑴
の
地
平
に
お
け
る
知
（savior

）
の
あ
り
方
か
ら
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は

初
期
の
思
想
に
お
い
て
、
意
識
の
透
明
性
と
志
向
的
特
性
に
主
体
性
の
根
拠
を
置
き
、
無
意
識
的
領
域
を
主
体
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
立

場
を
取
っ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
生
の
地
平
に
お
け
る
人
間
の
在
り
方
や
他
者
理
解
お
よ
び
世
界
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
意
識
の

次
元
と
は
異
な
る
構
造
を
有
す
る
こ
と
を
、
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る
。
事
実
、
初
期
思
想
か
ら
の
彼
の
著
作
を
追
っ
て
い
く
と
、
生
の

地
平
（
い
わ
ゆ
る
体
験
）
に
お
け
る
人
間
存
在
の
在
り
方
は
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
実
存
主
義
的
な
人
間
理
解
と
は
慎
重
に
区
別
さ
れ

て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
こ
と
が
顕
著
に
う
か
が
わ
れ
る
の
は
、
初
期
の
自
我
論
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
、
生

地
平
に
お
け
る
非
反
省
的
意
識
に
つ
い
て
の
考
察
や
、
情
緒
に
つ
い
て
の
分
析
で
あ
り
、
他
者
経
験
を
他
人
に
対
す
る
「
羞
恥
」
の
感
情

と
し
て
記
述
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
晩
年
の
サ
ル
ト
ル
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
主
体
の
理
解
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
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れ
る
の
は
、
主
体
と
客
体
と
の
区
別
で
は
な
く
、「
そ
れ
が
自
分
の
存
在
に
な
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
の
不
可
避
性
」
な
の
で
あ
り
、
さ
ら

に
そ
の
こ
と
が
、「
単
に
受
動
的
に
自
分
の
存
在
に
な
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
と
は
異
な
る
意
味
を
有
す
る
と
い
う
点
で
あ

る
⑵
。で

は
こ
の
よ
う
に
、
人
間
が
一
連
の
思
考
や
行
動
を
自
分
自
身
に
帰
属
さ
せ
る
働
き
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
晩
年
の
サ
ル
ト
ル
は
、
一
九
六
一
年
に
ロ
ー
マ
で
行
わ
れ
た
講
演
に
続
く
討
論
会
に
お
い
て
、
自
ら
の
思
想
を

敷
衍
す
る
形
で
、
人
間
は
「
絶
対
的
な
現
前
の
状
態
の
う
ち
に
自
分
自
身
を
生
き
て
し
ま
う
」
と
述
べ
、
わ
れ
わ
れ
の
生
の
領
域
に
お
い

て
、
わ
れ
わ
れ
は
常
に
自
己
と
の
関
係
に
お
い
て
、「
非
│
知
」（non-savoir

）
の
状
態
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
視
点
を
強
調
し

て
い
る
。
サ
ル
ト
ル
も
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
人
間
を
「
謎
め
い
た
根
源
」
へ
と
引
き
戻
す
も
の
で
は
な
く
、
人
間
が
自
分
自
身
を
知

る
仕
方
は
何
よ
り
も
「
認
識
を
除
外
す
る
」
こ
と
に
お
い
て
成
立
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
⑶
。

で
は
わ
れ
わ
れ
の
生
の
次
元
の
在
り
方
を
、「
非
│
知
」
を
含
む
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
サ
ル
ト
ル
哲
学
に
お
け
る

主
体
性
の
在
り
方
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
果
た
し
て
そ
こ
に
は
、
新
た
な
視
点
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
本
稿
は
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
に
、
サ
ル
ト
ル
の
一
連
の
著
作
で
の
主
体
性
に
つ
い
て
の
言
及
を
追
っ
て
み
た
い
。

一
．
生
と
非
反
省
的
意
識
│
内
面
性
の
表
現
と
し
て
の
〈
我（Je

）〉

サ
ル
ト
ル
は
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
四
〇
年
代
に
発
表
さ
れ
た
初
期
著
作
に
お
い
て
、
す
で
に
生
の
地
平
に
つ
い
て
の
自
己

覚
知
に
つ
い
て
の
記
述
を
、
意
識
の
次
元
に
お
け
る
記
述
と
区
別
し
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
中
で
最
も
早
い
時
期
に
発
表
さ
れ
て
い
る
の

が
、『
自
我
の
超
越
』（
一
九
三
七
）
に
お
け
る
、
意
識
と
自
我
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
論
文
の
中
心
と
な
る
の
は
、
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超
越
論
的
我
を
「
現
実
的
化
し
（réaliser

）」、
そ
れ
を
意
識
に
と
っ
て
の
必
然
的
な
「
随
伴
物
（com

pagnon

）」
と
見
な
す
こ
と
へ
の

批
判
で
あ
る
。
意
識
の
志
向
性
に
基
づ
け
ら
れ
る
主
体
の
在
り
方
に
お
い
て
は
、
実
体
的
な
超
越
的
存
在
は
主
体
か
ら
排
除
さ
れ
、
内
容

を
持
た
な
い
運
動
と
し
て
の
超
越
の
働
き
こ
そ
が
自
発
性
の
根
拠
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
サ
ル
ト
ル
は
、
カ
ン
ト
が
述
べ
た
よ
う
に
、「
我

思
う
（le

Je
pense

）」
が
、
わ
れ
わ
れ
の
表
象
の
統
一
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
「
権
利
上
の
」
存
在
で
あ
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る

が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
の
表
象
が
常
に
人
称
性
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
⑷
。
こ
の
点
に
つ
い
て
サ
ル
ト

ル
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
事
実
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
経
験
の
可
能
性
の
諸
条
件
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一

つ
が
、
私
の
知
覚
や
思
考
が
常
に
、
私�

の�

も�

の�

で
あ
る
と
見
な
し
う
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
す
べ
て
で
あ
る
」⑸
。「
カ
ン
ト
は
経
験
的

意
識
が
事
実
上
構
成
さ
れ
る
仕
方
に
つ
い
て
、
関
わ
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
し
、
彼
は
そ
れ
を
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
が
行
っ
た
よ
う
に
、
至

高
の
意
識
、
つ
ま
り
、
構
成
的
な
超
意
識
か
ら
そ
れ
を
演
繹
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
決
し
て
な
い
」⑹
。

こ
こ
で
の
サ
ル
ト
ル
の
論
点
は
、
わ
れ
わ
れ
の
表
象
が
そ
こ
か
ら
演
繹
さ
れ
る
よ
う
な
超
越
的
実
体
の
徹
底
的
排
除
を
目
的
と
し
、
超

越
を
基
礎
と
す
る
意
識
の
自
発
性
を
、
人
間
存
在
の
在
り
方
を
説
明
す
る
絶
対
的
原
理
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
超
越
論
的

我
と
は
意
識
の
死
で
あ
る
。
実
際
、
意
識
の
存
在
が
一
つ
の
絶
対
で
あ
る
は
、
意
識
が
自
分
自
身
を
意
識
し
て
い
る
か
ら
で
、
つ
ま
り
、

意
識
の
存
在
の
仕
方
は
、
自
己
意
識
で
あ
る
が
、
と
は
い
え
、
意
識
が
自
分
自
身
を
意
識
す
る
に
は
、
そ
れ
が
或
る
超
越
的
対
象
の
意
識

で
あ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
」⑺
。

以
上
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
意
識
に
お
い
て
は
、
そ
の
個
別
性
と
内
面
性
は
、
意
識
が
自
分
自
身
を
対
象
と
し
て
捉
え
、
自
ら
限

界
づ
け
る
こ
と
の
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
。
よ
っ
て
〈
我
〉
は
意
識
の
統
一
原
理
で
は
な
く
、
そ
の
絶
対
的
内
面
性
の
表
現
で
し
か
あ

り
え
な
い
の
で
あ
る
⑻
。
こ
の
よ
う
に
、『
自
我
の
超
越
』
に
お
け
る
サ
ル
ト
ル
の
意
図
は
あ
く
ま
で
も
、
志
向
性
を
意
識
の
構
成
的
要

素
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
意
識
の
自
発
性
と
能
動
性
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
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同
時
に
「
行
為
」
や
「
生
」
を
問
題
に
し
た
主
体
の
あ
り
方
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
サ
ル
ト
ル
の
言
及
を
見
よ
う
。

「
と
こ
ろ
で
、
私
の
反
省
し
て
い
る
意
識
は
、
私
を
対
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
こ
の
定
立
的
行
為

に
よ
っ
て
、
措
定
さ
れ
る
の
は
、
意�

識�

の�

思
惟
（sa

pensée

）
で
は
な
い
」⑼
。「
こ
の
意
識
は
そ
れ
を
私
の
意
識
の
対
象
と
し
て
措
定
す

る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
私
は
私
の
注
意
を
、
蘇
ら
せ
た
対
象
へ
と
向
か
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
と
言

っ
て
、
私
は
自
己
意
識
を
見
失
う
こ
と
な
く
、
そ
れ
と
の
あ
る
種
の
共
犯
性
（com

plicité

）
を
も
っ
て
、
対
象
定
立
的
で
は
な
い
仕
方

で
そ
の
内
容
を
整
理
し
つ
つ
、
そ
れ
を
行
う
」⑽
。

こ
の
よ
う
に
、『
自
我
の
超
越
』
に
お
け
る
サ
ル
ト
ル
の
立
場
は
、
意
識
の
統
一
原
理
と
し
て
の
我
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
一
方
で
、

わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
行
為
に
お
い
て
は
、
私
の
意
識
は
対
象
へ
と
向
け
ら
れ
て
お
り
、〈
我
〉
は
「
存
在
し
な
い
」
と
さ
え
述
べ
る
。

過
ぎ
去
っ
た
意
識
を
再
構
成
す
る
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
反
省
的
回
想
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
自
己
意
識
の

存
在
が
反
省
作
用
に
依
拠
す
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
す
る
の
で
は
な
い
⑾
。「
反
省
的
意
識
に
〈
我
〉
が
現
れ
る
の
を
誰
も
否
定
は
し

な
い
。
問
題
は
、
私
の
読
書
の
反
省
的
回
想
（「
私
は
読
書
を
し
て
い
た
」）
│
そ
れ
も
性
質
上
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
が
│
を
、
そ
の
非

反
省
的
回
想
に
対
置
す
る
こ
と
で
あ
る
」⑿
。「
よ
っ
て
、
一
方
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
非
反
省
的
意
識
の
非
反
省
的
回
想
は
、
私
に
自
我
の
な

い
意
識
を
示
し
、
他
方
で
は
、
意
識
の
本
質
直
観
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
理
論
的
考
察
に
よ
っ
て
、〈
我
〉
が
〈
体
験
〉
の
内
的
構
造
の
一

部
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
、
認
め
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
」⒀
。

同
様
の
立
場
は
、
同
時
期
に
書
か
れ
た
心
理
学
批
判
で
あ
る
『
情
緒
論
素
描
』（
一
九
三
九
）
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
。
サ
ル
ト
ル

は
情
緒
（ém

otion

）
に
つ
い
て
、
ジ
ャ
ネ
が
論
じ
る
「
転
化
」（dérivation
）
と
い
う
働
き
を
参
照
し
、
情
緒
を
「
挫
折
し
た
行
為
」

（conduite
d’échec

）
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
身
体
的
要
素
で
は
な
く
、
心
的
要
素
に
基
礎
付
け
る
こ
と
を
復
権
し

た
ジ
ャ
ネ
の
立
場
を
評
価
す
る
⒁
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
サ
ル
ト
ル
は
、
情
緒
を
単
に
「
心
的
混
乱
の
相
関
者
」
で
は
な
く
、
そ
れ
を
「
挫
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折
し
た
行
為
に
つ
い
て
の
意
識
」
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
の
行
為
を
意
識
の
働
き
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。「
誰
で
も

冷
や
か
し
合
っ
て
い
て
、
勝
負
が
互
角
の
間
は
平
静
で
い
る
が
、
一
度
返
答
に
詰
ま
る
と
、
丁
度
そ
の
時
か
ら
苛
立
っ
て
く
る
と
い
う
こ

と
を
思
い
出
さ
な
い
人
は
い
る
ま
い
」⒂
。
こ
の
場
合
の
返
答
に
詰
ま
っ
た
人
物
の
苛
立
ち
は
、
自
分
が
う
ま
く
で
き
な
い
「
上
位
」
の

行
為
の
代
替
の
行
為
と
し
て
、
意
味
を
持
つ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
サ
ル
ト
ル
の
視
点
か
ら
言
え
ば
、
問
題
は
こ
の
代
替
行
為
が
何
に

よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
サ
ル
ト
ル
は
同
時
に
、「
ジ
ャ
ネ
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
克
服
し
得
た
の
は
、

彼
の
学
説
が
表
立
っ
て
は
排
斥
し
て
い
る
目
的
性
の
観
念
を
暗
々
裡
に
使
用
し
て
い
る
」
が
故
で
あ
る
と
言
う
⒃
。
そ
の
場
合
に
指
摘
さ

れ
る
の
は
、
ジ
ャ
ネ
が
述
べ
る
よ
う
な
転
化
の
働
き
が
、「
神
経
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
の
「
無
分
別
な
」
方
向
転
換
に
よ
っ
て
、
実
現
さ
れ

る
上
位
の
行
為
の
代
償
行
為
と
み
な
さ
れ
う
る
こ
と
へ
の
異
論
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
、「
挫
折
」
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
行
為
は
、
意
識
が
「
上
位
の
」
行
為
を
可
能
性
と
し
て
提
示
し
う
る
限
り
に
お
い
て
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
情
緒
論
素
描
』
に
お
い
て
も
サ
ル
ト
ル
の
議
論
の
第
一
の
目
的
は
、
情
緒
に
対
す
る
意
識
の
介
入
を
主
張
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
意
識
に
お
け
る
構
成
的
特
性
を
保
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
サ
ル
ト
ル
は
こ
の
同
じ
著
作
に
お
い
て
、
逆
説

的
な
形
で
、
主
体
自
ら
が
、
自
己
の
可
能
性
を
隠
蔽
す
る
よ
う
な
傾
向
の
重
要
性
も
同
時
に
指
摘
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
サ
ル
ト
ル
が
ジ

ャ
ネ
を
批
判
す
る
際
に
引
き
合
い
に
出
す
、
転
化
と
い
う
作
用
は
、
困
難
に
遭
遇
し
た
者
が
行
う
、
下
位
の
行
為
へ
の
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
方
向
転
換
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、「
自
動
的
な
性
格
」
が
存
在
す
る
と
言
う
⒄
。
激
し
い
感
情
に
襲
わ
れ
て
転
倒
す
る

こ
と
を
繰
り
返
す
一
人
の
女
性
の
行
為
と
は
、
彼
女
が
父
親
の
看
病
に
疲
れ
、
そ
の
行
為
を
「
維
持
し
え
な
い
看
病
と
い
う
行
為
」
の
代

替
と
し
て
捉
え
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
⒅
。
ジ
ャ
ネ
に
対
す
る
サ
ル
ト
ル
の
議
論
の
核
心
は
、
こ
の
人
物
が
、
自
分
の
行
為
の
位
置
づ

け
に
つ
い
て
、
無
自
覚
で
あ
り
、
彼
女
が
と�

っ�

さ�

に�

自
分
が
な
し
う
る
行
為
に
身
を
投
じ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
サ
ル

ト
ル
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
私
た
ち
が
個
人
を
諸
行
為
の
一
体
系
と
し
て
客
観
的
に
考
察
す
る
場
合
、
そ
し
て
、
転
化
と
い
う
こ
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と
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
挫
折
と
は
何
も
の
で
も
な
く
、
そ
れ
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
た
だ
行
為
に
関
わ
る
身
体
的

表
現
の
と
り
と
め
も
な
い
、
総
体
の
置
き
換
え
だ
け
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
」⒆
。

こ
の
よ
う
に
サ
ル
ト
ル
は
、
ジ
ャ
ネ
の
言
う
「
転
化
」
の
行
為
に
お
い
て
は
、
主
体
が
自
ら
の
行
為
の
原
因
に
つ
い
て
、
無
自
覚
で
あ

る
限
り
そ
れ
は
「
挫
折
」
と
し
て
は
認
識
さ
れ
ず
、
主
体
の
意
識
が
本
来
目
的
と
す
る
上
位
の
行
為
と
の
関
係
に
お
い
て
こ
そ
、
成
立
し

う
る
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
意
識
の
自
発
性
に
基
づ
い
て
、「
挫
折
」
の
行
為
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
主
体
が
上
位
の
行
為
を
何
ら

か
の
仕
方
で
、
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
よ
っ
て
主
体
が
上
位
の
行
為
を
取
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
自
己
の
取
り
う
る
行

為
の
可
能
性
を
理
解
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
隠
蔽
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
と
言
え
る
。

以
上
に
述
べ
た
視
点
に
お
い
て
は
、
サ
ル
ト
ル
は
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
対
象
定
立
的
で
は
な
い
把
握
の
仕
方
を
念
頭
に
置
い
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、『
存
在
と
無
』
や
同
時
期
の
想
像
力
に
つ
い
て
分
析
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
論
点
は
、
人
間
が
自

己
の
可
能
性
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
「
欺
瞞
的
」
態
度
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
人
間
存
在
の
本
来
的
あ
り
方
に
逆
行
す
る
、
惰

性
的
生
の
側
面
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
は
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
、
発
展
し
て
い
く
の
だ

ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

二
．
生
と
信
憑
│
隔
た
り
な
き
現
前

初
期
思
想
に
は
、
も
う
一
つ
の
重
要
な
論
点
が
存
在
す
る
。
情
緒
論
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
生
と
信
憑
（croyance

）
と
の
関
係
で

あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
情
緒
の
起
源
は
「
世
界
を
前
に
し
た
、
自
発
的
で
、
生
き
ら
れ
た
意
識
の
退
化
（dégradation

）」
で
あ
る
と
述
べ

る
⒇
。
こ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
意
識
が
世
界
に
対
し
て
単
に
意
味
付
与
作
用
の
み
を
行
う
の
で
は
な
く
、「
自
分
が
形
成
し
た
世
界
を
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生
き
る
」
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
我
々
は
世
界
の
把
握
に
お
い
て
、
自
ら
出
現
さ
せ
た
世
界
の
囚
わ
れ
と
な

