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は
じ
め
に
率
直
に
述
べ
て
お
く
と
、
本
書
は
、
ひ
ね
く
れ
た
著
作
で
あ
る
。
第
一
に
、
本
書
は
倫
理
学
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
る
が
、

倫
理
学
を
メ
イ
ン
に
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
表
題
に
掲
げ
た
通
り
、
本
書
の
最
終
目
的
は
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
エ
ト
ム
ン

ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
（
一
八
五
九
〜
一
九
三
八
）
の
他
者
論
か
ら
倫
理
学
へ
の
突
破
口
を
開
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
書
の
議
論
は
、

一
般
的
な
意
味
で
の
倫
理
学
の
内
部
で
展
開
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
手
前
へ
と
遡
行
し
、
そ
の
基
礎
を
突
き
止
め
る
こ
と
を

目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
本
書
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
公
刊
著
作
の
中
で
常
に
目
立
た
な
い
位
置
に
置
か
れ
て
い
た
「
伝

達
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）」
と
い
う
概
念
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
詳
し
く
は
本
論
の
中
で
見
て
い
く
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
初

期
の
大
著
『
論
理
学
研
究
』（
一
九
〇
〇
／
〇
一
）
に
お
い
て
、
考
察
の
範
囲
を
言
語
の
独
白
的
側
面
だ
け
に
限
定
す
る
た
め
に
、
そ
の

伝
達
的
側
面
を
度
外
視
し
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
彼
は
、
晩
年
の
著
作
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』（
一
九
三
一
）
で
提
示
さ
れ
た
他
者
論
に

お
い
て
、
感
情
移
入
を
め
ぐ
る
議
論
に
注
力
し
た
結
果
、
伝
達
の
場
面
で
な
さ
れ
る
他
者
経
験
に
は
触
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
彼
の
初
期
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
、
少
な
く
と
も
公
刊
著
作
の
中
で
は
、「
伝
達
」
概
念
が
表
立
っ
て
論
じ
ら
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
周
縁

0

0

的
な
「
伝
達
」
概
念
を
用
い
て
、
倫
理
学
の
手
前

0

0

を
論
じ
よ
う
と
す
る
│
│
こ
れ
ら
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
書
は
搦
め
手
か
ら
議
論
を
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。



ii

はしがき
　

た
だ
し
、
本
書
が
そ
の
よ
う
な
著
述
ス
タ
イ
ル
を
と
る
の
は
、
い
た
ず
ら
に
混
乱
を
招
く
た
め
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
、

本
書
の
問
題
意
識
や
目
論
見
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
大
局
的
な
見
地
か
ら
説
明
し
て
お
き
た
い
。

　

倫
理
学
と
は
倫
理
に
つ
い
て
の
哲
学
的
探
究
で
あ
り
、
倫
理
と
は
社
会
規
範
の
一
種
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
倫
理
学
者
は
、
倫
理
の
正
体

を
根
底
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
過
程
で
、
社
会
と
は
そ
も
そ
も
何
か
と
い
う
問
い
に
突
き
当
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
こ
の

問
い
に
直
面
し
て
い
る
私
自
身
も
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
的
関
係
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

私
の
観
点
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
社
会
の
ほ
か
の
成
員
は
、
こ
の
私
と
は
別
の
主
体
、
す
な
わ
ち
「
他
者
」
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
こ
う

し
て
倫
理
に
つ
い
て
の
問
い
は
社
会
に
つ
い
て
の
問
い
へ
、
さ
ら
に
社
会
に
つ
い
て
の
問
い
は
他
者
に
つ
い
て
の
問
い
へ
と
送
り
返
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
そ
の
よ
う
に
私
に
現
れ
て
い
る
通
り
の
も
の
に
立
ち
戻
る
と
い
う
点
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
確
立
し
た
現
象
学
と

い
う
方
法
論
を
範
と
し
て
い
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
事
象
そ
の
も
の
へ
」
と
い
う
現
象
学
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
一
人
称
の
観
点
か
ら

経
験
さ
れ
る
具
体
的
な
事
柄
を
立
脚
点
に
す
る
と
い
う
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
方
針
は
、
倫
理
や
社
会
と
い
う
テ
ー
マ

を
扱
う
際
に
も
当
て
は
ま
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
と
き
目
を
向
け
る
べ
き
事
象
と
は
、
日
常
生
活
の
中
で
出
会
わ
れ
て
い
る
通
り
の
他
者

で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
そ
の
よ
う
な
他
者
に
つ
い
て
（
あ
る
い
は
他
者
と
と
も
に
）
な
さ
れ
る
私
の
経
験
の
こ
と
を
、「
他
者
経
験

（Frem
derfahrung

）」
と
呼
ん
で
い
る
。
他
者
と
い
う
事
象
は
、
他
者
経
験
と
い
う
経
験
の
中
で
│
│
た
と
え
一
面
的
で
得
体
の
知
れ

な
い
仕
方
で
あ
る
と
し
て
も
│
│
与
え
ら
れ
て
い
る
。
他
者
の
意
識
に
直
接
ア
ク
セ
ス
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
た
し
か
に
私
は
他
者

と
出
会
っ
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
他
者
を
経
験
し
て
い
る
と
言
え
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
ひ
と
ま
ず
私
が
立
ち
戻
る
べ
き
は
、
日
々
生
じ

て
い
る
こ
の
他
者
経
験
な
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
特
徴
は
、
事
象
そ
の
も
の
が
与
え
ら
れ
る
経
験
へ
の
遡
行
だ
け
に
尽
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と

