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人
間
が
社
会
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
自
己

自
身
に
於
て
孤
立
し
自
足
し
た
存
在
で
は
な
く
、

つ
ね
に
他
の
人
間
と
の
交
渉

関
連
の
場
の
う
ち
に
あ
り
、

そ
う
し
た
場
の
う
ち
で
は
じ
め
て
自
ら
も
生
存
し

う
る
と
い
う
事
実
は
、

日
常
こ
れ
ほ
ど
自
明
な
こ
と
は
な
い
が
、

し
か
し
一
旦

こ
の
事
実
が
一
つ
の
営
学
的
問
題
と
し
て
論
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
こ

に
さ
ま
ざ
ま
な
難
問
が
生
じ
て
く
る
。
こ
と
に
自
我
を
中
心
と
す
る
近
世
以
降

の
エ
ゴ
ロ
ギ
l
の
立
場
は
、
と
も
す
れ
ば
各
種
の
独
我
論
に
偏
し
、
そ
こ
か
ら

改
め
て
類
推
と
か
感
情
移
入
に
よ
っ
て
自
我
以
外
の
他
者
の
存
在
を
証
明
す
る

方
途
を
と
る
が

こ
う
し
た
証
明
の
い
ず
れ
に
も
難
点
が
存
す
る
の
は
す
で
に

こ
れ
ま
で
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
い
か
な

る
形
に
於
て
で
あ
れ
、
個
的
な
自
我
の
存
在
を
す
べ
て
に
先
立
つ
絶
対
的
事
実

と
し
て
措
定
し
、

」
の
自
我
に
基
づ
い
て
一
切
の
事
象
を
解
明
し
よ
う
と
す
る

エ
ゴ
ロ
ギ
!
の
立
場
か
ら
は
、
そ
れ
自
身
ま
た
自
立
的
な
他
者
の
存
在
を
ま
さ

し
く
そ
の
他
者
の
自
立
性
に
於
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
者
の
自
立
性

は
、
依
然
と
し
て
エ
ゴ
ロ
ギ
l
の
枠
内
で
、

す
な
わ
ち
他
者
が

「
第
二
の
自

(
同

7
2
m
m
o
)」
で
あ
る
と
い
う
、
他
者
に
対
す
る

自
我
の
投
影
と
そ
の
再
認
と
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
る
に
す
ぎ
必
い
の
で
あ
る
。

我
」
で
あ
り
「
他
の
自
我

北
大
文
学
部
紀
要

と
こ
ろ
で
他
方
、
今
世
紀
に
入
り
、
社
会
学
や
心
理
学
と
い
っ
た
隣
接
諸
科

学
の
発
展
と
そ
の
影
響
の
も
と
に
、
哲
学
の
分
野
内
で
こ
う
し
た
エ
ゴ
ロ
ギ
l

の
枠
を
破
ろ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
て
、

た
と

え
ば
フ
ッ
セ
ル
に
は
じ
ま
り
、

ハ
イ
デ
ガ
i

サ
ル
ト
ル
と
続

シ
ェ

l
ラ
l
、

く
一
連
の
「
現
象
学
」
者
達
も
、
こ
の
試
み
に
意
欲
的
に
参
画
し
た
ひ
と
び
と
で

あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
フ
ッ
セ
ル
の
「
問
主
観
性

Q
5
2
2
z
m
r
p千

件
伊
丹
)
」
の
理
論
、
シ
エ

l
ラ
!
の
「
共
感

(ω
吉
凶
℃
担
任
目
白
)
」
に
関
す
る
理
論
、

ハ
イ
デ
ガ
l
の
「
共
同
存
在
(
呂
志
向
宮
)
」
及
び
「
共
同
世
界
(
富
山
件
当
己
同
)
」

の
理
軒
、
サ
ル
ト
ル
の
「
対
価
存
在
。
ぎ
巾
宮

5
2
5
C」
理
論
、
)
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
エ
ゴ
ロ
ギ
!
の
枠
を
破
り
、
「
独
我
論
の
暗
礁
」
を
回
避
し
よ
う
と

す
る
試
み
な
の
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
問
題
は
、

は
た
し
て
彼
等
に
よ
っ
て

ー109-

エ
ゴ
ロ
ギ
l
の
枠
が
完
全
に
打
破
ら
れ
た
か
、

と
い
う
点
に
あ
ろ
う
。
私
は
、

彼
等
の
意
図
と
努
力
と
に
も
拘
わ
ら
ず
、
!
ー
ー
た
と
え
「
独
我
論
の
暗
礁
」
が

個
々
の
問
題
面
で
は
回
避
さ
れ
た
と
認
め
る
に
し
て
も
1
1
1
そ
こ
で
は
な
お
エ

ゴ
ロ
ギ
l
の
枠
が
全
面
的
に
撤
廃
さ
れ
る
に
は
到
っ
て
い
な
い
と
考
え
ざ
る
を

え
な
い
。
彼
等
は
依
然
と
し
て
エ
ゴ
ロ
ギ
l
の
枠
内
に
と
ど
ま
り
、

エ
ゴ
ロ
ギ

ー
の
も
つ
伝
統
的
な
思
考
方
式
を
踏
襲
し
つ
つ
、

そ
こ
か
ら
エ
ゴ
ロ
ギ
l
の
批

判
と
克
服
を
試
み
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
う
し
た

観
点
か
ら
、
と
く
に
ハ
イ
デ
ガ
l
の
共
同
存
在
理
論
と
サ
ル
ト
ル
の
対
他
存
在

理
論
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
内
容
を
吟
味
し
て
み
た
い
。

周
知
の
よ
う
に
、

ハ
イ
デ
ガ
l
は、

そ
の
「
存
在
と
時
間
L

の
う
ち
で
、
人
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宇
都
宮

間
ー
ー
つ
ま
り
彼
の
術
語
で
い
う
「
現
存
在

の
根
本
機
構
を

「
世
界
H

内
H

存
在
(
『

lr円
|
毛
色
丹
1185)」
と
い
う
形
で
規
定
す
る
o

「
位

(ロ
g
巾山口)」

界
」
と
は
、
こ
の
場
合
、
存
在
し
て
い
る
も
の
|
|
「
存
在
者

3
2
8号
る
」

|
|
の
全
集
合
を
指
す
存
在
的
(
。

E
-
2
5
概
念
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
そ
う

し
た
世
界
を
世
界
た
ら
し
め
て
い
る

を
指
示

す
る
存
在
論
的

概
」与 一寸

忠世
主界

Zτ 性

宅
問

円

;T 
:>;""' 
刊

Lー

(。ロ件。
-om山田円}凶)

そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ

る
と

」
の
陛
界
性
と
し
て
の
世
界
は
、

現
存
在
の
存
在
|
|
ハ
イ
デ
ガ
l

の
術
一
訟
で
の

「
実
存
(
肘
阿
佐
お
ロ
N
)

」
ー
ー
を
根
滅
的
に
規
定
す
る
実
存
論
時

の
一
つ
で
あ
っ
て
、
現
存
在
は
自
己
の
存
在
の
一
契
機
で

(
H
W
凶
岡
田
宮
口
江
田
-
)

あ
る
こ
の
世
界
を
通
し
て
世
界
内
に
存
在
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
1
1
1す
な
わ

ち
「
内
世
界
的
存
在
者

(
円
ロ
ロ
開
門

4
2
5
5
r
g
)」

と
交
渉
す
る
。

つ
ま
り
世
界

は
内
世
界
的
存
在
者
が
現
存
在
に
対
し
て
は
じ
め
て
そ
れ
と
し
て
あ
ら
わ
に
な

る
場
所
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
い
わ
ば
内
世
界
的
存
在
者
の
開
示
の
条
件
な
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
世
界
が
現
存
在
の
実
存
論
院
で
あ
り
、
し
か
も
現
存