り
、
そ
の
世
界
を
「
被
る
（subir

）」
こ
と
に
よ
り
、
生
の
地
平
に
身
を
置
く
。
こ
の
こ
と
を
、
例
え
ば
「
恐
怖
（horreur

）」
を
例
に
考

え
て
み
よ
う
。

我
々
が
「
恐
ろ
し
い
」
と
い
う
情
緒
に
か
ら
れ
る
場
合
、
我
々
は
こ
の
「
恐
ろ
し
い
」
と
言
う
情
緒
的
な
性
格
を
自
由
に
出
現
さ
せ
た

り
、
押
し
止
め
た
り
す
る
事
は
で
き
な
い
。
我
々
は
恐
怖
の
あ
ま
り
、
体
が
震
え
た
り
、
逃
げ
出
し
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
我
々

は
そ
こ
か
ら
自
由
に
抜
け
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
が
恐
怖
の
あ
ま
り
逃
げ
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
情
緒
を
伴
わ
な
い
よ
う
な
、
単
に

「
走
る
」
と
い
う
行
為
に
お
い
て
は
、
説
明
さ
れ
え
な
い
。
サ
ル
ト
ル
は
こ
う
述
べ
る
。「
意
識
は
単
に
自
分
を
取
り
巻
い
て
い
る
世
界
に

情
感
的
意
味
を
付
与
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
自
分
が
今
し
が
た
形
成
し
た
新
し
い
世
界
を
生
き
る
。
し
か
も
そ
れ
を
直�

接�

的�

に�

生�

き�

、
そ

れ
に
心
を
奪
わ
れ
、
行
為
が
作
り
始
め
る
性
質
を
身�

に�

受�

け�

る�

」21
（
傍
点
引
用
者
）。

よ
っ
て
情
緒
は
、
世
界
を
自
ら
変
容
し
、
こ
の
変
容
し
た
世
界
に
対
し
て
、「
距
離
の
な
い
現
前
」
と
し
て
、
身
を
置
く
こ
と
を
意
味

す
る
。
こ
う
し
た
変
容
に
お
い
て
は
、
意
識
が
身
を
置
く
世
界
を
全
面
的
に
信
憑
し
、
そ
の
世
界
に
対
し
て
「
気
ま
じ
め
（sérieux

）
で

あ
る
こ
と
」＝

意
識
の
昏
迷
化
（obscurcissem

ent
）
の
実
現
が
伴
う
。
ま
さ
に
「
綜
合
的
全
体
と
し
て
」
世
界
を
把
握
す
る
た
め
に
、

意
識
は
行
為
の
地
平
に
身
を
置
き
、
身
体
を
変
容
す
る
22
。
し
た
が
っ
て
、
情
緒
的
行
為
│
家
族
の
看
病
に
疲
れ
た
人
が
何
度
も
転
ん
だ

り
、
恐
怖
に
襲
わ
れ
た
人
が
、
震
え
た
り
す
る
こ
と
│
は
、
人
間
が
全
体
的
存
在
と
し
て
、
身
体
を
介
し
て
、
変
容
さ
れ
た
世
界
を
把
握

し
よ
う
と
す
る
働
き
に
他
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
に
は
、
主
体
に
関
す
る
重
要
な
視
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
意
識
は
生
の
世
界
に
没
入
す
る
こ
と
に
お
い

て
、
自
ら
の
自
発
性
を
退
化
さ
せ
、
そ
の
代
替
行
為
で
あ
る
身
体
的
表
出
と
し
て
の
自
己
の
存
在
と
合
致
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
的
生
の
地
平
に
お
け
る
意
識
の
傾
向
性
に
つ
い
て
、
サ
ル
ト
ル
は
そ
れ
を
「
気
ま
じ
め
」
と
し
て
記
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述
し
て
い
る
。「
情
緒
は
あ
る
行
動
を
と
る
動
転
し
た
身
体
に
現
れ
る
。
動
転
は
、
行
為
に
お
い
て
た
ど
ら
れ
う
る
が
、
そ
れ
で
も
、
行

為
が
構
成
す
る
の
は
、
そ
の
動
転
の
形
と
意
味
で
あ
る
。
他
方
、
こ
の
動
転
が
な
け
れ
ば
、
行
為
は
純
粋
な
意
味
・
情
感
的
図
式
に
な
っ

て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
綜
合
的
形
式
こ
そ
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
魔
術
的
行
為
を
信�

憑�

す�

る�

た�

め�

に�

は�

、
動
転
し
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」23
。

さ
ら
に
こ
こ
で
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
先
ほ
ど
取
り
上
げ
た
『
自
我
の
超
越
』
に
お
い
て
サ
ル
ト
ル
が
述
べ
る
、
二
つ
の

反
省
の
意
味
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ピ
エ
ー
ル
に
対
す
る
私
の
憎
し
み
の
感
情
は
、「
体
験
を
通
じ
て
」
現
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

私
の
憎
し
み
の
体
験
に
極
限
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、「
超
越
的
対
象
」
で
あ
る
。「
そ
れ
は
嫌
悪
や
反
発
や
、
怒
り
な
ど
の
諸
運
動
に
お
い

て
、
そ
れ
を
通
じ
て
与
え
ら
れ
る
が
、
同
時
に
こ
の
憎
し
み
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
ど
れ
で
も
な
く
、
そ
の
恒
久
性
を
確
信
し
つ
つ
も
、

そ
れ
ら
か
ら
逃
れ
出
る
」24
。
そ
し
て
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
反
省
の
働
き
を
超
越
的
対
象
へ
と
関
係
づ
け
、
そ
こ
へ
と
無
限
に
遡
行
す
る

こ
と
を
試
み
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
反
省
の
領
域
を
超
え
て
、「
自
分
の
知
っ
て
い
る
以
上
の
こ
と
を
確
信
す
る
」
こ
と
に
な
る
。
こ

の
点
に
関
し
て
は
、
サ
ル
ト
ル
は
以
下
の
よ
う
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
。「
こ
の
場
合
に
は
、
私
は
私
の
状
態
と
そ
の
発
現
と
を
決
定
的
に
分

離
し
て
、
感
情
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、（
象
徴
と
考
え
ら
れ
る
）
一
切
の
発
現
を
象
徴
的
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
、
感

情
と
そ
の
発
現
と
の
間
に
因
果
関
係
を
想
定
す
る
よ
う
に
な
り
、
よ
っ
て
こ
こ
に
無
意
識
が
姿
を
現
す
こ
と
に
な
る
」25
。

上
記
の
言
及
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
反
省
を
背
後
に
あ
る
因
果
関
係
へ
と
無
限
に
遡
り
、
現
前
す
る
対
象
と
の
関
係
に
別
の
象
徴
的

関
係
を
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
は
、
生
の
地
平
を
対
象
化
し
よ
う
と
す
る
「
不
純
な
（im

pure

）」
反
省
で
あ
る
。
我
々
は
こ
う
し
た
反

省
に
よ
っ
て
、「
憎
し
み
」
の
意
識
を
超
越
的
対
象
と
し
て
形
成
し
、
こ
の
対
象
と
の
「
共
犯
的
（com

plice

）」
関
係
を
結
ぼ
う
と
す

る
。
私
は
私
の
憎
し
み
の
原
因
を
超
越
的
対
象
に
帰
属
さ
せ
、
対
象
の
「
超
越
的
意
味
」
を
「
内
在
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
」
で
あ
る
と
錯
覚
し

て
し
ま
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
純
粋
な
反
省
は
、
眼
前
の
対
象
に
全
面
的
に
没
頭
す
る
反
省
で
あ
る
。
こ
の
反
省
は
「
単
に
記
述
的
」
で
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あ
り
、
そ
の
瞬
間
性
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
を
対
象
化
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
意
識
を
「
無
力
に
す
る
」
も
の
で
あ

る
26
。「
意
識
が
世
界
を
形
成
す
る
の
は
、
意
識
が
自
分
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
も
っ
と
も
内
的
な
も
の
を
も
っ
て
で
あ
り
、
世
界
に
対

す
る
自
分
の
観
点
の
、
自
分
自
身
へ
の
隔
た
り
な
き
現
前
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
情
緒
を
起
こ
し
て
い
る
意
識
は
、
眠
り
込
ん
で
い
る
意
識

に
よ
く
似
て
い
る
。
後
者
も
前
者
と
同
じ
く
、
新
し
い
世
界
に
身
を
投
じ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
新
た
な
世
界
を
、
身
体
を
通
じ
て
生
き
か

つ
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
綜
合
的
全
体
と
し
て
、
自
分
の
身
体
を
変
形
す
る
」27
。

こ
れ
ら
の
情
緒
に
関
す
る
サ
ル
ト
ル
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
生
の
地
平
に
お
け
る
人
間
の
在
り
方
に
は
、
意
識
の
変
容
が
見
て
取
れ
る
。

そ
こ
に
は
二
つ
の
重
要
な
特
性
が
見
出
さ
れ
る
。
一
つ
は
反
省
的
な
自
己
意
識
を
極
限
ま
で
「
無
力
化
」
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
対
象
に
没
入
す
る
純
粋
反
省
の
次
元
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
身
体
的
表
出
と
し
て
の
生
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一

つ
は
、
意
識
が
対
象
の
囚
わ
れ
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
を
無
限
に
超
え
出
る
存
在
を
把
握
し
、
対
象
と
世
界
に
対
し
て
あ
た
か
も