い
う
の
も
、
日
常
的
な
出
来
事
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
日
常
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
普
段
は
自
明
の
こ
と
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
自
明
性
を
た
だ
受
け
入
れ
る
だ
け
で
は
哲
学
的
な
探
究
へ
と
進
展
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
だ
。
そ
こ
で
さ
ら
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ

の
自
明
性
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
差
し
控
え
た
上
で
、
自
ら
の
意
識
へ
と
反
省
の
目
を
向
け
、
一
見
自
明
な
出
来
事
を
可
能
に
し
て
い
る
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仕
組
み
が
何
で
あ
る
か
を
問
う
。
そ
の
よ
う
な
問
い
は
「
超
越
論
的
な
遡
行
的
問
い
」（V

I, 191

）
と
呼
ば
れ
る
。
倫
理
や
社
会
と
い
う

目
下
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
他
者
経
験
へ
の
遡
行
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
他
者
経
験
を
可
能
に

し
て
い
る
意
識
の
仕
組
み
を
解
明
す
る
た
め
の
超
越
論
的
な
遡
行
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
二
重
の
遡
行
が
必
要
と
な
る

以
上
、
現
象
学
の
論
述
は
ど
う
し
て
も
遠
回
り
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
も
し
「
永
遠
の
相
」（III/1, 224

）
の
も
と
で
語
る
こ
と
が
で

き
る
な
ら
、
ど
こ
に
も
遡
行
せ
ず
に
最
短
経
路
で
目
標
に
到
達
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
現
象
学
は
そ
の
よ
う
な
語
り
口
を
拒

否
し
て
、
い
か
な
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
あ
え
て
迂
回
路
を
採
ろ
う
と
す
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
、
現
象
学
に
「
王

者
の
道
」（III/1, 223
）
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
現
象
学
者
の
歩
み
を
「
探
検
家
」（III/1, 224

）
の
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
事
象
そ
の
も

の
に
導
か
れ
る
ま
ま
に
記
述
を
行
う
際
に
は
、
当
初
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
方
向
に
議
論
が
進
む
こ
と
が
あ
り
う
る
。
そ
れ
は
あ
た
か

も
、
ま
だ
地
図
の
な
い
未
踏
の
地
を
探
検
家
が
自
分
な
り
の
仕
方
で
歩
ん
で
ゆ
く
か
の
よ
う
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、

自
ら
の
手
の
内
を
す
べ
て
明
か
す
と
い
う
著
述
ス
タ
イ
ル
ゆ
え
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
彼
が
ど
こ
で
迷
い
、
ど
こ

で
躓
い
た
か
が
如
実
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
遺
し
た
膨
大
な
他
者
論
も
、
も
ち
ろ
ん
例
外
で
は
な
い
。
本
書
が
フ
ッ
サ
ー
ル
を
主

た
る
研
究
対
象
に
選
ん
だ
の
は
、
そ
の
よ
う
な
彼
の
悪
戦
苦
闘
の
記
録
を
、
私
た
ち
自
身
が
他
者
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
手
引
き
と
す

る
た
め
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
未
完
の
他
者
論
を
そ
の
ま
ま
な
ぞ
る
だ
け
で
は
意
味
が
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
書
は
、『
論
理
学
研
究
』

や
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
等
の
公
刊
著
作
と
の
関
連
に
注
意
を
払
い
つ
つ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
生
前
に
は
未
公
刊
で
あ
っ
た
草
稿
を
手
が
か

り
と
し
て
、
彼
の
他
者
論
の
全
体
像
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
あ
ら
か
じ
め
見
通
し
を
述
べ
て
お
く
と
、
こ
の
再
構
成
は
、『
デ

カ
ル
ト
的
省
察
』
に
お
い
て
公
表
さ
れ
た
感
情
移
入
論
に
加
え
て
、
伝
達
に
関
す
る
部
門
を
補
完
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
感

情
移
入
は
あ
く
ま
で
他
者
経
験
の
一
種
に
す
ぎ
な
い
以
上
、
伝
達
の
場
面
で
な
さ
れ
る
他
者
経
験
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、

他
者
と
の
出
会
い
の
諸
相
を
適
切
に
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
本
書
に
お
い
て
は
、
こ
の
伝
達
の
場
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面
で
な
さ
れ
る
他
者
経
験
に
つ
い
て
の
考
察
を
通
じ
て
、
社
会
的
関
係
、
ひ
い
て
は
倫
理
的
当
為
が
問
題
に
な
る
場
面
に
ま
で
議
論
を
進

め
て
み
た
い
。

　

こ
う
し
た
文
献
研
究
の
中
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
、『
論
理
学
研
究
』
の
改
版
計
画
を
境
と
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
の
中
で
「
伝

達
」
概
念
が
次
第
に
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
伝
達
」
概
念
が
公
刊
著
作
の
中
で
周
縁
的
な
位
置
に
置
か
れ
て

い
る
の
は
、
そ
れ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
ど
う
で
も
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
が
伝
達
の
理
論
を
晩
年
に
至
る

ま
で
温
め
つ
づ
け
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
伝
達
を
め
ぐ
る
問
題
が
彼
に
と
っ
て
い
か
に
困
難
で
あ
り
、
そ
し
て
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た

か
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
本
書
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論
と
倫
理
学
の
双
方
の
側
か
ら
ト
ン
ネ
ル
を
掘
っ
て
両
者
を
つ
な
ぐ
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
彼
の
他
者
論
を
突
き
詰
め
る
こ
と
で
倫
理
学
に
通
じ
る
道
を
探
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
に
は
、
突
破
口
の
先
に
あ
る
倫
理
学
が
、
必