在
が
そ
の
都
度
私
の
現
存
在
で
あ
る
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
l
の
規
定
に
従
え
ば
、

す
べ
て
の
現
存
在
が
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
世
界
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、

そ
う
し
た

意
味
で
世
界
は
何
か
「
主
観
的
な
も
の
」
に
な
り
は
し
な
い
か
と
い
う
疑
義
が

生
じ
て
く
る
。

一
体
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
に
「
共
通
の
」
壮
界
は
存
在
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
o

も
し
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う

か
0
1
1
i
こ
う
し
た
疑
義
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ガ
l
自
'
身
の
解
答
が
、

「
存
在
と

時
間
L

の
第
一
部
第
一
編
第
四
章
で
展
開
さ
れ
る
「
共
同
存
在
及
び
自
己
存
在

と
し
て
の
世
界
日
内
リ
存
在
」
の
分
析
な
の
で
あ
る
。

」
こ
で
の
ハ
イ
デ
ガ
l
の
分
析
の
成
果
に
よ
る
と
、

」
の
世
界
性
と
し
て
の

世
界
は
、
実
は
決
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
現
存
在
に
於
て
孤
立
し
た

い
わ
ば
モ
ナ

ド
的
な
世
界
で
は
な
い
。
そ
れ
は
位
界
性
と
し
て
の
世
界
と
な
ら
ん
で
現
存
在

の
い
ま
一
つ
の
根
本
契
機
で
あ
る
「
内
H

存
在

(
F
l
F冒
と
そ
の
も
の
が
孤

立
し
た
一
主
観
の
ご
と
き
も
の
で
は
な
く
て
-
共
同
存
在
」
で
あ
り
、
従
っ
て

そ
の
陛
界
も
ま
た
「
共
同
世
界
」
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
l

は。

こ
の
こ
と
を
、

わ
れ
わ
れ
に
も
っ
と
も
身
近
か
な
世
界
で
あ
る
道
具
的

な
環
境
世
界

(
d自
宅
巾

-c
の
現
象
学
的
分
析
を
通
じ
て
証
示
す
る
。
た
と
え

ぱ
職
人
が
そ
の
環
境
世
界
で
あ
る
仕
事
の
世
界
の
う
ち
で
製
品
と
し
て
見
出
す

も
の
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
す
で
に
「
他
者
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
」
と
い
う

契
機
を
も
開
示
し
て
お
り
、
従
っ
て
職
人
は
そ
う
し
た
製
品
を
介
し
て
す
で
に

他
者
と
出
会
っ
て
い
る
。
ま
た
一
極
端
な
例
と
し
て
、
た
と
え
私
が
湖
畔
で
持

-110-

主
の
知
ら
な
い
見
な
れ
ぬ
ボ
l
ト
を
見
る
場
合
に
も
、
誰
の
も
の
か
知
ら
な
い

と
い
う
点
で
、
こ
の
ボ
l
ト
は
す
で
に
私
の
知
ら
な
い
あ
る
他
者
を
指
示
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
「
陸
界
は
い
つ
も
す
で
に
私
が
他
者
と
わ
か
ち
も
つ
世
界
」

で
あ
り
、
「
現
存
在
の
位
界
は
共
同
位
界
L

で
あ
っ
て
、
「
他
者
は
:
:
現
存
在

が
本
質
的
に
そ
の
う
ち
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
世
界
か
ら
出
会
う
し

こ

と

に

な

る
。
わ
れ
わ
れ
が
他
者
の
存
在
を
問
題
に
す
る
際
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、

う
し
た
「
環
境
世
界
的
な
出
会
い
と
い
う
現
象
的
状
況
し
に
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
他
者
が
内
位
界
的
存
在
者
を
介
せ
ず
、
端
的
に
他
者
と
し
て
現
存

ヤ

」

在
の
視
野
に
あ
ら
わ
れ
る
際
に
も
、

そ
れ
は
「
眼
の
前
に
あ
る
人
格
と
い
う
事

物

(pas-ロぬ〉」

で
は
な
く
、

(
冨
巾
口
出
各
自
門
出
ロ
ぬ
ど
と
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

た
と
え
ば
同
じ
環
境
世
界
の
内
部
で
と
も
に
仕
事
を
し
て
い
る
他

や
「
人
間
と
い
う
事
物



者
と
し
て
ま
ず
あ
ら
わ
に
な
お
「
い
ず
れ
に
せ
よ
、
他
者
は
つ
ね
に
共
同
現
存

在
(
富
山
正
回
目
色
包
)
と
し
て
現
存
在
の
共
同
位
界
の
う
ち
で
あ
ら
わ
に
な
る
の

で
あ
り

こ
の
こ
と
は
究
極
に
は
現
存
在
の
「
内

u
存
在
」
そ
の
も
の
が
共
同

存
在
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

以
上
が
ハ
イ
デ
ガ
l
の
共
同
存
在
理
論
の
根
幹
で
あ
っ
て
、

」
こ
か
ら
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
重
要
な
帰
結
を
導
く
が
、

」
こ
で
は
当
面
の
問

題
と
の
関
連
に
於
て
、

次
の
二
項
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

そ
の
第

は
、
こ
の
分
析
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
た
「
共
同
存
在
」
と
か
「
共
同
世
界
」
と

か
が
、
あ
く
ま
で
も
現
存
在
の
存
在
論
的
乃
至
は
実
存
論
的
構
造
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
た
だ
ち
に
自
己
と
他
者
と
の
間
の
現
実
的
な
関
連
交
渉
と
い
っ
た
存
在

的
事
実
を
指
す
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ

る
と
、
「
共
同
存
在
は
他
者
が
事
実
上
ひ
と
り
も
眼
の
前
に
存
在
せ
ず
、
知
覚

さ
れ
な
い
と
き
も
ま
た
、
実
存
論
的
に
現
存
在
を
規
定
し
て
い
る
」
こ
と
に
な

る
。
他
者
が
い
な
い
と
い
う
他
者
の
不
在
も
、
共
同
存
在
の
う
ち
に
於
て
の
み

可
能
で
あ
る
。
「
た
だ
ひ
と
り
で
い
る
こ
と
(
〉
戸
包
ロ
|
印
即
日
ロ
〉
し
は
共
同
存
在
の
一

欠
如
態
で
あ
っ
て
、
前
者
の
可
能
性
は
む
し
ろ
後
者
の
証
明
に
他
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
観
点
の
も
と
に
、
他
者
の
現
存
在
を
事
実
上
何
等

ハ
イ
デ
ガ
l
は、

か
の
形
で
前
提
し
、
そ
こ
か
ら
他
者
の
存
在
や
自
他
の
共
同
存
在
の
問
題
に
赴

く
立
場
を
不
当
な
立
場
と
し
て
斥
け
る
。
た
と
え
ば
感
情
移
入
説
が
そ
う
で
あ

っ
て
、
こ
の
場
合
他
者
は
ま
ず
自
己
の
眼
の
前
に
あ
る
一
存
在
者
と
し
て
措
定

さ
れ
、
次
い
で
自
己
か
ら
他
者
へ
の
感
情
移
入
が
説
か
れ
、
そ
こ
で
は
じ
め
て

自
他
の
共
同
存
在
が
成
立
す
る
。
だ
が
事
態
は
突
は
こ
の
解
明
の
順
序
と
は
逆

で
あ
っ
て
、

「
感
情
移
入
が
共
同
存
在
を
は
じ
め
て
構
成
す
る
の
で
は
な
く

北
大
文
学
部
紀
要

前
者
は
後
者
を
基
礎
に
し
て
は
じ
め
て
可
能
し
な
の
で
あ
る
。

は
、
こ
う
し
た
批
判
を
通
じ
、
明
ら
か
に
エ
ゴ
ロ
ギ
l
的
な
他
者
理
論
を
斥
け

ハ
イ
デ
ガ
l

て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
後
の
ハ
イ
デ
ガ
!
批
判
に
も
関
連
す
る
が
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
が
他
者
の
存
在
を
問
題
に
す
る
の
は
あ
く
ま
で
も
自
他
の
共
同
存
在