「
永
遠
的
」
で
あ
る
か
の
よ
う
な
性
質
を
与
え
る
と
い
う
側
面
で
あ
る
28
。
我
々
が
或
る
情
緒
（
例
え
ば
、
恐
怖
）
に
襲
わ
れ
る
と
き
、

私
は
そ
れ
を
単
な
る
意
識
と
し
て
で
は
な
く
、
身
体
的
表
出
と
し
て
表
現
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
私
が
そ
れ
へ
と
没
入
し

て
い
く
、
自
分
を
超
え
出
る
存
在
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
私
が
抱
く
恐
怖
は
、
瞬
間
的
な
意
識
の
連
続
で
あ
っ
て
、
決
し
て
実
体

的
な
〈
我
〉
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
対
象
の
性
質
を
「
実
体
的
」
で
あ
る
と
断
言
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
の
恐
怖
が
将
来
も
続
く
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
感
す
る
。

「
し
た
が
っ
て
、
ど
の
情
緒
の
中
に
も
一
群
の
情
感
的
な
〈
予
持
（protentsion

）〉
が
あ
り
、
そ
れ
が
未
来
へ
と
向
か
い
、
未
来
を
情

緒
的
な
光
の
下
で
構
成
す
る
。
私
た
ち
は
、
私
た
ち
を
つ
ら
ぬ
く
一
つ
の
性
質
を
情
緒
的
に
生
き
、
そ
れ
を
身
に
感
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て

全
面
的
に
追
い
超
え
ら
れ
る
。
突
然
情
緒
は
自
分
自
身
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
自
分
自
身
を
超
越
す
る
。
そ
れ
は
日
常
生
活
の
平
凡
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
は
な
く
、
絶
対
的
な
も
の
の
直
観
な
の
で
あ
る
」29
。
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三
．
主
観
性
の
客
観
化
│
対
象
性
と
自
己
欺
瞞

以
上
に
お
い
て
、
サ
ル
ト
ル
の
自
我
論
及
び
情
緒
論
に
基
づ
き
、
生
（vécu

）
と
意
識
と
の
関
係
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
初
期
思
想
に

お
い
て
は
、
意
識
の
自
発
性
と
構
成
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
わ
れ
わ
れ
が
み
ず
か
ら
の
生
を
生
き
る
こ
と
は
、
反

省
的
自
己
意
識
の
極
小
化
（
あ
る
い
は
無
力
化
）
と
、
一
体
化
し
て
お
り
、
生
の
反
省
的
把
握
は
、「
体
験
」
の
次
元
と
区
別
さ
れ
て
い

た
。
で
は
、
以
後
サ
ル
ト
ル
は
、
生
の
地
平
に
あ
る
主
体
性
の
考
察
を
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
か
、
次
に
こ
の
問
題
を
主
体
性

の
理
解
に
つ
い
て
の
サ
ル
ト
ル
の
力
点
の
移
動
と
と
も
に
考
え
て
い
こ
う
。

初
期
以
降
の
サ
ル
ト
ル
思
想
に
お
い
て
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
集
団
お
よ
び
社
会
に
お
け
る
主
観
の
対
象
化
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

初
期
著
作
に
続
く
時
期
の
思
想
的
構
想
を
記
し
た
『
道
徳
に
関
す
る
ノ
ー
ト
』
に
お
い
て
も
、
主
体
性
の
問
題
は
、
そ
れ
自
身
で
論
じ
ら

れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
対
象
化
（objectivation
）」
と
の
関
係
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
草
稿
に
お
い
て
、
道
徳
的
価
値

に
つ
い
て
彼
は
こ
う
述
べ
る
。「
諸
価
値
は
気
ま
じ
め
な
精
神
に
と
っ
て
は
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
即
自
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
自
分
の
も

の
で
は
な
い
意
識
に
よ
っ
て
、
定
立
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
私
を
抑
圧
す
る
。
私
自
身
の
性
質
と
は
、
他
者
に
よ
っ
て
超
越
さ
れ
た

対
象
性
と
し
て
の
限
り
で
自
分
自
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」30
。

こ
の
点
に
つ
い
て
も
サ
ル
ト
ル
は
生
と
の
関
係
に
お
い
て
、
興
味
深
い
問
題
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
と
は
客
観
化
さ
れ

た
価
値
の
体
系
で
あ
る
が
、
我
々
は
道
徳
に
お
い
て
、
観
念
を
適
用
す
る
の
で
は
な
い
。
我
々
は
そ
こ
に
「
紛
れ
込
む
（s’y

couler

）」。
道
徳
観
念
は
、
最
初
は
遠
く
に
あ
っ
て
、
対
象
と
し
て
現
れ
る
が
、
我
々
が
そ
れ
に
接
近
し
て
、
そ
れ
を
行
う
や
い
な
や
、

そ
の
観
念
性
は
消
失
す
る
。
す
な
わ
ち
、
私
は
対
象
と
し
て
定
立
さ
れ
た
価
値
と
し
て
の
思
惟
を
「
生
き
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
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る
31
。
よ
っ
て
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
は
、
生
地
平
に
お
け
る
主
体
性
の
理
解
の
核
心
は
、
思
惟
と
し
て
の
客
観
化
さ
れ
た
価
値
を
主
体
的

生
の
領
域
に
お
い
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
「
自
己
欺
瞞
の
罠
」（ruse

de
la

m
auvaise

foi

）
な
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
敷
衍
し
よ
う
。

「
自
己
欺
瞞
」
は
我
々
が
他
者
に
対
し
て
、
あ
る
べ
き
自
己
と
の
完
全
な
一
致
を
表
出
し
よ
う
と
す
る
企
て
で
あ
る
。
例
え
ば
、
誠
実

な
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
り
、
勤
勉
な
社
員
で
あ
る
こ
と
、
自
分
に
は
そ
れ
以
外
の
存
在
の
仕
方
が
な
い
か
の
よ
う
な
、
こ
の
振
る
舞
い
は
、

意
識
の
自
己
超
出
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
自
己
欺
瞞
的
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
は
こ
の
振
る
舞
い
を
、
私
の

主
体
性
の
名
の
下
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
他
者
に
対
し
て
示
そ
う
と
す
る
。「
私
は
観
念
に
な�

る�

の
で
あ
る
。
同
時
に
も
っ
ぱ

ら
こ
の
観
念
だ
け
を
、
私
は
自
ら
に
閉
じ
込
め
る
。
よ
っ
て
、
そ
れ
は
他
者
に
対
し
て
対
象
化
さ
れ
る
」32
。

こ
の
よ
う
に
、
自
己
欺
瞞
の
概
念
が
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
生
の
地
平
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
主
体
性
が
対
象
化
さ
れ
た
存
在
と
し

て
表
出
さ
れ
、
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
「
自
ら
の
意
思
に
お
い
て
」
こ
の
対
象
化
さ
れ
る
生
を
生
き
よ
う
と
す
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

「
私
は
観
念
に
流
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
在
性
と
い
う
装
甲
（carapace

）
を
ま
と
う
。
私
は
一�

人�

の�

コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
と
な
り
、
一�

人�

の�

観
念
論
者
と
な
る
」33
。

よ
っ
て
、
道
徳
的
観
念
は
人
間
を
自
分
が
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
存
在
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
で
あ
る
と
か
、

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
と
い
っ
た
他
者
の
視
点
を
私
の
う
ち
に
浸
透
さ
せ
る
働
き
を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
は
、「
即
自
化
さ
れ
た

対
自
」
と
な
る
。「
こ
の
瞬
間
か
ら
、
私
が
模
索
し
た
り
再
発
見
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
コ
ミ
ュ
ニ

ス
ト
と
し
て
の
特
性
を
私
は
ヘ
ク
シ
ス＝

習
慣
に
よ
っ
て
所
有
す
る
。（
…
）
そ
れ
は
私
の
特
性
で
あ
り
、
私
の
性
質
な
の
で
あ
る
」34
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
は
道
徳
的
行
為
に
お
い
て
は
、
観
念
の
内
に
入
り
こ
み
、
観
念
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
、
規
定
さ
れ
る
生
を
「
体

験
」
と
し
て
被
る
。
こ
れ
は
主
体
そ
の
も
の
が
内
面
性
を
外
在
化
す
る
生
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
集
団
の
中
で
主
体
が
被
る
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変
容
そ
の
も
の
を
表
し
て
い
る
。「
事
実
、
わ
れ
わ
れ
は
人
類
を
対
象
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
認
識
が
決
定

さ
れ
る
の
は
、
絶
対
的
主
観
性
と
い
う
基
底
に
基
づ
い
て
で
あ
る
」35
。

同
様
の
視
点
は
後
の
著
作
で
あ
る
『
弁
証
法
的
理
性
批
判
』
に
お
い
て
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。「
全
体
性
は
、
諸
部
分
の
総
体
と
は

根
本
的
に
区
別
さ
れ
る
存
在
と
し
て
定
義
さ
れ
、
そ
の
存
在
は
│
同
じ
形
態
で
あ
れ
、
別
の
形
態
で
あ
れ
│
そ
の
各
部
分
に
全
面
的
に
見

い
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
諸
部
分
の
一
部
な
い
し
は
多
数
と
の
間
の
関
係
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
全
部
分
あ
る
い
は
多
数
の
部
分
の