ず
し
も
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
構
想
し
て
い
た
倫
理
学
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
結
論
を
先
取
り
し
て
お
く
と
、
本
書
の
終
章
で
は
、
フ
ッ

サ
ー
ル
の
他
者
論
を
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
倫
理
学
と
接
続
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
（
一
九
〇
六
〜
九

五
）
の
現
象
学
的
倫
理
学
と
比
較
す
る
た
め
の
枠
組
み
が
提
示
さ
れ
る
。
す
る
と
『
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論
か
ら
倫
理
学
へ
』
と
い
う
タ

イ
ト
ル
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論
が
向
か
う
倫
理
学
を
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
も
の
と
捉
え
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
意
味
を
持
ち

う
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
本
書
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、「
私
」
と
倫
理
的
関
係
を
結
び
う
る
「
君
」
に
つ
い
て
哲
学
的
に

論
じ
る
た
め
の
場
所
な
の
で
あ
る
。
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章　

 

間
主
観
性
の
現
象
学
へ
の
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ

　

は
し
が
き
で
述
べ
た
通
り
、
本
書
の
主
な
考
察
対
象
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
本
書
が
現
代
の
現
象
学
の
一
般

的
な
語
法
に
な
ら
っ
て
「
他
者
論
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
葉
遣
い
に
忠
実
に
従
う
場
合
に
は
「
間
主
観
性
の
現
象

学
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、
こ
の
間
主
観
性
の
現
象
学
に
関
す
る
従
来
の
研
究
動
向
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

1　

間
主
観
性
の
問
題
は
ど
う
論
じ
ら
れ
て
き
た
か

フ
ッ
サ
ー
ル
の
批
判
者
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
論
拠
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
次
の
点
に
関
し
て
は
同

じ
意
見
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
間
主
観
性
の
問
題
を
解
決
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
、
こ
の
一
点
に
関
し
て

は
）
1
（

。
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「
間
主
観
性
の
問
題
と
現
象
学
的
な
超
越
論
哲
学
の
理
念
」
と
題
さ
れ
た
一
九
七
二
年
の
論
文
の
冒
頭
で
、
Ｋ
・
ヘ
ル
ト
は
こ
の
よ
う

に
述
べ
て
い
た
。
一
九
三
一
年
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
が
フ
ラ
ン
ス
で
出
版
さ
れ
て
以
来
、
彼
の
現
象
学
に
お
け
る

「
間
主
観
性
（Intersubjektivität

）」
の
問
題
は
徐
々
に
衆
目
を
集
め
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
九
五
〇
年
に
『
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集

（H
usserliana

）』
の
第
Ⅰ
巻
と
し
て
ド
イ
ツ
語
版
が
公
刊
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
同
書
に
つ
い
て
の
文
献
研
究
は
さ
ら
に
勢
い
づ
け
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
二
〇
年
余
を
経
て
蓄
積
さ
れ
た
研
究
を
踏
ま
え
て
、
ヘ
ル
ト
は
当
時
の
動
向
を
右
の

よ
う
に
総
括
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
間
主
観
性
の
問
題
を
提
起
し
つ
つ
も
、

そ
れ
に
適
切
な
解
答
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
の
理
由
は
、
主
と
し
て
、
同
書
で
設
定
さ
れ
た
間
主
観
性
の
問
題
と
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
提
示
さ
れ
た
説
明
と
の
あ
い
だ
の

齟
齬
に
あ
る
。
詳
し
く
は
第
六
章
第
2
節
で
述
べ
る
が
、「
間
主
観
性
」
と
は
、
単
に
私
に
と
っ
て
存
在
す
る
だ
け
で
な
く
「
皆
に
と
っ

て
（für jederm

ann

）」
存
在
す
る
対
象
や
世
界
に
帰
せ
ら
れ
る
性
格
で
あ
る
（I, 123

）。
そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
い

わ
ゆ
る
客
観
性
と
は
、
超
越
論
的
現
象
学）2
（

の
枠
組
み
の
中
で
は
間
主
観
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
、
間
主
観
的
に
存
在
す
る
世
界

の
相
関
者
で
あ
る
「
皆
（jederm
ann

）
3
（

）」
と
は
、
世
界
内
に
客
観
と
し
て
存
在
す
る
人
間
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
客
観
が
構
成
さ
れ
る

場
と
し
て
の
諸
々
の
超
越
論
的
主
観
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
「
皆
」
と
し
て
個
体
化
・
複
数
化
さ
れ
た
超
越
論

的
主
観
の
こ
と
を
「
モ
ナ
ド
」（I, 102

）
と
呼
ぶ
。
だ
が
私
の
モ
ナ
ド
が
唯
一
の
中
心
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
る
た
め
に
は
、
私
は
、

何
ら
か
の
仕
方
で
他
の
モ
ナ
ド
（
つ
ま
り
超
越
論
的
な
他
者
）
に
つ
い
て
経
験
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
間
主
観
性
の
問
題
（
い
か

に
し
て
世
界
が
間
主
観
的
な
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
）
は
、「
超
越
論
的
な
他
者
経
験
の
理
論
（eine transzendentale 

T
heorie der Frem

derfahrung

）」（I, 124

）
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

な
お
、
同
書
の
第
五
省
察
で
実
際
に
提
示
さ
れ
た
超
越
論
的
な
他
者
経
験
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
間
主
観
的
な
世
界
の
構
成
に
資
す
る
他

者
経
験
と
は
「
感
情
移
入
（Einfühlung

）」
で
あ
る
と
さ
れ
る
（I, 124, 173, et al.