の
次
元
に
於
て
で
あ
っ
て
、
自
己
対
他
者
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
自
他
の
相
互
存

、在の
次
元
に
於
て
で
は
な
い
。

ハ
イ
デ
ガ
I
に
あ
っ
て
は
相
互
存
在
の
問
題
は

つ
ね
に
共
同
存
在
の
問
題
に
還
元
さ
れ
、
前
者
は
後
者
に
基
づ
い
て
解
明
さ
れ

る
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
対
他
者
と
い
う
自
他
の
事
実
的
な
相
互
存
在

に
関
す
る
極
め
て
重
要
な
諸
問
題
ー
ー
ー
と
く
に
そ
う
し
た
場
面
で
は
じ
め
て
解

明
可
能
な
倫
理
的
諸
問
題
ー
ー
が
解
明
の
網
の
目
か
ら
逃
れ
て
し
ま
う
と
い
う

A

幻
)

事
実
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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第
二
に
、

そ
れ
で
は
こ
の
共
同
存
在
と
し
て
の
現
存
在
の
い
わ
ば
「
主
体
」

に
な
る
の
は
「
誰
」
か
、

と
い
う
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
か
の

有
名
な
「
ひ
と

(門回目印ぞ内白口)」

と
い
う
概
念
が
登
場
す
る
。

ハ
イ
デ
ガ
l
に

よ
る
と
、
他
者
の
現
存
在
と
同
様
に
、
自
己
の
現
存
在
も
ま
た
、
ま
ず
大
抵
は

環
境
的
に
配
慮
さ
れ
た
共
同
世
界
か
ら
規
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
自
己
が
共
同
世

界
内
に
於
け
る
他
者
か
ら
逆
に
規
定
さ
れ
、
そ
う
し
た
他
者
の
支
配
下
に
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る
が
、

で
は
な
く
、

し
か
し
こ
の
場
合
の
他
者
は
決
し
て
あ
る
特
定
の
他
者

い
わ
ば
他
者
一
般
で
あ
り
、
中
性
と
し
て
の
「
ひ
と
」
で
あ
る
。

に
も
拘
わ
ら
ず
、

は
そ
れ
独
自
の
存
在
様
式
、

「
公
共
性
(
。
町
内
巾
ロ
昨
日

rrFac」
と
い
っ

「
ひ
と
」

つ
ま
り
「
平
均
性

(ロロ門口}岡田
nr巳
江
口
口
}
枠
内
目
。
」
と
か

た
、
そ
れ
独
自
の
存
在
様
式
を
も
っ
て
い
る
o

道
具
的
環
境
世
界
の
も
と
に
と

他
者
か
ら
判
然
と
区
別
さ
れ
た

ど
ま
る
日
常
的
な
現
存
在
の

「
主
体
し
は
、
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特
定
の
こ
の
自
己
で
は
な
く
て
、
そ
れ
自
身
が
実
は
他
者
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の

「
ひ
と
」
で
あ
る
。
「
日
常
的
現
存
在
の
自
己
は
八
ひ
と
H

自
己
(
呂
田
口
『

8-z
。v

で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
も
の
を
恥
わ
か
な
、
つ
ま
り
本
来
そ
の
も
の
と

し
て
把
握
さ
れ
た
自
己
か
ら
区
別
す
る
。
八
ひ
と
H

自
己
V
と
し
て
、
そ
の
都

度
現
存
在
は
八
ひ
と
V
の
う
ち
に
分
散
し
て
い
る
。
・
:
:
ま
ず
さ
し
あ
た
っ
て

事
実
的
現
存
在
は
平
均
的
に
発
見
さ
れ
た
共
同
世
界
の
う
ち
に
あ
る
。
ま
ず
さ

し
あ
た
っ
て
八
私
V
は
本
来
の
意
味
で
八
あ
る
(
ゲ
5
)
M
V

の
で
は
な
く
、
八
ひ

と
V
と
い
う
様
式
で
の
他
者
で
あ
る

Q
L
3
c
私
が
ホ
北
川
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ

の
本
来
的
自
己
存
在
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
他
の
箇
所
で
説
く
と
こ
ろ
に
よ
る

と
、
「
ひ
と
」

へ
の
分
散
か
ら
自
己
を
取
戻
し
、

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
の
ハ
イ
デ
ガ
l
は
、
本
来
的
自

自
ら
を
単
独
化
し
集
中
化
す

己
存
在
も
「
本
質
的
実
存
論
障
と
し
て
の
八
ひ
と
V
の
一
突
存
的
変
様
」
で
あ

る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
共
同
存
在
理
論
が
環
境
世
界
と
し

て
の
共
同
位
界
の
分
析
か
ら
出
発
す
る
こ
と
を
お
も
え
ば
、
む
し
ろ
当
然
の
帰

結
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に

ハ
イ
デ
ガ
l
は

日
常
的
非
本
来
的
な
自
己
(
ひ
と
H

自
己
)
が
本
来
的
自
己
へ
と
自
ら
を
単
独

化
す
る
に
つ
れ
て
変
様
す
る
(
筈
の
)
共
同
世
界
や
共
同
存
在
の
様
態
に
つ
い

て
は
、
殆
ん
ど
語
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
自
己
と
他
者
の
共
同
存
在
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ
!
の
以
上
の
考
え

が
、
と
く
に
そ
の
分
析
の
出
発
点
や
方
法
に
於
て
、

そ
れ
ま
で
に
類
の
な
い
斬

新
さ
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

、
、
、

f

;

、

/
イ
一
プ
メ
ー
は

も
は
や

先
行
者
が
な
し
た
よ
う
に
、
体
験
流
と
か
意
識
と
か
表
象
と
か
い
っ
た
事
象
か

ら
は
出
発
し
な
い
。
た
と
え
そ
れ
ら
の
分
析
精
査
の
結
果
、

そ
れ
ら
が
根
源
的

に
は
主
客
未
分
で
あ
り
自
他
未
分
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
に
し
て

も
、
し
か
し
分
析
の
出
発
点
に
於
て
は
そ
れ
ら
は
依
然
と
し
て
個
わ
の
体
験
流

で
あ
り
私
の
意
識
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
は
体
験
流
や
意
識
か
ら
出
発
す
る

共
同
存
在
理
論
は
な
お
一
種
の
「
主
観
」
的
偏
向
を
脱
し
て
は
い
な
い
。
自
他

未
分
の
状
態
、
従
っ
て
他
者
の
存
在
と
原
初
的
な
自
他
共
同
の
陛
界
の
存
在
が

確
認
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
こ
の
個
人
と
し
て
の
私
の
体
験

流
に
於
て
で
あ
り
、
私
の
意
識
に
於
て
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、

ハ
イ
デ

ガ
ー
の
場
合
に
は
、

自
他
の
共
同
存
在
の
問
題
は
た
だ
ち
に
自
己
と
他
者
の

「
存
在
」
に
関
す
る
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
、

し
か
も
そ
れ
は
自
他
に
と
っ
て
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極
め
て
具
体
的
な
共
同
世
界
で
あ
る
道
具
的
環
境
世
界
の
分
析
を
通
じ
て
確
認