間
に
存
在
す
る
関
係
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
そ
う
し
た
関
係
に
よ
っ
て
、
自
己
自
身
と
関
わ
る
よ
う
に
な
る
」36
。「
即
自
の
惰
性
態
は
そ
れ

が
外
在
性
と
し
て
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
統
一
的
な
様
相
を
蝕
む
。
事
実
受
動
的
全
体
性
は
、
無
限
な
分
割
可
能
性
に
よ
っ
て
、
侵
食

さ
れ
て
い
る
」37
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
人
間
が
外
在
性
と
い
う
装
甲
を
ま
と
う
こ
と
は
、
我
々
の
主
観
性
そ
の
も
の
が
、「
他
者
の
観
点
」
と
し
て

与
え
ら
れ
る
生
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
こ
と
を
も
っ
と
も
よ
く
表
し
て
い
る
の
が
、
他
者
の
眼
差
し
で
あ
る
。

「
他
者
の
眼
差
し
の
出
現
に
よ
っ
て
、
私
は
自
分
が
対
象
存
在
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
超
越
さ
れ
た
超
越
で
あ
る
こ
と
が
開
示
さ
れ

る
。
対
象
と
し
て
の
私
は
、
認�

識�

不�

可�

能�

な�

存
在
と
し
て
、
自
分
自
身
に
開
示
さ
れ
る
」（
傍
点
引
用
者
）38
。
し
か
し
こ
こ
で
も
ま
た
、

サ
ル
ト
ル
は
、
次
の
よ
う
に
強
調
す
る
。「
他
者
と
の
出
会
い
に
よ
る
衝
撃
は
、
自
分
の
身
体
の
存
在
が
外
部
に
あ
っ
て
は
、
他
者
に
対

す
る
即
自
で
あ
る
こ
と
の
空
し
い
開
示
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
私
の
身
体
は
純
粋
で
単
純
な
体
験
（vécu

）
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
他
者
の
存
在
と
い
う
偶
然
的
で
絶
対
的
な
事
実
の
う
ち
に
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
存
在
す
る
体
験
そ
の
も
の
な
の
で
あ

る
」39
。「
私
は
私
の
偶
然
性
を
、
自
分
の
可
能
性
へ
と
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
限
り
に
お
い
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
偶
然

性
が
、
こ
っ
そ
り
と
回
復
不
可
能
な
も
の
へ
と
逃
れ
る
限
り
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
」40
。
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以
上
に
お
い
て
本
稿
が
論
じ
て
き
た
の
は
、
サ
ル
ト
ル
の
主
要
な
著
作
を
通
じ
て
一
貫
し
て
見
出
さ
れ
る
、
生
の
次
元
の
非
反
省
的
側

面
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
意
図
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
カ
イ
ル
ら
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
主
観
の
哲
学
に
よ
り
、
意
識
の
特
徴
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
反
省
か
ら
そ
の
特
権
的
地
位
を
奪
う
た
め
」
で
あ
る
41
。
こ
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
意
識
は
主
体
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
、
そ

れ
を
反
映
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
人
間
が
生
成
的
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な

「
潜
勢
態
」
と
「
現
実
態
」
と
い
う
図
式
に
組
み
込
ま
れ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
42
。
す
な
わ
ち
、
人
間
存
在
の
営
み
自
体
が
、「
決

定
的
に
は
与
え
ら
れ
な
い
も
の
」
を
目
指
す
、「
非
│
知
」
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
実
践
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
が
自
分
の

「
あ
る
べ
き
（à

être

）」
か
つ
、
い
ま
だ
決
定
さ
れ
な
い
も
の
を
目
指
し
て
行
う
実
践
は
、
人
間
を
無
意
識
や
超
越
的
実
体
に
従
属
さ
せ

る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
晩
年
に
お
い
て
も
一
貫
し
て
こ
の
問
題
を
、
主
体
性
に
つ
い
て
の
理
解
の
中
心
に
据
え
て
い
た
こ
と
が
、
生
の

次
元
に
お
け
る
意
識
の
非
反
省
的
側
面
を
強
調
す
る
サ
ル
ト
ル
の
意
図
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
一
九
六
一
年
に
行
わ
れ
た
ロ
ー
マ
で
の
講
演
43

を
も
と
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
み
よ
う
。

四
．
媒
介
作
用
と
し
て
の
主
体
性
│
内
面
性
の
シ
ス
テ
ム

ま
ず
、
サ
ル
ト
ル
が
問
題
に
す
る
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
主
体
性
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
。
サ
ル
ト
ル
は
こ
の
講
演
に
お
い
て
、
主

体
性
の
問
題
を
「
内
面
性
の
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
概
念
を
も
と
に
説
明
す
る
。
サ
ル
ト
ル
の
定
義
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
あ
る
物
質
シ

ス
テ
ム
に
お
い
て
、
そ
の
部
分
間
の
相
互
関
係
が
問
題
と
さ
れ
る
際
に
、「
諸
部
分
の
全
体
と
の
関
係
を
経
由
す
る
」
場
合
、
そ
こ
に
は

「
内
面
性
の
シ
ス
テ
ム
（systèm

e
d’intériorité

）」
が
存
在
す
る
。
逆
に
総
体
と
し
て
の
全
体
が
、
部
分
間
の
関
係
に
介
入
す
る
場
合
は
、

全
体
は
部
分
の
総
和
で
し
か
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
を
表
層
的
に
解
釈
し
た
場
合
、
主
体
と
し
て
の
個
人
の
内
面
性
は
全
く
問
題
に
な
ら

― １７９ ― 全体化と生



な
い
よ
う
に
理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
と
サ
ル
ト
ル
は
言
う
。
彼
は
『
資
本
論
』
に
つ
い
て
、「
経
済
的
諸
関
係
は
、
ま
ず
表
面
に
、
現
実

の
諸
関
係
の
う
ち
に
現
れ
、
そ
の
あ
と
で
、
表
象
の
う
ち
に
現
れ
る
」
と
い
う
点
を
取
り
上
げ
、「
内
的
で
本
質
的
な
形
態
」
は
、「
経
済

的
状
況
や
経
済
的
過
程
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
」
が
ゆ
え
に
、「
客
観
的
で
現
実
的
」
な
も
の
で
あ
る
と
誤
解
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ

と
を
強
調
す
る
44
。
商
品
の
物
神
化
は
、
そ
れ
を
端
的
に
表
す
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
経
済
的
状
況
下
で
、

そ
れ
に
見
合
っ
た
経
済
関
係
を
実
現
す
る
場
合
、
経
済
関
係
の
担
い
手
が
抱
く
観
念
は
、
経
済
関
係
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
、
限
定
的

に
と
ら
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
サ
ル
ト
ル
は
以
下
の
よ
う
に
ル
カ
ー
チ
を
批
判
す
る
。「
こ
う
し
た
理
由
で
、
ル
カ
ー

チ
の
よ
う
な
人
物
は
、
客
観
的
弁
証
法
に
従
っ
て
、
ま
っ
た
く
客
観
的
な
階
級
意
識
の
理
論
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
彼

が
主
体
性
か
ら
出
発
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
、
主
体
性
を
誤
り
の
源
泉
な
い
し
は
、
単
に
不
適
切
な
現
実
化
で
あ
る
と
理
解

さ
れ
る
個
人
的
主
体
へ
と
連
れ
戻
す
た
め
で
し
か
な
い
の
で
す
」45
。

こ
こ
で
の
サ
ル
ト
ル
の
批
判
の
意
図
は
、
主
体
性
の
理
解
に
お
い
て
「
汎
客
観
主
義
」
に
陥
る
こ
と
の
誤
り
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ

る
。
サ
ル
ト
ル
は
こ
の
批
判
の
意
図
を
マ
ル
ク
ス
が
論
じ
る
「
全
体
的
人
間
」
の
観
念
を
用
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
全
体
的

人
間
と
は
、
欲
求＝

必
要
（besoin

）、
労
働
（travail
）、
享
受
（jouissance

）
と
い
う
三
つ
の
項
か
ら
な
る
弁
証
法
に
よ
っ
て
定
義
さ

れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
が
生
産
の
弁
証
法
の
総
体
を
理
解
し
た
い
と
思
う
な
ら
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
第
一

に
、
根
底
に
戻
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
根
底
と
は
、
欲
求
を
も
ち
、
欲
求
を
満
た
そ
う
と
す
る
人
間
の
こ
と
で
、
つ
ま
り
労
働
に
よ

っ
て
自
ら
の
生
を
生
産
し
、
再
生
産
す
る
人
間
の
こ
と
で
す
。
彼
ら
は
自
ら
の
労
働
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
経
済
的
状
況
に
応
じ
て
、
多

少
な
り
と
も
不
完
全
さ
で
、
弱
め
ら
れ
た
形
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
生
を
、
享
受
す
る
こ
と
へ
と
至
る
存
在
な
の
で
す
」46
。

と
こ
ろ
で
こ
の
全
体
的
人
間
の
営
み
に
お
い
て
は
、
人
間
の
物
質
や
社
会
と
い
っ
た
「
自
分
で
は
な
い
現
実
」
と
の
関
係
が
重
要
な
位

置
を
占
め
る
。
こ
の
「
超
越
（transcendance

）」
の
関
係
は
、
自
己
が
欲
求
に
基
づ
い
て
外
的
な
も
の
を
取
り
込
む
と
同
時
に
、
そ
れ
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を
自
己
の
う
ち
に
取
り
戻
す
こ
と
も
同
時
に
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
外
的
な
も
の
と
の
超
越
の
関
係
に
お
い
て
、
主
体
は
一
方
で
知
の
対