）。
感
情
移
入
論
の
詳
細
に
は
第
三
章
以
降
で
立
ち

入
る
が
、
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
感
情
移
入
と
は
、
そ
の
字
面
に
反
し
て
、
喜
び
や
悲
し
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み
な
ど
の
「
感
情
」
の
移
入
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
感
情
移
入
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
私
が

私
の
身
体
に
似
た
物
体
を
知
覚
し
、
そ
れ
を
私
と
は
異
な
る
諸
感
覚
の
担
い
手
と
し
て
、
す
な
わ
ち
他
の
身
体
と
し
て
把
握
す
る
は
た
ら

き
で
あ
る
。（
な
お
、
こ
う
し
た
事
情
か
らEinfühlung

は
「
感
情
移
入
」
で
は
な
く
「
自
己
移
入
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
本
書
で

は
、
後
述
す
る
「
思
考
移
入
」
と
の
対
比
の
た
め
に
、「
感
情
移
入
」
と
い
う
訳
語
を
選
択
し
た
。）

　

し
か
し
一
見
す
る
と
、
感
情
移
入
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
の
は
、
世
界
内
の
客
観
と
し
て
の
他
の
身
体
で
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
仮
に
感
情
移
入
と
い
う
種
の
経
験
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
出
会
わ
れ
る
の
は
経
験
的
他
者
で
あ
っ
て
、

問
題
と
さ
れ
て
い
た
超
越
論
的
他
者
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
│
│
こ
う
し
た
懸
念
か
ら
、
研
究
者
の
あ
い
だ
で
「
フ
ッ
サ
ー
ル
は
間
主

観
性
の
問
題
を
解
決
し
て
い
な
い
」
と
い
う
見
解
が
共
有
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る）4
（

。

　

そ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
の
研
究
者
（
あ
る
い
は
批
判
者
）
は
、
間
主
観
性
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
次
の
い
ず
れ
か
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
採
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
一
は
、『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
か
ら
離
れ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
生
前
に
は
未
公
刊
で
あ
っ
た
草
稿
の
中
に
間

主
観
性
の
問
題
へ
の
解
答
を
見
出
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
の
枠
内
に
と
ど
ま
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ

で
あ
る
。
先
述
の
ヘ
ル
ト
の
論
文
は
こ
の
方
途
を
採
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
論
の
中
に
、
超
越
論
的
な
自
他
関
係
の
根
源
を
見
出
そ
う

と
し
て
い
る）5
（

。
そ
し
て
こ
の
時
間
論
に
よ
る
解
決
に
お
い
て
は
、
感
情
移
入
と
い
う
他
者
経
験
を
手
が
か
り
と
し
つ
つ
も
、
む
し
ろ
そ
れ

に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
る
モ
ナ
ド
間
の
関
係
に
つ
い
て
の
理
論
（
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
）
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
第
二
に
、
そ
も
そ
も
フ
ッ
サ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
か
ら
離
れ
て
、
間
主
観
性
の
問
題
を
独
自
の
仕
方
で
解
決
す
る
と
い
う

方
法
も
あ
り
う
る
。
こ
れ
は
、
ヘ
ル
ト
の
論
文
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン
の
大
著
『
他
者
』（
一
九
六
五
）
に
端
を
発
す
る

ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る）6
（

。
そ
こ
に
お
い
て
彼
は
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
へ
の
詳
細
な
批
判
を
行
っ
た
上
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
サ
ル
ト
ル
、
ブ

ー
バ
ー
等
を
援
用
し
つ
つ
、「
対
話
（D

ialog

）」
概
念
を
中
心
に
据
え
た
新
た
な
理
論
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
間
主
観
性
の
現
象
学
の
基
礎
に
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
が
あ
る
こ
と
が
踏
ま
え
ら
れ
つ
つ
も
、
む
し
ろ
他
者
経
験
の
理
論
の
方
に

力
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
、
感
情
移
入
し
か
扱
っ
て
い
な
い
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
の
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他
者
経
験
の
理
論
を
克
服
す
る
た
め
に
、「
対
話
」
や
「
伝
達
」
と
い
う
概
念
が
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ヘ
ル
ト
と
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン
が
確
立
し
た
こ
れ
ら
二
種
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
の
後
の
間
主
観
性
に
つ
い
て
の
研
究
を
規
定
し
つ
づ
け
る

こ
と
に
な
っ
た
。
例
え
ば
一
九
七
八
年
に
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン
の
『
他
者
』
の
抄
訳
を
行
っ
た
鷲
田
清
一
は
、
そ
の
「
訳
者
付
記
」
に
お
い
て
、

「
現
在
の
と
こ
ろ
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン
と
ヘ
ル
ト
の
こ
の
二
研
究
を
も
っ
て
、
現
象
学
的
相
互
主
観
性
〔
＝
間
主
観
性
〕
理
論
は
そ
の
意
義
を

隈
な
く
計
量
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う）7
（

」
と
評
し
て
い
る
。
こ
の
鷲
田
の
評
価
は
、
た
し
か
に
当
時
に
お
い
て
は
適
切
で
あ
っ
た
。
実

際
、
ヘ
ル
ト
の
論
文
か
ら
一
年
後
の
一
九
七
三
年
に
『
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
』
第
Ⅹ
Ⅲ
〜
Ⅹ
Ⅴ
巻
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
『
間
主
観
性
の
現
象

学
Ⅰ
〜
Ⅲ
』
も
、
研
究
者
の
見
方
を
決
定
的
に
変
え
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
合
計
一
八
〇
〇
頁
を
超
え
る
そ
れ
ら
の
草
稿

集
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
ヘ
ル
ト
と
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン
の
洞
察
が
大
筋
に
お
い
て
正
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
の
巻
に
収
め
ら
れ
た
草
稿
に
よ
れ
ば
、
た
し
か
に
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
は
、
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
と
時
間
論
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
に
多
く
の
労