さ
れ
、
規
定
さ
れ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
l
の
分
析
が
示
す
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
世
界

日
内
H

存
在
と
し
て
の
現
存
在
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
世
界
H

内
H

存
在
で
あ
る

と
い
う
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
|
|
つ
ま
り
そ
れ
以
上
に
い
か
な
る
契
機
を
も
新

た
に
附
加
す
る
必
要
が
な
く
!
i
iす
で
に
恨
源
的
に
共
同
位
界
H

内
H

共
同
存

在
な
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
l
の
共
同
存
在
理
論
で
い
ま
一
つ
目
新
し
い
点
を
挙
げ
れ
ば
、
そ

れ
は
か
の
「
ひ
と
し
と
い
う
考
え
で
あ
ろ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
l
に
と
っ
て
、
自
他

未
分
の
状
態
は
、

生
の
根
抵
に
関
わ
る
神
秘
的
形
而
上
学
的
な
事
柄
で
は
な

く
、
ま
た
未
聞
社
会
人
の
心
理
や
魂
の
深
層
に
関
す
る
事
柄
で
も
な
い

0
.

現
代

の
技
術
的
道
具
的
環
境
世
界
の
う
ち
で
、
平
均
的
公
共
的
生
を
送
っ
て
い
る
わ

れ
わ
れ
の
日
常
的
現
存
在
の
あ
り
方
そ
の
も
の
|
|
そ
れ
が
ハ
イ
デ
ガ
l
に
言



わ
せ
れ
ば
一
種
の
自
他
未
分
の
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
中
性
と
し
て

の
「
ひ
と
し
で
あ
る
。
日
常
的
生
の
う
ち
で
は
、
た
と
え
「
私
は
か
く
か
く
に

思
う
」
と
か
、
「
私
は
か
く
か
く
に
行
為
す
る
」

と
言
う
に
し
て
も
、

そ
の
思

考
や
行
動
の
「
主
体
」
は
私
に
固
有

(amg)
に
し
て
本
来
的
(
色

m
g己
山
口
ど

な
自
己
で
は
な
い
。
そ
れ
は
特
定
の
誰
で
も
な
い
が
、
し
か
し
誰
で
も
が
そ
れ

で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
ひ
と
」
で
あ
る
。
日
常
的
な
生
の
場
に
あ
っ
て
は
、
突
は

特
定
の
「
自
己
し
も
特
定
の
「
他
者
し
も
存
在
し
な
い
。
存
在
す
る
の
は
す
べ

そ
の
意
味
で
自
他
の
区
別
の
な
い

て
一
様
に
平
均
化
さ
れ
平
坦
化
さ
れ
た
、

「
ひ
と
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
い
か
え
れ
ば
、
人
間
各
自
が
自
ら
の
自
己
を
疎

外
し
て
い
る
状
態
で
あ
ろ
う
o

つ
ま
り
ハ
イ
デ
ガ
l
は
、
共
同
存
在
の
問
題
に

つ
ね
に
つ
き
ま
と
う
自
他
未
分
乃
至
は
自
他
無
差
別
の
問
題
を
人
間
の
「
自
己
」

疎
外
と
い
う
歴
史
的
社
会
的
現
象
面
に
置
き
移
し
、
そ
こ
で
そ
れ
を
展
開
し
て

み
せ
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
「
日
常
性
〈
〉
ロ
忌
丘
一
円
r-SFC
」

と

「
原
始
性
(
司
江
口
岳

Fisc」

「
日
常
性

と
は
相
覆
す
る
事
柄
で
は
な
い
。

は
、
む
し
ろ
現
存
在
が
高
度
に
発
達
分
化
し
た
文
化
の
う
ち
で
動
い
て
い
る
と

き
に
も
、
否
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
と
き
の
現
存
在
の
存
在
様
枯
一
で
あ
る
。
従

っ
て
ま
た
、
「
八
ひ
と
V
の
支
配
の
強
烈
さ
や
厳
し
さ
は
、
歴
史
的
に
変
化
し

う
る
L

。
ハ
イ
デ
ガ
l
の
「
ひ
と
」
は
、
人
間
の
い
わ
ば
「
自
然
」
の
本
性
を

規
定
す
る
自
然
範
幡
町
で
は
な
く
、
そ
の
「
歴
史
L

的
本
一
偵
を
規
定
す
る
歴
史
的

実
存
論
備
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
た
ん
に
「
ひ
と
し
の
内
実
が
歴
史

と
と
も
に
変
化
し
う
る
と
い
う
意
味
に
於
て
で
は
な
く

「
ひ
と
」
そ
の
も
の

が
一
つ
の
歴
史
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
理
解
さ
る
べ
き
な
の
で

あ
る
。

北
大
文
学
部
紀
要

ハ
イ
デ
ガ
!
は
、

」
う
し
た
「
ひ
と
」
の
分
析
に
際
し
、
注
意
深
く
一
切
の

価
値
判
定
を
控
え
て
い
る
。
も
と
も
と
「
存
在
と
時
間
」
に
於
け
る
現
存
在
の

分
析
は
、
「
存
在
一
般
の
意
味
の
解
明
の
た
め
に
視
野
を
ひ
ら
く
」
と
い
う
性

格
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
価
値
の
問
題
は
は
じ
め
か
ら
排
去
さ
る
べ
き
事

柄
と
さ
れ
て
い
た
。

だ
が
し
か
し

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
「
ひ
と
し
の
平
均
性
・

公
共
性
の
う
ち
に
埋
没
し
、
自
ら
に
固
有
の
自
己
を
見
喪
っ
て
い
る
現
存
在
の

存
在
様
式
を
「
非
本
来
的

(
5
2
m
g岳
岳
ど
と
呼
び
、
固
有
の
自
己
を
取
一
皮

し
自
己
を
恢
復
し
た
現
存
在
を
「
本
来
的
」
と
呼
ぶ
そ
の
背
後
に
は

ハ
イ
デ

ガ
l
自
身
が
否
定
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、

や
は
り
人
間
の
存
在
様
式
に
関

す
る
一
つ
の
価
値
判
定
が
あ
る
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
「
自
己
」

疎
外
は
、
高
度
に
文
化
の
発
達
し
た
現
代
の
歴
史
的
事
実
で
あ
る
に
し
て
も
、

そ
れ
は
な
お
ハ
イ
デ
ガ
l
に
於
て
一
つ
の
克
服
さ
る
べ
き
事
態
を
意
味
し
て
い

る
。
人
間
は
非
本
来
的
日
常
的
な
自
他
無
差
別
の
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「
ひ
と
」

の
支
配
か
ら
脱

し
、
自
ら
に
固
有
の
自
己
を
取
戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
的
な
自
己
の
自
立

性
と
恒
常
性
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
実
、
「
存
在
と
時
間
」
第
一

部
第
二
篇
(
「
現
存
在
と
時
間
性
」
)
の
前
半
で
は
、
現
存
在
の
全
体
的
本
来
的

存
在
は
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
、

「
自
己
L

疎
外
克
服
の
方
向
が
指
示
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
す
で
に
予
示
し
た
よ
う
に