象
と
な
る
も
の
に
関
わ
る
が
、
他
方
で
は
、
知
の
対
象
と
な
ら
な
い
自
己
自
身
と
の
関
わ
り
も
見
出
す
。
そ
し
て
こ
う
し
た
欲
求
の
充
足

や
労
働
や
享
受
を
遂
行
す
る
も
の
こ
そ
が
、「
心
身
統
一
体
（unité

psychosom
atique

）」
と
し
て
の
生
物
有
機
体
な
の
で
あ
る
47
。
例
え

ば
我
々
は
、「
有
機
的
な
知
の
対
象
」
と
な
り
う
る
よ
う
な
、
技
術
を
用
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
身
体
的
運
動
等
に
お
い
て
、「
知
を

逃
れ
る
何
か
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
客
観
性
」
に
依
拠
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
認
識
す
る
こ
と
は
運
動
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
さ
え

あ
る
。
そ
れ
は
「
身
体
の
認
識
を
生
み
出
さ
な
い
動
作
」
で
あ
る
48
。
階
段
の
上
り
降
り
な
ど
が
そ
の
例
と
言
え
よ
う
。
我
々
が
、
動
い

た
り
、
姿
勢
を
変
え
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
動
作
そ
の
も
の
は
示
さ
れ
る
が
、
全
体
の
変
化
に
つ
い
て
の
把
握
は
、
認
識
に

属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
動
き
に
よ
る
全
体
の
変
化
は
、「
非
│
知
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
内
面
性
に
お
い
て

規
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
サ
ル
ト
ル
が
強
調
す
る
も
う
一
つ
の
論
点
を
確
認
し
よ
う
。
そ
れ
は
人
間
が
非
有
機
的
な
力
学
に
お
い
て
説
明
可
能
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
49
。
有
機
体
と
は
非
有
機
的
物
質
に
付
け
加
わ
る
、
特
別
な
性
質
で
は
な
く
、
非
有
機
的
な
も
の
の
「
特
別
な
身
分
」
で

あ
り
、
こ
の
位
置
づ
け
に
あ
っ
て
は
、「
外
的
な
も
の
の
再
内
面
化
」
が
主
体
性
を
形
成
す
る
50
。
よ
っ
て
、
有
機
体
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、「
内
面
性
の
シ
ス
テ
ム
」
に
よ
る
生
を
生
き
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「（
内
面
性
の
シ
ス
テ
ム
と
は
、）
有
機
体
が
内
面
性

の
関
係
と
い
う
形
式
下
で
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
物
理
化
学
的
総
体
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
あ
た
か
も

物
理
化
学
的
な
総
体
が
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
に
決
定
さ
れ
な
い
か
の
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
、
あ
た
か
も
あ
る
種
の
領
域
、
あ
る
種
の
分
野

に
お
い
て
は
、
外
在
性
の
う
ち
に
あ
る
こ
の
物
理
化
学
的
総
体
が
、
内
面
に
あ
る
な
ん
ら
か
の
法
則
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
う
る
か
の
よ
う

に
な
の
で
す
」51
。

こ
の
よ
う
に
サ
ル
ト
ル
は
、
人
間
が
非
有
機
的
な
側
面
を
有
し
な
が
ら
も
、
有
機
体
と
い
う
身
分
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
面
性
と
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し
て
の
シ
ス
テ
ム
に
自
ら
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
そ
の
際
に
重
要
で
あ
る
の
は
、
こ
の
内
面
性
の
シ
ス
テ
ム
が
、
有
機
体
と

し
て
の
自
己
自
身
と
、
有
機
体
が
自
ら
を
維
持
す
る
た
め
に
労
働
や
欲
求
の
充
足
の
対
象
と
す
る
、
事
物
の
よ
う
な
超
越
的
存
在
を
「
再

外
在
化
（réextérioriser

）」
す
る
働
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
は
、
人
間
存
在
に
と
っ
て
の
、「
二
つ
の
外
在
性
」
で
あ
り
、
両
者
を
媒

介
す
る
の
が
こ
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
問
題
と
な
る
の
は
、
外
在
性
と
し
て
の
有
機
的
存
在
（＝

自
分
自
身
）
と
労
働
や
欲
求

の
充
足
に
必
要
な
事
物
の
外
在
性
と
の
媒
介
作
用
で
あ
り
、
そ
れ
を
行
う
の
が
こ
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。「
だ
と
す
れ
ば
、
内
面
性
と
呼

ば
れ
る
契
機
は
一
つ
し
か
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
一
種
の
媒
介
作
用
で
あ
り
、
超
越
的
存
在
で
あ
る
二
契
機
を
媒
介
す
る
の
で

す
」52
。

以
上
に
お
い
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
内
面
性
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
媒
介
作
用
は
、
有
機
体
に
欲
求
や
労
働
の
対
象
と
し
て
の
事
物
を

「
再
外
在
化
」
す
る
働
き
を
有
す
る
と
と
も
に
、
外
在
性
と
し
て
あ
る
自
ら
に
対
し
て
も
媒
介
と
し
て
の
働
き
を
果
た
す
。
す
な
わ
ち
、

内
面
性
と
は
、
有
機
体
が
超
越
的
存
在
と
関
わ
る
仕
方
を
媒
介
す
る
作
用
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
主
体
性
と
呼
ば
れ
る
の
で

あ
る
。
サ
ル
ト
ル
も
言
う
よ
う
に
、
こ
の
媒
介
作
用
は
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
知
を
含
ん
で
い
な
い
。「
そ
れ
自
身
媒
介
さ
れ
て
い
な
い
」

こ
の
媒
介
作
用
こ
そ
が
、「
純
粋
な
主
体
性
」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
人
間
の
実
践
に
お
い
て
、
認
識
で
あ
る
と
同
時
に
、「
非
│
認
識
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
主
体
性
は
、
い
か
に
し
て
把
握
さ
れ
う

る
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
「
非
│
認
識
」
に
お
い
て
い
か
な
る
理
由
で
わ
れ
わ
れ
は
、
主
体
性
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
。
以
下
こ
の
点
を
考
察
し
よ
う
。
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五
．
全
体
化
作
用
と
し
て
の
生

ま
ず
、
主
体
の
あ
り
方
に
複
数
の
次
元
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
サ
ル
ト
ル
が
掲
げ
る
一
人
の
友
人
の
例
を
も
と
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
社
会
に
対
す
る
反
発
と
し
て
、
か
つ
て
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
の
友
人
は
左
派
勢
力
の
協
力
者
で
あ
り
、

自
分
達
の
雑
誌
の
タ
イ
ト
ル
を
『
騒
動
（Le

G
rabuge

）』
と
提
案
し
た
。
彼
が
「
単
純
に
」
そ
う
命
名
し
た
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
、
も
は

や
ア
ナ
ー
キ
ー
と
も
い
え
る
暴
力
沙
汰
│
す
な
わ
ち
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
│
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
お

け
る
現
実
の
破
壊
的
な
要
素
も
同
時
に
含
ん
で
い
た
。
彼
は
こ
の
タ
イ
ト
ル
を
選
ん
だ
時
に
、
そ
こ
に
自
分
を
描
く
も
の
が
表
立
っ
て
現

れ
た
と
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
度
重
な
る
「
騒
動
」
を
起
こ
し
、
反
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
立
場
を
支
持
し
つ
つ
も
、

自
己
に
見
出
さ
れ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
要
素
を
払
拭
し
よ
う
と
し
て
、
自
己
破
壊
に
つ
な
が
る
行
動＝

ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
繰
り
返
し
た
の
で

あ
る
。
も
し
自
分
た
ち
の
雑
誌
が
こ
の
タ
イ
ト
ル
を
受
け
入
れ
た
な
ら
ば
、
自
分
達
は
騒
動
を
起
こ
す
よ
う
に
「
拘
束
さ
れ
た
」
で
あ
ろ

う
し
、
提
案
者
で
あ
る
友
人
の
人
格
は
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
を
介
し
て
、
自
分
達
に
と
っ
て
「
義
務
」
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
サ
ル
ト
ル
は

言
う
53
。

上
記
の
例
に
お
い
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
友
人
は
、
自
分
が
求
め
て
い
る
も
の
を
、
は
っ
き
り
と
認
識
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
言

え
る
。
彼
は
タ
イ
ト
ル
の
奇
抜
さ
や
反
体
制
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
タ
イ
ト
ル
に
向
い
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
が
、「
そ
れ
を
自
分
が
求
め

て
い
る
」
と
い
う
認
識
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
サ
ル
ト
ル
は
、「
非
│
知
」
と
自
己
と
の
「
非
│
距
離
」
は
同
義
で

あ
る
と
言
う
。「
騒
動
」
と
い
う
言
葉
の
も
つ
正
確
な
意
味
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
彼
は
自
分
の
求
め
て
い
た
も
の
を
認
識
し

た
の
で
あ
る
。「
し
た
が
っ
て
、
二
つ
の
次
元
が
あ
り
、
そ
れ
を
絶
え
ず
主
体
に
お
い
て
再
全
体
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
そ
れ
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ら
を
認
識
す
る
こ
と
な
く
再
全
体
化
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
階
級
存
在
と
過
去
と
い
う
次
元
で
す
。（
…
）〈
階
級
存
在
に
な
る
べ
き
で