力
を
割
い
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
『
間
主
観
性
の
現
象
学
』、
特
に
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
晩
年
の
草
稿
は
、
同
時
期
の
彼
の
時
間
論
と
関
連

づ
け
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
（e.g. R

odem
eyer 2006,

榊
原2009,

田
口2010

）。
他
方
で
、
他
者
経
験
の
理
論
を
言
語
的
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
面
に
ま
で
拡
張
す
る
た
め
の
手
が
か
り
は
こ
れ
ら
の
草
稿
集
の
中
に
も
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
従
来
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
間
主
観
性
の
現
象
学
の
中
で
は
言
語
を
介
し
た
自
他
関
係
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
解
釈

が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
解
釈
は
、
例
え
ば
野
家
の
次
の
発
言
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
展
開
の
中
で
は
、
言
語
表
現
の
機
能
は
一
貫
し
て
学
問
的
認
識
あ
る
い
は
真
理
の
認
識
に
従
属
さ
せ
ら
れ

て
お
り
、
そ
れ
が
爾
余
の
一
切
の
認
識
と
表
現
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
フ
ッ
サ
ー
ル
の
基
本
姿
勢

は
、
後
期
の
間
主
観
性
の
現
象
学
、
と
り
わ
け
他
者
構
成
の
問
題
に
お
い
て
も
、
言
語
の
機
能
す
る
次
元
を
全
く
考
察
の
外
に
置
く
、

あ
る
い
は
置
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
形
で
現
わ
れ
て
い
る）8
（

。
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同
様
の
見
解
は
、
国
内
外
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
た
め
他
者
経
験
の
理
論
を
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

場
面
に
ま
で
拡
張
し
よ
う
と
い
う
試
み
（e.g. Zahavi 1996, W

aldenfels 2007, T
engelyi 1998, 2007

）
は
、
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン
と
は
違

う
仕
方
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
や
は
り
フ
ッ
サ
ー
ル
の
文
献
研
究
の
枠
を
越
え
出
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る）9
（

。

2　
「
伝
達
」
と
い
う
概
念
の
重
要
性

　

し
か
し
前
節
で
ま
と
め
た
よ
う
な
研
究
動
向
は
、
近
年
に
な
っ
て
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
鷲
田
が
慎
重
に
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
上
述
の

二
研
究
が
支
配
的
で
あ
っ
た
の
は
「〔
一
九
七
八
年
と
い
う
〕
現
在
の
と
こ
ろ
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
四
〇
年
以
上
を
経
た
今
、
新

資
料
の
公
刊
等
に
よ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
間
主
観
性
の
現
象
学
に
対
す
る
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
文
献
研
究
の
枠
内
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
伝
達
の
場
面
に
お
け
る
他
者
経
験
を
論
じ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
徴
と

し
て
は
、
以
下
の
二
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
「
伝
達
」
概
念
を
研
究
す
る

　

フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
「
伝
達
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
、
デ
リ
ダ
や
ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ス
に
よ
る
紹
介
を
通
じ
て）10
（

、
た

し
か
に
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
た）11
（

。
例
え
ば
、『
間
主
観
性
の
現
象
学
』
所
収
の
諸
草
稿
の
中
に
は
「
伝
達
（M

itteilung

）」
へ
の
言
及

が
い
く
つ
か
あ
り
、
特
に
一
九
三
二
年
に
は
「
伝
達
の
共
同
体
の
現
象
学
」
と
題
さ
れ
た
草
稿）12
（

が
書
か
れ
て
も
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「
伝

達
の
共
同
体
」
と
い
う
概
念
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
最
晩
年
の
論
考
「
志
向
的
歴
史
の
問
題
と
し
て
の
幾
何
学
の
起
源
に
つ
い
て
の
問
い
」

（
一
九
三
九）
13
（

、
以
下
「
幾
何
学
の
起
源
」）
に
お
い
て
登
場
す
る
こ
と
も
周
知
の
事
実
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
散
発
的
な
記
述
だ
け

か
ら
、
伝
達
に
関
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
体
系
的
な
思
想
を
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
事
情
は
、
そ
も
そ
も
彼
が
『
論
理
学
研
究
』（
一
九
〇
〇
／
〇
一
、
以
下
『
論
研
』）
に
お
い
て
「
独
白
的
な
語
り
（einsam

e 
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R
ede

）」
に
注
目
す
る
た
め
に
「
伝
達
的
な
語
り
（m

itteilende R
ede

）」
を
考
察
の
埒
外
に
置
い
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
（X

IX
/ 

1, A
36, 32

）。
そ
れ
以
降
の
彼
は
、
少
な
く
と
も
公
刊
著
作
の
中
で
は
、
伝
達
に
つ
い
て
主
題
的
に
論
じ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
最

初
期
の
著
作
で
あ
る
『
論
研
』
の
中
で
表
舞
台
か
ら
退
け
ら
れ
た
「
伝
達
」
概
念
が
、
最
晩
年
の
論
文
「
幾
何
学
の
起
源
」
の
中
に
再
登

場
す
る
ま
で
の
経
緯
は
、
長
ら
く
隠
さ
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
近
年
、
新
資
料
の
公
刊
に
よ
っ
て
、「
伝
達
」
概
念
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
索
の
中
で
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
特
に
決
定
的
で
あ
っ
た
の
は
、
二
〇
〇
二
年
と
二
〇
〇
五
年
に
出
版
さ
れ
た
『
論
理
学
研
究
の
補
巻
』（
全
集
Ⅹ