」
こ
で
は
共
同
存
在

の
問
題
は
殆
ん
ど
語
ら
れ
て
い
な
い
。
非
本
来
的
自
己
か
ら
本
来
的
自
己
へ
の

転
換
に
際
し
、
最
主
要
の
役
割
を
果
す
の
は
、

ハ
イ
デ
ガ
l
の
場
合
、
死
の
自

覚
で
あ
る
。

死
は
現
存
在
の
終
り
と
し
て

ー寸

現
存
在
の
も
Jコ
と

可 も
能 自
性a己
L~ に

で固

有

(
2
m
m
E
C
に
し
て
他
と
関
わ
り
の
な
い

(
己
ロ
ゲ
巾
N
民
m
z
n
y
)

あ
る
。
こ
の

「
死
が
他
と
関
わ
り
の
な
い
こ
と
(
ロ
ロ
σ巾
品
目
立
W
Y
F
色丹

L
g
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叶
。
L
g
)
」
が
現
存
在
を
自
己
自
身
へ
と
単
独
化
し
、
か
く
し
て
現
存
在
は
本
来

的
な
自
己
自
身
に
到
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、

こ
の
本
来
的
自

己
は

い
か
に
し
て
他
者
と
の
関
わ
り
を
恢
復
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
死
の
自

覚
を
通
じ
て
単
独
化
さ
れ
た
自
己
は
、
も
は
や
他
者
と
の
関
わ
り
を
恢
復
し
え

な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、

来
的
自
己
存
在
は
、
現
存
在
を
そ
の
世
界
か
ら
切
繭
し
は
し
な
い
し
、
現
存
在

こ
の
本

を
「
浮
動
す
る
自
我
L

に
孤
立
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
存
在
は
依
然
と
し

て
「
世
界
H

内
H

存
在
と
し
て
本
来
的
」
な
の
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
じ
め
て
自

他
の
本
来
的
な
相
互
性
♀
虫
色

mg岳
岳
町

Y
E
2
5ロ
母
る
が
生
ず
る
。
だ

ハ
イ
デ
ガ

i
は、

が
ふ
た
た
び
繰
返
す
と
、

」
の
本
来
的
な
現
存
在
の
共
同
存

在
や
共
同
世
界
の
具
体
的
諸
相
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
語
っ
て
い
な
い
の
で
あ
っ

て
、
そ
こ
か
ら
逆
に
、
彼
の
世
界
H

内
H

存
在
乃
至
は
共
同
世
界
H

内
H

共
同

存
在
と
い
う
考
え
が
、
こ
う
し
た
本
来
的
自
己
存
在
の
場
而
に
於
て
果
し
て
ど

れ
ほ
ど
の
適
応
性
を
も
つ
か
が
疑
問
視
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
l
パ
l
は、

の
現
存
在
は
一
貫
し
て
「
独
自
的
現
存
在
(
巾
E
B
Oロ
o-o告
印
各
自
由
巴
虫
色
ロ
)
」

で
あ
り
、
そ
の
本
来
的
自
己
存
在
は
他
者
に
刻
し
て
自
ら
を
聞
い
た
自
己
で
は

で
あ
る
、

こ
の
点
を
捉
え
て
、

ハ
イ
デ
ガ
l

な
く
、
突
は
「
関
さ
れ
た
体
系
(
巳
ロ
唱
団
口

E
2
2
5印
ω百
件
目
白
)
し

と
批
判
す
る
。

ハ
イ
デ
ガ
l
の
現
存
在
分
析
は
、
ブ

l
パ
ー
に
よ
る
と
、
自
己
白

身
に
関
わ
り
、
自
己
自
身
の
存
在
を
問
題
と
す
る
限
り
で
の
人
間
存
在
の
分
析

に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
、

ハ
イ
デ
ガ
l
に
あ
っ
て
は
、
元
来
自
己
と
他
者
と
の

関
連
の
場
に
於
て
は
じ
め
て
問
題
と
す
べ
き
「
責
め

(ω
円

Z
E
)」
と
か
「
良

心
(
の
何
者
向
田
印

g)
一
が
、

す
べ
て
一
方
的
に
自
己
自
身
の
存
在
の
う
ち
に
根
拠

づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
現
存
在
は
「
そ
の
存
在
の
根
抵
に
於
て
責
め
あ
る
も

の
」
で
あ
り
、
「
現
存
在
が
良
心
の
う
ち
で
自
己
自
身
を
喚
ぶ
」
こ
と
に
な
る
。

ハ
イ
デ
ガ
l
の
い
う
本
来
的
現
存
在
は

「
現
実
に
他
の
人
間
と
と
も
に
生
き

「
現
実
的
生
を
自
己
自
身
と
の
関
わ
り
の
う
ち
で

し
か
知
ら
な
い
人
間
」
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ブ
l
バ
l
は
、
本
来
的
現
存
在
が

て
い
る
人
間
」
で
は
な
く

「
浮
動
す
る
自
我
」
の
ご
と
き
も
の
で
は
な
く

つ
ね
に
他
者
と
と
も
に
あ
る

存
在
で
あ
る
と
い
う
、

で
の
ハ
イ
デ
ガ
l
の
言
明
を
看
過
ご

「
存
在
と
時
間
」

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ハ
イ
デ
ガ
l
の
場

だ
が
ブ

l
パ
ー
に
よ
る
と
、

合
、
そ
う
し
た
本
来
的
現
存
在
に
と
っ
て
も
他
者
は
依
然
と
し
て
環
境
世
界
内

的
な
顧
慮

Q
骨

g
諸
問
〉
」
の
対
象
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
顧
慮
は
、

し
か
し
、
他
者
に
助
力
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
、
閉
鎖
的
な
自
己
存

在
の
枠
を
破
る
働
き
は
し
な
い
。
自
己
と
他
者
と
の
本
質
的
に
し
て
本
来
的
な
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関
わ
り
は
、
関
さ
れ
た
自
己
の
枠
を
破
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。

「
大
衆
」
に
対

キ
ル
ケ
ゴ
オ
ル
の
場
合
に
も
、
人
間
の
本
来
的
な
あ
り
方
は
、

す
る
「
単
独
者
」
と
い
う
形
で
示
さ
れ
た
。

だ
が
キ
ル
ケ
ゴ
オ
ル
の
単
独
者

は
神
と
い
う
絶
対
者
に
対
し
て
自
ら
を
聞
き
、

そ
う
し
た
他
者
と
の
本
質
的
な

関
わ
り
の
う
ち
に
あ
る
自
己
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
l
の
「
単
独
化
」
さ
れ
た
自

己
は
、

」
う
し
た
他
者
を
知
ら
な
い
。

ハ
イ
デ
ガ
!
の
主
張
す
る
「
現
存
在
の

自
己
自
身
へ
の
開
示
性

(
H
w
a
n
F
-。
回
目

g
Z
5」
は
、
ブ
l
バ
ー
に
よ
る
と
、

実
は
「
他
者
及
び
他
者
性
へ
の
あ
ら
ゆ
る
真
の
結
合
に
対
す
る
閉
鎖
性
(
〈
耳
目

印
n
E
S
Bロ
「
刊
伊
丹
ど
な
の
で
あ
る
。

ブ
l
パ
l
の
こ
の
ハ
イ
デ
ガ
l
批
判
が
、
全
面
的
に
妥
当
す
る
か
否
か
に
つ

い
て
は
、

と
く
に
こ
こ
で
は
問
題
と
し
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
「
存
在
と
時



間
」
以
降
、

と
り
わ
け
一
九
三
五
年
以
降
の
ハ
イ
デ
ガ
l
の
思
索
に
あ
っ
て
は

「
存
在
し
そ
の
も
の
の
も
つ
超
越
的
絶
対
的
性
格
が
ま
す
ま
す
強
調
き
れ
、
そ

れ
と
と
も
に
「
存
在
と
時
間
」
で
の
「
開
示
性
」
や
「
決
意
性
(
申
告
口

E
0・

2
8
Z
X
)」
、
が
、
あ
く
ま
で
も
存
在
そ
の
も
の
に
対
す
る
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と