あ
る
〉
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
階
級
存
在
で
あ
る
こ
と
が
、
絶
え
ず
、
主
体
的
に
階
級
存
在
で
あ
る
こ
と
を
自
己
決
定
す
る
と
い
う
か

た
ち
に
お
い
て
の
み
、
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
す
」54
。

よ
っ
て
、
人
間
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
過
去
や
階
級
を
「
距
離
を
置
け
る
可
能
性
」
と
し
て
再
全
体
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

我
々
が
、
過
去
を
「
思
い
出
の
総
体
」
で
は
な
く
、
そ
れ
を
自
己
と
の
関
係
に
お
い
て
全
体
化
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
は

反
復
さ
れ
う
る
可
能
性
と
な
る
。
騒
動
を
起
こ
し
た
人
物
は
、
過
去
を
「
非
│
知
」
と
し
て
再
統
合
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
全
面
的
に
自

分
の
前
に
あ
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
こ
の
反
復
は
、
単
な
る
繰
り
返
し
で
は
な
く
、「
案
出
（invention

）」
を
伴
う
も
の
で
あ
る
55
。「
明

瞭
な
意
識
に
基
づ
い
た
純
粋
な
実
践
を
例
に
挙
げ
る
だ
け
で
は
、
人
間
の
案
出
を
見
出
す
こ
と
も
、
理
解
す
る
こ
と
も
決
し
て
で
き
な
い

で
し
ょ
う
。
案
出
の
可
能
性
を
示
す
た
め
に
は
、
背
後
に
何
等
か
の
無
知
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
」56
。「
人
間
は
無
限
に
自
分
自

身
を
反
復
す
る
と
同
時
に
、
自
分
自
身
を
案
出
す
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
絶
え
ず
新
し
い
こ
と
を
試
み
ま
す
。
人
間
が
案
出

し
た
も
の
が
自
分
に
跳
ね
返
る
か
ら
で
す
」57
。

さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
主
体
性
へ
の
接
近
に
つ
い
て
、
注
意
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
主
体
性
は
内
部
に

お
い
て
自
己
認
識
し
よ
う
と
す
る
と
変
質
す
る
。
例
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
人
種
差
別
主
義
を
排
除
し
よ
う
と
誓
っ
て
い
た
人
物
が
、
あ
る
裁

判
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
な
か
に
人
種
差
別
的
な
要
素
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
無
知
で
あ
っ
た

と
気
づ
く
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
主
体
性
と
は
そ
の
よ
う
な
気
づ
き
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は

「
非
│
知
」
の
次
元
か
ら
、
自
己
に
つ
い
て
の
認
識
の
次
元
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
的
と
な
る
の
で
は
な
い
。
自
分
が
ど

の
よ
う
に
行
動
し
、
ど
の
よ
う
な
行
い
を
し
て
き
た
か
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
自
分
の
姿
を
知
る
こ
と
を
、
主
体
性
は
意
味
し

な
い
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
「
非
│
知
」
の
状
態
に
あ
る
よ
う
な
、
主
体
性
が
投
影
さ
れ
た
も
の
を
見
る
こ
と
よ
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っ
て
の
み
、
そ
こ
に
接
近
で
き
る
の
で
あ
る
。「
私
た
ち
は
、
自
分
自
身
を
認
識
す
る
た
め
に
立
ち
返
る
対
象
を
き
っ
か
け
に
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
し
か
、
発
見
で
き
な
い
の
で
す
」58
。
よ
っ
て
、
人
間
が
自
己
を
認
識
す
る
際
に
は
、「
謎
め
い
た
根
源
」
が
背
後
に
存
在
す
る

と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
生
が
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
自
分
を
取
り
囲
む
存
在
に
お
い
て
の
み
、
そ
れ
に
接

近
し
う
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

六
．
実
践
的
惰
性
態
と
し
て
の
生

以
上
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
、
人
間
存
在
に
お
け
る
生
の
在
り
方
が
「
非
│
知
」
と
い
う
仕
方
で
人
間
の
内
部
に
お
い
て
作
用

す
る
、「
内
面
性
の
シ
ス
テ
ム
」
に
よ
っ
て
、
主
体
性
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
内
面
性
の
シ
ス
テ
ム
」
は
、

自
分
自
身
と
外
的
存
在
と
の
媒
介
と
し
て
作
用
し
、
わ
れ
わ
れ
が
欲
求
の
対
象
と
し
て
の
物
質
や
外
部
世
界
を
内
面
化
し
、
そ
れ
自
身
は

認
識
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
が
、
人
間
存
在
が
自
分
自
身
を
再
全
体
化
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
。
こ
こ
で
最
後
に
、
物
質
的
諸
条
件
と

人
間
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
実
践
的
惰
性
態
の
観
点
か
ら
確
認
し
て
お
く
。
先
に
取
り
上
げ
た
講
演
で
の
分
析
に
お
い
て
強
調
さ
れ
た
の

は
、
人
間
が
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
階
級
や
自
然
的
条
件
に
お
い
て
、
惰
性
的
な
反
復
を
行
い
な
が
ら
も
、
個
々
の
状
況
に
お
け
る
「
案

出
」
を
行
う
働
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
都
度
自
分
自
身
は
実
践
及
び
物
質
と
の
関
係
に
お
い
て
再
外
在
化
さ
れ
る
。
こ
の
「
再
外
在

化
」
は
、
自
分
自
身
を
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
常
に
位
置
づ
け
る
働
き
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
人
間
存
在
に
と
っ
て
、
物
的
諸
条
件

の
限
界
を
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
れ
て
く
る
主
体
性
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
明
ら
か
に
、
ル
カ
ー
チ
が
言
う
よ
う
な
階
級
意
識
の

全
体
的
把
握
と
は
、
異
な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
サ
ル
ト
ル
は
、
講
演
の
同
日
に
行
わ
れ
た
討
論
会
に
お
い
て
一
八
八
〇
年
頃

の
労
働
者
階
級
内
で
、
熟
練
工
と
非
熟
練
工
の
間
に
、
階
層
関
係
が
で
き
た
こ
と
に
よ
る
組
合
間
の
闘
争
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
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闘
争
は
熟
練
工
が
、
彼
ら
の
社
会
的
優
越
感
を
内
面
化
し
た
結
果
（
例
え
ば
、
熟
練
工
組
合
へ
の
加
入
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
自

動
機
械
の
発
展
に
よ
り
、
そ
う
し
た
状
況
が
消
失
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
彼
ら
が
労
働
者
階
級
の
階
級
闘
争
を
見
誤
っ

た
結
果
で
は
な
く
、「
生
産
の
中
心
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
全
体
を
あ
り
の
ま
ま
に
捉
え
て
い
た
」
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま

り
彼
ら
は
、
当
時
の
労
働
者
と
し
て
自
己
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
内
面
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
状
況
を
あ
り
の
ま
ま
に
生
き
て

い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
59
。「
言
い
か
え
れ
ば
、
人
は
労
働
者
で
あ
れ
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
で
あ
れ
、
お
の
れ
の
社
会
的
存
在
に
な
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
人
は
、
ま
ず
主
体
的
な
仕
方
で
、
お
の
れ
の
社
会
的
存
在
に
な
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ

と
す
れ
ば
、
階
級
意
識
は
原
初
的
所
与
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
人
は
労
働
条
件
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
お
の
れ
の
社
会
的
存
在
に
な

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
」60
。
よ
っ
て
、
階
級
意
識
そ
の
も
の
が
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
社
会
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
常
に

変
革
さ
れ
、
限
界
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
社
会
的
生
お
よ
び
歴
史
的
過
程
の
弁
証
法
的
発
展
」
に
は
、

主
体
的
契
機
が
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

７
．
結

び

以
上
お
い
て
、
本
稿
で
は
、
サ
ル
ト
ル
が
彼
の
哲
学
の
根
幹
と
し
て
考
え
る
意
識
的
存
在
と
し
て
の
人
間
と
、
主
体
性
の
理
解
が
、
人

間
の
生
の
地
平
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
の
か
を
概
観
し
て
き
た
。
本
稿
で
指
摘
し
た
複
数
の
テ
キ
ス
ト
で
見
ら
れ
た
よ
う

に
、
サ
ル
ト
ル
は
最
も
深
い
内
面
性
の
次
元
に
お
け
る
純
粋
な
主
体
性
は
「
非
│
知
」
と
い
う
仕
方
で
あ
る
こ
と
を
一
貫
し
て
主
張
し
、

反
省
的
知
の
不
在
が
人
間
を
主
体
性
の
不
在
と
し
て
定
義
さ
れ
る
こ
と
や
、
人
間
を
統
合
す
る
外
的
原
理
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
同

時
に
拒
否
し
て
い
た
。
人
間
は
非
有
機
的
側
面
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
と
と
も
に
、
物
質
が
人
間
の
存
在
に
対
し
て
「
優
位
に
あ
る
」
状
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況
下
に
お
い
て
も
、
自
分
自
身
と
外
部
と
の
関
係
を
媒
介
す
る
内
的
な
シ
ス
テ
ム
を
自
ら
有
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ

れ
は
最
も
深
い
内
面
性
の
次
元
に
お
い
て
、
自
分
自
身
の
生
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
い
く
つ
か
、
さ
ら
な
る