Ⅹ
／
1
、
Ⅹ
Ⅹ
／
2
巻
）
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、『
論
研
』
第
二
版
の
た
め
に
フ
ッ
サ
ー
ル
が
準
備
し
つ
つ
も
、
公
刊
さ
れ
た
第
二

版
に
は
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
諸
草
稿
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
の
中
に
は
、
第
一
版
で
度
外
視
さ
れ
た
は
ず

の
「
伝
達
」
に
つ
い
て
の
大
量
の
記
述
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
『
論
研
』
書
き
換
え
の
た
め
の
草
稿
に
つ
い
て
は
、
同

巻
の
編
者
で
も
あ
る
Ｕ
・
メ
レ
に
よ
る
も
の
を
は
じ
め
と
し
た
若
干
の
論
文
（K

ern 2019, Sinigaglia 1998, M
elle 1999, 2008,

佐
藤

2016

）
を
除
け
ば
、
現
在
で
も
あ
ま
り
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
。
そ
こ
で
本
書
は
、
こ
れ
ま
で
研
究
が
手
薄
で
あ
っ
た
『
論
研
』
の
改
版

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
一
定
の
解
釈
を
提
示
し
た
上
で
、
な
ぜ
そ
こ
に
お
い
て
「
伝
達
」
概
念
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
か
を
考

え
て
み
た
い
。
完
成
に
至
ら
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
出
版
計
画
の
中
で
「
伝
達
」
に
関
す
る
理
論
が
重
要
な
地
位
を
占
め

て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
単
な
る
一
時
の
思
い
つ
き
で
は
な
か
っ
た
こ
と
の
証
左
と
な
る
だ
ろ
う
。

⑵
伝
達
の
場
面
で
の
他
者
経
験
に
注
目
す
る

　

し
か
し
『
論
研
』
改
版
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
準
備
さ
れ
て
い
た
「
伝
達
」
に
関
す
る
論
述
は
、
公
刊
さ
れ
た
『
論
研
』
第
二
版
の
中
に

は
ほ
と
ん
ど
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
論
理
学
と
い
う
テ
ー
マ
に
限
定
さ
れ
た
同
書
の
中
に
そ
れ
を
取
り
込
む
余
裕
が
な
か
っ
た

こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
「
伝
達
」
概
念
は
、『
論
研
』
の
全
面
的
な
書
き
換
え
計
画
が
頓
挫
し
た

の
ち
に
は
、
他
者
論
の
中
で
、
と
り
わ
け
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
「
共
同
体
」
を
め
ぐ
る
考
察
の
中
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
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た
経
緯
を
踏
ま
え
、
本
書
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
経
験
の
理
論
の
全
体
像
を
「
感
情
移
入
」
の
み
な
ら
ず
「
伝
達
」
に
関
す
る
部
門
を

含
む
よ
う
な
か
た
ち
で
再
構
成
し
て
み
た
い
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
「
伝
達
」
を
「
感
情
移
入
」
と
並
べ
る
と
い
う
方
針
は
、『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
に
関
連
す
る
資
料
に
よ
っ
て
文
献

的
な
裏
づ
け
を
得
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
一
九
三
二
年
に
当
時
フ
ッ
サ
ー
ル
の
助
手
で
あ
っ
た
Ｅ
・
フ
ィ
ン
ク
が
委
嘱
さ
れ
て
執
筆
し

た
『
第
六
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
で
あ
る
。
同
書
が
『
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
』
の
記
録
集
の
第
二
巻
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
の
は
一
九
八
八
年
の

こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
を
新
た
な
観
点
か
ら
読
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
特
に
本
書
が
注
目
す
る

の
は
、
フ
ィ
ン
ク
に
よ
る
以
下
の
発
言
で
あ
る
。

他
者
と
い
う
観
察
者
が
私
に
与
え
ら
れ
る
の
は
、
た
だ
感
情
移
入
（
伝
達
）
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る）14
（

。

同
書
が
フ
ッ
サ
ー
ル
と
フ
ィ
ン
ク
の
共
著
と
し
て
出
版
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
こ
の
主
張
を
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
に
帰

す
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
、
他
者
経
験
の
理
論
の
中
で
「
感
情
移
入
」
の
み
な
ら
ず
「
伝
達
」
を
も
扱
お
う

と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
引
用
文
中
の
「
感
情
移
入
（
伝
達
）」
と
い
う
語
句
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
の
余
地
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
こ
で
の
丸
括
弧
は

何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
感
情
移
入
と
伝
達
が
言
い
換
え
可
能
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
あ
る
い
は
伝
達
が
感
情
移
入
と
は
別
種
の
他
者

経
験
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
│
│
こ
う
し
た
問
い
に
対
す
る
本
書
の
見
解
を
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
こ
う
。
筆
者
の
見
る
か
ぎ
り
、

伝
達
の
場
面
に
お
い
て
は
感
情
移
入
と
は
別
種
の
他
者
経
験
が
起
こ
り
う
る
。
た
だ
し
、
伝
達
そ
の
も
の
が
他
者
経
験
で
あ
る
と
い
う
言

い
方
に
は
語
弊
が
あ
る
。
後
ほ
ど
論
じ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、「
伝
達
」
と
は
表
現
の
や
り
取
り
を
介
し
て
な
さ

れ
る
諸
々
の
相
互
作
用
を
総
称
す
る
語
で
あ
り
、
そ
の
中
で
「
他
者
経
験
」
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
作
用
は
二
種
だ
け
で
あ
る
。
本
書
の
解