が
告
げ
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

「
存
在
と
時
間
」

で
の
本
来

的
自
己
も
、
つ
存
在
し
と
い
う
い
わ
ば
他
者
に
対
し
て
自
ら
を
聞
き
、

そ
れ
と

の
本
質
的
関
わ
り
の
う
ち
に
あ
る
自
己
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
後
の
ハ
イ

デ
ガ
l
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
「
実
存
(
何
一
円

E
B
N
)」
と
は
「
開
存
(
巴
内
l
田町
R
E
)
」

そ
れ
は
「
存
在
の
近
く
に
脱
我
的
に
住
ま
う
こ
と
(
仏
国
間
島
田

g
t・

∞
与
問
者
。
}
5
2
5
仏

2
z
p
r白
骨
印

ω巳
5)L、

で
あ
り
、

「
存
在
の
真
理
の
う
ち
に
出

で
た
つ
こ
と

2
5
2
E
5
2
5
仏
芯
岩
田

Y
F
2
L
2
F
5と
で
あ
る
。

「
存
在
と
時
間
」
引
い
の
共
同
存
在
理
論
は
、
す
く

だ
が
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、

な
く
と
も
人
間
相
互
の
聞
に
於
け
る
自
己
と
他
者
と
の
木
質
的
な
関
わ
り
に
は

触
れ
て
い
ず
、

ま
た
そ
れ
は
元
来
そ
う
し
た
問
題
を
解
明
で
き
な
い
性
格
の
も

の
で
あ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
白
己
と
他
者
の
問

題
を
共
同
存
在
と
い
う
地
平
に
於
て
取
扱
い
、
自
己
刻
他
者
と
い
う
、
自
他
の

相
互
存
在
の
問
題
と
し
て
主
題
化
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に

こ
の
点
に
関
し

サ
ル
ト
ル
の
ハ
イ
デ
ガ

l
批
判
と
、

サ
ル
ト
ル
白
身
の
対
他

存
在
理
論
と
を
顧
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

匹|

サ
ル
ト
ル
に
よ
る
と
、
自
己
と
他
者
と
の
関
係
は
何
よ
り
も
ま
ず
「
存
在
と

で
は
な
い
。
言
い

存
在
と
の
関
係
し
で
あ
っ
て
、

「
認
識
と
認
識
と
の
関
係
」

北
大
文
学
部
紀
要

か
え
れ
ば
、
私
と
他
者
と
の
結
び
つ
き
は
、
他
者
の
認
識
を
ま
っ
て
は
じ
め
て

実
現
さ
れ
る
と
い
っ
た
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
認
識
に
先
立
っ
て
す
で
に
両

者
の
存
在
の
聞
に
か
け
渡
さ
れ
て
あ
る
関
係
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

占
山
で
ハ
イ
デ
ガ
l
は、

た
し
か
に
フ
ッ
セ
ル
や
へ
|
ゲ
ル
と
異
り
、
自
己
と
他

者
と
の
関
係
を
一
つ
の
存
在
関
係
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
そ
の

際

ハ
イ
デ
ガ
l
は
、
デ
カ
ル
ト
的
な
「
わ
れ
思
う
L

か
ら
出
発
す
る
の
で
は

な
い
に
し
て
も
、
な
お
「
私
の
」
現
存
在
か
ら
出
発
す
る
。
そ
し
て
こ
の
私
の

現
存
在
の
存
在
が
共
同
存
在
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
が
私
と
と
も
に
存

在
す
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
し
て
捉
え
ら
れ
た
他
者
は
、

サ
ル
ト

ル
に
よ
る
と
、
も
は
や
わ
れ
わ
れ
が
位
界
の
う
ち
で
出
会
う
特
定
の
他
者
で
は

な
い
。
私
は
個
別
的
な
特
定
の
他
者
と
出
会
う
以
前
に
、
す
で
に
共
同
存
在
と
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し
て
存
在
す
る
。

」
の
共
同
存
在
、

「
;
:
:
と
と
も
に
あ
る

す
な
わ
ち

(
-
d
E
1
2
2
)」
と
い
う
構
造
は
、
現
実
の
自
他
の
相
互
関
係
、
す
な
わ
ち

と
い
う
関
係
を
示
す
も
の
で
な
け

れ
ば
、
ま
た
そ
れ
を
基
礎
、
、
つ
け
る
も
の
で
も
な
い
。
言
い
か
え
る
と
、
存
在
論

的
次
元
で
捉
え
ら
れ
た
「
と
も
に
」
と
い
う
関
係
に
於
け
る
他
者
は
、
「
一
つ

の
抽
象
的
な
項
し
で
あ
り
、
「
非
独
立
的
し
な
項
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
私
に
対

す
る
ピ
エ

l
ル
と
か
ア
ニ
!
と
い
っ
た
、
存
在
的
な
こ
の
他
者
で
あ
る
こ
と
は

「
:
:
に
対
し
て
あ
る

(-vbR巾
句
。
己
】
人
)
L

「
八
私
V
の
存
在
か
ら
出
発
し
て
捉
え
ら
れ

た
私
の
八
と
も
に
あ
る
存
在
V
は
、
私
の
存
在
の
う
ち
に
根
拠
を
も
っ
一
つ
の

で
き
な
い
。

サ
ル
ト
ル
は
言
う
。

た
ん
な
る
要
求
と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
い
さ
さ
か
も
他
者
の
存

を 在
すを
る 証
も示
の す
でる
はも
なの
し3 で
しずは

な
し、

し

い
さ
さ
か
も
私
と
他
者
と
の
間
の
橋
渡
し



共
同
存
在
と
対
他
存
夜
の
問
題

宇
都
宮

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

さ
ら
に
サ
ル
ト
ル
に
よ
る
と
、
自
己
と
他
者
と
の
関

係
が
こ
の
よ
う
に
共
同
存
在
と
い
う
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
形
で
措
定
さ
れ
る
な
ら

d
l
h

、

」
れ
は
む
し
ろ
自
己
と
個
別
的
現
実
的
な
他
者
と
の
結
び
つ
き
を
根
本
的

に
不
可
能
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
。
何
故
な
ら
、
も
し
そ
れ
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
な

関
係
で
あ
る
と
す
る
と

そ
れ
は
自
己
と
他
者
と
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
関
係
を

汲
み
つ
く
す
が
、
経
験
的
偶
然
的
な
自
他
の
関
係
は

こ
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な

関
係
の
特
殊
化
と
も
個
々
の
事
例
と
も
な
り
え
な
い
。
だ
が
他
者
の
存
在
は
ま

さ
し
く
「
偶
然
的
で
還
元
不
可
能
な
一
つ
の
事
実
と
い
う
本
性
」
を
担
っ
て
い

る
。
自
己
は
い
か
な
る
意
味
に
於
て
も
他
者
を
構
成
す
る

(
S
E
E
5
6
の
で

は
な
く
、
他
者
に
「
出
会
う
公

2
8ロ
円
円
巾
吋
)
」
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

ア

プ
リ
オ
リ
な
「
と
も
に
あ
る
存
在
L

す
な
わ
ち
「
共
同
存
在
し
は
、
自
己
に
対

し
て
絶
対
の
他
者
で
あ
る
一
つ
の
具
体
的
な
人
間
存
在
と
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
的