問
題
点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
特
に
全
体
と
部
分
と
の
関
係
で
あ
る
。「
内
面
性
の
シ
ス
テ
ム
」
が
依
拠
す
る
全
体
と
部
分
と
の
関
係

（
す
な
わ
ち
、
主
体
性
が
個
々
の
実
践
と
結
ぶ
関
係
）
は
、
諸
部
分
同
士
の
関
係
が
、
部
分
と
全
体
と
の
関
係
を
経
由
し
て
形
成
さ
れ
、

そ
こ
に
は
ま
さ
に
有
機
的
な
結
び
付
き
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
サ
ル
ト
ル
も
述
べ
る
よ
う
に
、「
全
体
分
解
的

全
体
」
と
し
て
、
個
別
的
生
が
、
生
全
体
を
何
ら
か
の
形
で
表
出
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
サ
ル
ト
ル
は
こ
う
し
た
生
の
現
れ

を
「
単
独
的
普
遍
者
（universel

singulier

）」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
が
、
生
そ
の
も
の
が
認
識
を
逃
れ
出
る
も
の
で
あ
る
以

上
、
そ
れ
は
外
部
か
ら
記
述
の
規
定
が
可
能
な
手
段
を
介
し
て
把
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
講
演
』
に
お
い
て

は
、
分
析
や
投
影
と
い
う
仕
方
で
把
握
さ
れ
う
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
『
弁
証
法
的
理
性
批
判
』
に
お
い
て
も
、
他
者
を
媒
介
と

す
る
実
践
の
可
知
性
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
晩
年
の
大
著
で
あ
る
『
家
の
馬
鹿
息
子
』
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
方
法
が
実

験
的
に
試
み
ら
れ
て
い
る
。
外
部
に
投
影
さ
れ
た
生
を
記
述
す
る
こ
と
は
、「
単
独
的
普
遍
者
」
と
い
う
形
で
現
れ
る
個
別
的
生
と
全
体

と
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
は
、
生
の
記
述
の
可
能
性
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
の
検
討

が
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
61
。

注サ
ル
ト
ル
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
以
下
の
略
号
を
用
い
る
。

Q
S

:
Jean-PaulSartre,Q

u’estce
que

la
subjectivité?,

Les
Prairies

ordinaires,2013.

TE
:

Jean-PaulSartre,La
transcendance

de
l’Ego

etautres
textes

phénom
énologiques,

V
rin,2003.

EE
:

Jean-PaulSartre,Esquisse
d’une

théorie
des

ém
otions,

H
erm

ann,1965.
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EN
:

Jean-PaulSartre,L’être
etle

néant,
Éditions

G
allim

ard,1971.

C
M

:
Jean-PaulSartre,C

ahiers
pour

une
m
orale,

Éditions
G

allim
ard,1983.

SI:
Jean-PaulSartre,Situations,I,

Éditions
G

allim
ard,1984.

C
R

D
:

Jean-PaulSartre,C
ritique

de
la
Raison

dialectique
I,

Éditions
G

allim
ard,1985.

⑴
「vécu
」
は
「
生
き
ら
れ
た
も
の
」
と
い
う
意
味
で
、
一
般
に
「
体
験
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
認
識
が
介
在
し
な
い
生
の
地
平
を
表
す

表
現
と
し
て
、
こ
の
語
を
「
生
」
と
し
て
記
述
す
る
。
ま
た
サ
ル
ト
ル
の
か
ら
の
引
用
に
お
い
て
は
、
適
宜
「
体
験
」
と
い
う
語
を
用
い
た
。

⑵

Q
S,p.77.

⑶

Ibid.,
p.80.

尚
、「
非
│
知
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
三
年
に
発
表
さ
れ
た
サ
ル
ト
ル
の
バ
タ
イ
ユ
論
に
お
い
て
も
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
。SI,pp.133-174.

⑷

TE,p.94

⑸

Ibid.,
p.94.

⑹

Ibid.,
p.94.

⑺

Ibid.,
p.98.

⑻

Ibid.,
p.98.

⑼

Ibid.,
p.100.

⑽

Ibid.,
p.101.

⑾

Ibid.,
p.101.

⑿

Ibid.

⒀

Ibid.,p.101-102.

⒁

EE,p.23.

⒂

Ibid.,
pp.23-24.

⒃

Ibid.,
pp.24-25.

⒄

Ibid.,
p.25.
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⒅

Ibid.,
pp.23-24.

⒆
Ibid.,

p.25.
⒇

Ibid.,
p.54.

21

Ibid.,
p.53.

22

Ibid.,
p.54.

23

Ibid.,
p.53.

24

TE,p.109.

25

Ibid.,
p.110.

26

Ibid.,
p.110.

27

EE,p.53.

眠
り
や
夢
の
中
に
あ
る
主
体
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
の
問
題
意
識
と
の
関
連
性
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
初

期
サ
ル
ト
ル
の
情
緒
論
に
見
ら
れ
る
分
析
と
、
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
の
立
場
と
の
親
近
性
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
一
九
六
一
年
の
ロ
ー
マ
講
演
後
の
討
論
会
で
は
、『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
け
る
幻
影
肢
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、「
全
体
性
と
い
う
構

造
」
が
、
両
者
に
共
通
す
る
問
題
意
識
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。cf.Q

S
pp.90-91.

28

Ibid.,
pp.55-56.

29

EE,p.56.

30

C
M

,p.16.

31

Ibid.,
p.20.

32

Ibid.,
pp.20-21.

33

Ibid.,
p.21.

34

Ibid.,
p.21.

35

Ibid.,
p.22.

36

C
R

D
I,p.162.

37

Ibid.

38

EN
,p.419.
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39

Ibid.

40
Ibid.

41
Q

S
p.11.

42

Q
S,pp.12-13.

43

サ
ル
ト
ル
は
一
九
六
一
年
に
ロ
ー
マ
で
主
体
性
に
つ
い
て
の
講
演
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
講
演
と
そ
の
後
に
行
わ
れ
た
討
論
会
の
内
容
が
『
主
体

性
と
は
何
かQ

u’estce
que

la
subjectivité

？
』
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
一
五
年
に
出
版
さ
れ
た
澤
田
直
・
水
野
浩
二
に
よ
る

邦
訳
に
お
い
て
も
、
こ
の
講
演
の
問
題
意
識
や
背
景
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
述
が
あ
る
。（
澤
田
直
・
水
野
浩
二
訳
『
主
体
性
と
は
何
か
？
』
白

水
社
、
二
〇
一
五
年
。）

44

Ibid.,
pp.30-31.

45

Ibid.,
p.32.

尚
、
サ
ル
ト
ル
の
ル
カ
ー
チ
批
判
は
、
澤
田
・
水
野
訳
の
解
説
に
お
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
講
演
の
中
心
的
テ
ー

マ
で
あ
る
。『
弁
証
法
的
理
性
批
判
』
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
ル
カ
ー
チ
批
判
は
、
サ
ル
ト
ル
の
主
体
性
に
つ
い
て
の
理
解
を
解
明
す
る
上
で
、

重
要
な
問
題
と
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
詳
細
な
議
論
は
割
愛
す
る
。

46

Ibid.,
pp.33-34.

こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
全
体
的
人
間
」
の
概
念
は
、
マ
ル
ク
ス
が
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
で
論
じ
る
概
念
で
あ
る
。
特

に
、
物
質
と
人
間
の
欲
求
と
の
関
係
に
お
い
て
、
両
者
の
媒
介
と
な
る
契
機
が
問
題
と
な
る
。
上
掲
の
澤
田
・
水
野
訳
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
点

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
二
一
三
頁
）。

47

Ibid.,
p.35.

48

Ibid.,p.36.

49

Ibid.,p.37.

50

Ibid.,
p.37.

51

Ibid.

52

Ibid.,
p.38.

53

Ibid.,
pp.56-62.

54

Ibid.,
p.62.

55

Ibid.
p.63.
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56

Ibid.,
p.64.

57
Ibid.

58
Ibid.,

p.64.
59

Ibid.,
pp.68-69.

60

Ibid.,
p.68.

61

フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
に
よ
る
あ
と
が
き
「
サ
ル
ト
ル
の
現
代
性
」
に
も
サ
ル
ト
ル
の
主
体
性
に
理
解
に
つ
い
て
の
同
様
の
視
点
と
、

そ
の
課
題
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
サ
ル
ト
ル
が
最
後
の
企
て
│
『
家
の
馬
鹿
息
子
』
で
採
用
し
た
伝
記
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
彼
の
出
発
点
で
あ

る
個
人
的
コ
ギ
ト
と
現
象
学
的
経
験
の
記
述
の
復
活
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
た
」（Q

S,p.181.

）。

「
主
体
性
は
構
造
で
も
本
質
で
も
な
く
、
一
つ
の
契
機
で
し
か
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
契
機
と
い
っ
て
も
、
客
体
性
や
、
世
界
や
、
世
界
に
お

け
る
行
動
の
う
ち
へ
と
す
ぐ
さ
ま
再
び
消
え
失
せ
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
と
は
言
え
、
こ
の
強
調
に
は
、
代
償
│
極
め
て
高
い
代
償
が
あ
る
。
ヘ

ー
ゲ
ル
主
義
と
い
う
代
償
で
あ
る
」（Q

S,p.184.

）。
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