釈
に
よ
れ
ば
、
そ
の
二
種
と
は
「
語
り
か
け
の
受
容
（A

ufnahm
e der A

nrede
）」
と
「
思
考
移
入
（Einverstehen

）」
で
あ
る）15
（

。
こ



8

序　章　間主観性の現象学への新たなアプローチ

れ
ら
と
感
情
移
入
を
合
わ
せ
る
と
、
結
局
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
の
中
に
は
三
種
の
他
者
経
験
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
著

作
や
草
稿
の
中
で
明
示
的
に
こ
れ
ら
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
ご
く
僅
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
感
情
移
入
」
と
「
伝
達
」
と
い

う
二
分
法
に
注
目
す
る
先
行
研
究
は
い
く
つ
か
あ
っ
た
も
の
の
（e.g. K

ozlow
ski 1991,

浜
渦1995, B

eyer 2013, Perreau 2013

）、
伝

達
の
中
に
さ
ら
に
二
つ
の
他
者
経
験
を
区
別
す
る
と
い
う
試
み
は
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
書
は
、
こ
の
点
で
従
来
に
は

な
か
っ
た
新
た
な
他
者
経
験
の
理
論
の
枠
組
み
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
。

3　

伝
達
の
場
面
で
の
他
者
経
験
か
ら
倫
理
学
へ

　

第
2
節
で
示
し
た
よ
う
に
、
本
書
は
「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
文
献
研
究
の
枠
内
で
、
伝
達
の
場
面
に
お
け
る
他
者
経
験
を
論
じ
る
」
と
い
う

ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
。
し
か
し
第
1
節
で
も
確
認
し
た
通
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
と
い
う
枠
を
外
し
て
現
象
学
一
般
に
ま
で
視
野
を
広
げ

る
と
、
伝
達
の
場
面
で
の
他
者
経
験
は
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
先
に
触
れ
た
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン
の
ほ
か
に
、
こ
こ
で
新
た

に
挙
げ
て
お
き
た
い
の
は
、『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
の
仏
訳
者
の
一
人
で
も
あ
っ
た
Ｅ
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
諸
著
作
で
あ
る
。
特
に
彼
の
主

著
『
全
体
性
と
無
限
』（
一
九
六
一
）
や
『
存
在
す
る
と
は
別
の
仕
方
で
、
あ
る
い
は
存
在
す
る
こ
と
の
彼
方
へ
』（
一
九
七
四
、
以
下

『
存
在
す
る
と
は
別
の
仕
方
で
』）
に
お
い
て
は
、
対
話
の
場
面
に
お
け
る
他
者
経
験
の
中
に
他
者
へ
の
責
任
の
起
源
を
見
て
と
る
と
い
う

仕
方
で
、
現
象
学
的
な
他
者
経
験
の
理
論
を
、
独
自
の
意
味
で
の
倫
理
学
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
そ
こ
で

は
、
他
者
論
は
も
は
や
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
意
味
で
の
間
主
観
性
の
現
象
学
で
は
な
く
、
む
し
ろ
倫
理
学
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
登
場
以
降
、
現
象
学
に
お
い
て
は
、
他
者
論
と
倫
理
学
の
関
連
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば

ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ス
の
「
応
答
倫
理
学
（responsive Ethik

）
16
（

）」
や
テ
ン
ゲ
イ
の
「
基
礎
倫
理
学
（Elem

entarethik

）
17
（

）」
は
、
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
の
問
題
提
起
に
影
響
を
受
け
つ
つ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
を
下
敷
き
と
し
て
構
想
さ
れ
た
独
自
の
倫
理
学
で
あ
る
。
本
書
は
こ
れ

ら
の
構
想
を
参
照
し
つ
つ
、
よ
り
フ
ッ
サ
ー
ル
に
内
在
的
な
仕
方
で
、
彼
の
他
者
論
の
倫
理
学
的
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。
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こ
う
し
た
本
書
の
方
針
に
対
し
て
は
、「
な
ぜ
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
倫
理
学
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
な
い
の
か
」
と
い
う
疑
問
が
寄
せ
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
他
者
論
と
並
行
し
て
、
講
義
録
や
論
文
な
ど
を
通
じ
て
独
自
の
倫
理
学
を
展
開
し
て

い
る
。
す
る
と
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
他
者
論
に
接
続
し
さ
え
す
れ
ば
、
他
者
論
と
倫
理
学
の
架
橋
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
話
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論
と
倫
理
学
は
、
彼
自
身
の
テ
ク
ス

ト
に
お
い
て
も
従
来
の
研
究
に
お
い
て
も
、
別
個
に
論
じ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
従
来
の
研
究
動
向
に
お
い
て
倫
理
学
と
関
係
づ
け
づ
ら
か
っ
た
こ
と
は
当
然
だ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
他
者
経
験
の
理
論
は
、
専
ら
感
情
移
入
論
だ
け
だ
っ
た
か
ら
だ
。
第
三
章
以
降

で
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
「
感
情
移
入
」
と
は
相
手
の
身
体
に
つ
い
て
の
経
験
で
あ
り
、
知
覚
に
類
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
感
情
移
入
の
場
面
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
対
他
的
な
当
為
や
実
践
に
つ
い
て
論
じ
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
フ
ッ
サ
ー
ル
の
倫
理
学
は
、
よ
う
や
く
近
年
に
な
っ
て
本
格
的
に
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
分
野
で
あ
る
。
Ａ
・
ロ
ー

ト
の
先
駆
的
な
研
究
（R

oth 1960

）
を
別
に
す
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
倫
理
学
は
、
関
連
す
る
草
稿
が
長
ら
く
未
公
刊
で
あ
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
全
集
Ⅹ
Ⅹ
Ⅷ
巻
（
一
九
八
八
）、
Ⅹ
Ⅹ
Ⅹ
Ⅶ
巻
（
二
〇
〇
四
）、
Ⅹ
Ｌ
Ⅱ
巻
（
二
〇