な
結
び
つ
き
を
不
可
能
に
す
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
私
の

存
在
構
造
と
し
て
考
え
ら
れ
た
八
と
も
に
あ
る
存
在
V
は
、
:
:
:
確
実
に
私
を

孤
立
さ
せ
る
」
こ
と
に
な
碍
o

そ
う
し
た
意
味
で
、

ハ
イ
デ
ガ
l
の
共
同
存
在

理
論
は

w

結
局
の
と
こ
ろ
、
独
我
論
を
脱
し
て
は
い
な
い
。

ハ
イ
デ
ガ
l
は、

現
存
在
の
超
越
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
観
念
論
の
克
服
を
意
図
す
る
が
、

し
か

し
こ
の
「
超
越
」
は
「
一
つ
の
自
己
欺
閥
的
な
概
念
」
に
す
ぎ
ず
、
現
存
在
は

依
然
と
し
て
自
己
の
「
外
」
に
で
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

ほ
ぼ
上
に
尽
き
る
。
つ
ま
り
ブ

ハ
イ
デ
ガ

l
の
共
同
存
在
理
論
は
自
己
と
他
者
と
の
本
質
的
本
来

サ
ル
ト
ル
の
ハ
イ
デ
ガ
l
批
判
の
要
点
は

的、!
な、パ
関、!
ゎ、が
り、、

を
知
ら
ず

従
っ
て
そ
の
本
来
的
自
己
が
閉
鎖
的
孤
立
的
な
自
己

で
あ
る
と
す
る
の
に
刻
し
、

サ
ル
ト
ル
は
そ
も
そ
も
ハ
イ
デ
ガ
l
の
説
く
共
同

存
在
が
自
己
と
他
者
と
の
事
実
的
具
体
的
な
関
わ
り
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で

き
ず
、
そ
の
限
り
で
一
種
の
独
我
論
に
と
ど
ま
る
、
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
は
サ
ル
ト
ル
白
身
の
他
者
理
論
|
1
l
対
他
存
在
理
論
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に

サ
ル
ト
ル
の
場
合
、
他
者
は
自
己
に
と
っ
て
「
偶

然
的
で
還
元
不
可
能
な
事
実
」
で
あ
る
。
他
者
は
こ
う
し
た
事
実
と
し
て
自
己

、、

に
直
接
現
前
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
他
者
の
存
在
は
推
測

(
8旦
2
Z
5
6

せ
ざ
る
を
え
な
い
存
在

さ
れ
る
存
在
で
は
な
く
、
端
的
に
肯
定
(
阻
止
片
岡
田
町
同
)

で
あ
る
。
従
っ
て
「
他
者
の
存
在
に
関
す
る
理
論
は
、

た
だ
た
ん
に
私
の
存
在

こ
の
〔
他
者
〕
肯
定
の
意
味
を
は
っ
き
り
さ
せ
、

明
確
に
す
る
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
少
し
言
う
と
、
自
己
が
他

の
う
ち
で
私
に
問
い
か
け
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者
の
存
在
を
肯
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
自
己
の
う
ち
に
他
者
の
存
在
に
関

そ
の
構
造
を
明
ら
か
に

し
、
か
っ
そ
の
効
力
と
権
限
を
見
極
め
よ
う
と
い
う
の
が
、
サ
ル
ト
ル
の
他
者

理
論
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
他
者
理
論
も
ま
た
、
そ
の
理
論
形
態
に

わ
る
一
種
の
コ
ギ
ト
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
っ
て
、

於
て
一
種
の
エ
ゴ
ロ
ギ
l
に
、
す
な
わ
ち
自
我
中
心
的
な
他
者
解
明
に
終
始
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
他
者
の
存
在
を
肯
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
の
は
、

の
場
合
、
他
者
が
自
己
に
対
す
る
主
観
と
し
て
存
在
す
る
の
を
認
め
ざ
る
を
え

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
者
は
そ
れ
が
対
象
と
し
て
、
つ
ま
り
自
己
に
対

す
る
客
観
と
し
て
把
握
さ
れ
る
限
り
に
於
て
は
、

ナ
レ
ト
レ

，寸

P
ノ

，

ノ

あ
く
ま
で
も
臆
測
的
な
、
蓋

然
的
な
存
在
に
と
ど
ま
る
。
私
が
窓
の
外
に
見
る
通
行
人
が
、
人
間
そ
っ
く
り



の
ロ
ボ
ッ
ト
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
は

(
日
)

無
限
に
尽
き
な
い
。

」
の
よ
う
に

自
己
に
対
す
る
主
観
と
し
て
の
他
者
は
対
象
的
に
は
把
握
さ
れ
な
い
が
、

し
カミ

し
そ
う
し
た
主
観
と
し
て
の
他
者
が
明
ら
か
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

JH

己
が
他
者
の
「
ま
な
ざ
し

(
吋
m
w
m山
田
町
内
凶
)
」

を
う
け
る
と
い
う
体
験
に
よ
っ
て
確

認
さ
れ
る
。

「
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
、
私
は
、
他
者
を
自
由
な
意
識
的
主
観
と

(
時
)

し
て
、
具
体
的
に
体
験
す
る
L

o

他
者
の
ま
な
、
ざ
し
は
、

私
の
自
由
な
意
識
的

主
観
を
国
化
し
、
疎
外
し
、
そ
れ
を
他
者
に
対
す
る
対
象
存
在
に
ま
で
庇
置
し

て
し
ま
う
。
私
が
他
者
に
よ
っ
て
見
ら
れ
、
他
者
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
と
い

つ
ま
り
私
に
於
け
る
そ
う
し
た
体
験

う
体
験
(
た
と
え
ば
蓋
恥
の
体
験
)
が
、

が
、
私
を
見
る
主
観
と
し
て
の
他
者
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
の
根
拠
で
あ
っ

て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
し
か
も
こ
の
私
が
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
体
験
は
、

(
出
}

現
実
に
私
に
限
を
む
け
て
い
る
他
者
が
存
在
し
な
い
場
合
に
も
、
生
ず
る
。
と(

同
)

一
守
口
う
よ
り
は
、
「
い
か
な
る
瞬
間
に
も
他
者
は
私
に
ま
な
ざ
し
を
む
け
て
い
る
L

の
で
あ
り
、
私
は
不
断
に
〔
他
者
に
よ
っ
て
〕
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

意
識
し
て
い
る
。

つ
ま
り

「
主
観
日
他
者
(
同

E
E
-
-
z
y
c
と
私
と
の
根
本

的
な
結
び
つ
き
は
、
他
者
に
よ
っ
て
見
ら
れ
て
い
る

(
品
}

と
い
う
私
の
不
断
の
可
能
性
に
帰
着
す
る
し
。
そ
し
て
こ
の
可
能
性
が
、

(
品
丹
円
mwlli
司
己
目
)
同
叶
同
己
可
己
目
)

主
に
、

私
が
他
者
を
対
象

u
他
者
守
口
昨
日
-cσ
百
円
)

把
握
す
る
こ
と
を

と
し
て
見
、

可
能
に
す
る
根
拠
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
の
表
現
に
よ
る
と

「
他
者
に
よ
っ
て

見
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
他
者
を
見
る
こ
と

(
4
0
町

1
2ロ
ロ
む
の
真
理
」
な
の

(
出
)

で
あ
る
υ

主
観
と
し
て
の
他
者
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
は
疎
外
さ
れ
、

他
者
に
対
す
る
対
象
H

私
と
な
る
が

」
の
関
係
が
逆
転
さ
れ
る
と
、
私
は
ふ

た
た
び
自
由
な
意
識
主
観
と
な
り
、
他
者
は
私
に
見
ら
れ
て
い
る
対
象
H

他
者

北
大
文
学
部
紀
要

{
肝
)