一
四
）
の
出
版
に
よ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
倫
理
学
に
関
す
る
講
義
原
稿
や
メ
モ
の
大
半
が
公
開
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
全
体
像
を

捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
が
活
発
に
な
り
つ
つ
あ
る
（e.g. M

elle 2002, 2004,

吉
川2011,

八
重
樫2017

）。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
研
究
に

よ
っ
て
い
み
じ
く
も
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
倫
理
学
の
中
に
「
他
者
」
に
関
す
る
言
及
は
驚
く
ほ
ど
乏
し
い
。

第
二
章
お
よ
び
終
章
で
見
る
よ
う
に
、
彼
の
倫
理
学
は
個
人
の
選
択
や
人
生
全
体
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
選
択

や
人
生
が
他
者
と
の
関
係
の
中
で
形
成
さ
れ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
彼
は
、
他
者
論
（
間

主
観
性
の
現
象
学
）
の
枠
内
で
他
者
に
関
す
る
膨
大
な
草
稿
を
残
し
つ
つ
も
、
倫
理
学
の
中
に
そ
れ
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
は
し
て
い
な
い

の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
の
内
部
に
お
い
て
は
、
一
見
す
る
と
他
者
論
と
倫
理
学
の
あ
い
だ
に
断
絶
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
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そ
こ
で
本
書
は
、
ま
ず
第
Ⅰ
部
に
お
い
て
こ
の
断
絶
が
生
じ
て
い
る
原
因
を
解
明
し
た
上
で
、
第
Ⅱ
部
で
、
そ
れ
を
埋
め
る
た
め
の
方
途

を
彼
の
他
者
論
の
う
ち
に
求
め
て
い
く
。
各
部
の
章
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
第
Ⅰ
部
「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論
と
倫
理
学
の
断
絶
の
原
因
」
に
お
い
て
は
、
先
述
の
よ
う
な
断
絶
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
仕

方
で
起
き
て
い
る
か
を
確
認
し
、
そ
の
原
因
を
探
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
第
一
章
で
は
、『
論
研
』
に
お
い
て
、
伝
達
の

た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
種
類
の
表
現
（
非
客
観
化
作
用
の
表
現
）
と
、
表
現
の
機
能
（
告
知
機
能
）
が
度
外
視
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
。
つ
づ
く
第
二
章
と
第
三
章
に
お
い
て
示
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
制
限
が
課
さ
れ
て
い
る
状
態
で
形
成
さ
れ
た
倫
理

学
と
他
者
論
が
互
い
に
没
交
渉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
す
る
と
こ
れ
に
よ
り
、
そ
も
そ
も
『
論
研
』
で
行
わ
れ
て
い
た
伝
達
に
関
わ
る

諸
要
素
の
度
外
視
こ
そ
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論
と
倫
理
学
の
断
絶
を
も
た
ら
し
た
原
因
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
第
Ⅱ
部
「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論
の
展
開
と
そ
の
到
達
点
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
断
絶
を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
文
献
解
釈
の
範
囲

内
で
解
消
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
第
四
章
で
確
認
さ
れ
る
の
は
、『
論
研
』
で
度
外
視
さ
れ
た
上
述
の
諸
要
素
が
、
ほ

か
な
ら
ぬ
『
論
研
』
書
き
換
え
の
た
め
の
諸
草
稿
に
お
い
て
回
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
中

で
伝
達
を
体
系
的
に
論
じ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
同
じ
く
第
四
章
で
は
、
伝
達
に
お
け
る
相
互
理
解
の
過
程
に
お
い
て
感
情
移

入
と
は
別
の
二
種
の
他
者
経
験
が
析
出
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
言
葉
遣
い
に
な
ら
っ
て
「
語
り
か
け
の
受
容
」
と
「
思

考
移
入
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
第
五
章
で
は
、
一
九
二
一
年
前
後
の
他
者
経
験
の
理
論
の
展
開
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

が
感
情
移
入
論
と
語
り
か
け
の
受
容
の
理
論
と
思
考
移
入
論
の
三
つ
の
部
門
か
ら
な
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
そ
れ
ぞ

れ
の
理
論
の
内
実
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
他
者
経
験
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
共
同
体
が
何
で
あ
り
、
そ
の
相
関
者
と
し
て
の
世
界
が
ど
の
よ
う

に
現
れ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
第
六
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
他
者
経
験
の
理
論
の
全
体
像
を
踏
ま
え

て
、『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
前
後
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論
が
再
解
釈
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
自
然
的
世
界
に

お
け
る
感
情
移
入
と
社
会
的
世
界
に
お
け
る
思
考
移
入
の
中
間
に
あ
る
「
語
り
か
け
の
受
容
」
の
理
論
こ
そ
が
、
と
り
わ
け
他
者
の
異
他

的
な
（frem

d

）
側
面
を
扱
う
と
い
う
意
味
で
、
彼
の
他
者
経
験
の
理
論
の
到
達
点
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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以
上
を
踏
ま
え
て
終
章
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
語
り
か
け
の
受
容
」
の
理
論
を
介
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論
と
彼
自
身
の
倫
理
学

が
接
続
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、「
語
り
か
け
の
受
容
」
の
理
論
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
最
大
限
引
き
出
す
べ
く
、
そ
れ
が
「
基
礎
関
係

の
現
象
学
」
と
い
う
一
般
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
う
ち
に
置
き
入
れ
ら
れ
、
そ
の
枠
内
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
理
学
と
比
較
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
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