と
な
る
。
こ
の
二
つ
の
関
係
は
、
決
し
て
綜
合
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
従
っ
て

私
と
他
者
と
の
現
実
的
な
相
互
関
係
は
、
互
に
自
ら
を
主
観
と
し
他
を
対
象
と

し
よ
う
と
す
る
相
加

(gロ
E

。の
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
私
の
他
者
に
対

す
る
具
体
的
な
関
係
は
他
者
に
と
っ
て
の
対
象
H

私
に
対
す
る
私
の
態
度
に
よ

っ
て
全
面
的
に
左
右
さ
れ
る
が
、

」
の
態
度
は
基
本
的
に
は
た
だ
二
つ
で
あ
っ

て
、
そ
の
一
つ
は
、
対
象
日
私
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
他
者
を
対
象

化
す
る
態
度
で
あ
り

い
ま
一
つ
は
、
対
象
H

私
を
自
ら
に
引
受
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
主
観
日
他
者
の
自
由
を
私
の
う
ち
に
取
込
も
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
試
み
は
、
だ
が

L
か
し
、
決
し
て
統
合
さ
れ
ず
、
互
に
相
反
援
し

循
環
す
る
。
「
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
際
限
も
な
く
、

八
対
象
H

他
者
V
か

ら
八
主
観
H

他
者
V
へ、

ま
た
逆
に
八
主
観
H

他
者
V
か
ら
八
対
象
H

他
者
V
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へ
と
指
し
む
け
ら
れ
る
。
こ
の
運
行
は
決
し
て
や
む
こ
と
は
な
い
。
他
者
に
対

す
る
わ
れ
わ
れ
の
関
係
を
構
成
し
て
い
る
の
は
、
突
然
の
方
向
転
換
を
伴
う
こ

の
運
行
で
あ
る
。

い
つ
い
か
な
る
と
き
に
わ
れ
わ
れ
を
観
察
し
て
も
、

わ
れ
わ

れ
は
必
ず
こ
れ
ら
二
つ
の
態
度
の
い
ず
れ
か
の
う
ち
に
あ
る
。
ー
ー
し
か
し
、

そ
の
い
ず
れ
の
態
度
に
も
不
満
な
の
で
あ
る
L

。

私
と
他
者
の
「
共
同
存
在

(
y
b
g巳
P
F
v
A
b
R何
回

4
R
V
)
」
も
、

と
他
者
と
の
相
互
存
在
か
ら
、
従
っ
て
究
極
に
は
私
の
対
他
存
在
か
ら
導
出
さ

」
の
私

れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
わ
れ
わ
れ

(
Aロ
0
5
V
ど
と
い
う
の
は
、

サ
ル
ト
ル
に

一
つ
の
相
互
主
観
的
な
意
識
で
も
な
け
れ
ば
、

た
、
部
分
を
超
越
す
る
一
つ
の
新
た
な
意
識
で
も
な
い
。
「
わ
れ
わ
れ
し

よ
る
と

集
団
意
識
と
い
っ

斗
i
h

、

い
つ
も
一
人
の
個
別
的
な
意
識
に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
私
の
対

他
存
在
一
般
を
根
拠
と
し
て
、

特
殊
な
場
合
に
生
み
出
さ
れ
る
特
殊
な
経
験



共
同
存
在
と
対
他
存
在
の
問
題

宇
都
宮

1

i
体
験
で
あ
る
。

立
ら
、

「
対
他
存
在
は
共
他
存
在

(
-
6
5
l
S
R
I
-〆
E
H
m
)

に
先

そ
れ
を
根
拠
づ
け
る
L

。

簡
単
に
言
っ
て
、

自
己
と
他
者
と
に
共
通
な

第
三
者
が
、
自
他
双
方
に
と
っ
て
の
主
観
と
し
て
登
場
す
る
場
合
、

そ
こ
に
対

象
と
し
て
の
「
わ
れ
わ
れ
」
が
意
識
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
資
本
家
と
い
う
第
三

者
に
対
し
て
、
労
働
者
は
被
圧
迫
階
級
と
し
て
の
「
わ
れ
わ
れ
労
働
者
」
と
い

う
意
識
に
達
す
る
。
こ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
、

〔
第
一
一
一
の
〕
他
者
の
眼
に
対

し
て
し
か
「
わ
れ
わ
れ
」
で
な
い
。
従
っ
て
人
類
全
体
、
人
間
全
体
を
わ
れ
わ

れ
の
も
の
と
し
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
、

た
え
ず
挫
折
す
る
。
と
言
う

の
も
、
人
類
を
「
対
象
H

わ
れ
わ
れ
L

と
す
る
第
三
者
は
、
も
は
や
神
で
し
か

し
か
し
そ
う
し
た
神
は
「
不
在
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
人
類
的
な
八
わ

ど
こ
ま
で
も
一
つ
の
空
虚
な
概
念
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

ご
、
:
、

ヰ
/
i
t
u
v

ム
μ

れ
わ
れ
V
は、

て
、
「
主
観
H

わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
経
験
は
、
「
一
つ
の
単
独
の
意
識
の
う
ち
に

於
け
る
た
ん
な
る
心
理
的
主
観
的
出
来
事
」
に
す
、
ぎ
ず
、

「
一
つ
の
社
会
の
う

ち
に
投
入
し
て
い
る
一
人
の
歴
史
的
人
間
に
よ
っ
て
実
感
さ
れ
る
、

理
的
経
験
」
に
す
ぎ
な
い
。

一
つ
の
心

「
主
観

u
わ
れ
わ
れ
」
な
る
も
の
は
、
現
実
に
は

い
か
な
る
共
同
存
在
を
も
実
現
せ
ず
、
そ
れ
は
ま
た
他
者
に
対
す
る
一
つ
の
根

源
的
な
態
度
を
構
成
す
る
こ
と
も
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
サ
ル
ト
ル
の
他
者
理
論
に
一
貫
し
た
根
本
思
想
は
、
他
者
は
自
己
に

と
っ
て
あ
く
ま
で
も
偶
然
的
な
存
在
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
不
合
理
な
存
在
で

あ
る
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
他
者
は
自
己
が
出
会
う
存
在
で
は
な
く
、

ま
で
も
自
己
に
出
会
う
存
在
で
あ
る
。

ど
こ

い
か
な
る
意
味

に
於
て
も
自
己
の
う
ち
に
は
存
在
し
な
い
。
自
己
は
他
者
の
存
在
を
た
だ
事
実

他
者
存
在
の
根
拠
は
、

と
し
て
受
取
り
、
事
実
と
し
て
肯
定
す
る
。

サ
ル
ト
ル
の
他
者
理
論
は
、

'--

の

限
り
に
於
て
、

つ
ま
り
自
己
に
よ
る
他
者
存
在
の
構
成
を
一
切
斥
け
、
他
者
存

在
の
根
拠
を
自
己
の
八
外
V
に
認
め
る
限
り
に
於
て
、

た
し
か
に
「
独
我
論
の

暗
礁
し
を
回
避
し
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、

論
は
理
論
と
し
て
は
、
す
な
わ
ち
そ
の
理
論
形
態
に
於
て
は
、
依
然
と
し
て
エ

こ
の
理

ゴ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
む
し
ろ
徹
底
し
た
自
我
中
心
的
他
者
解
明
で
あ
る
、

と
l司

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
自
我
の
枠
は
あ
ら
か
じ
め
固
く
定
め
ら
れ
て
あ
る
。
他
者

の
存
在
が
偶
然
的
で
あ
り
不
合
理
で
あ
る
こ
と
の
強
調
は

か
え
っ
て
エ
ゴ
ロ

ギ
ー
の
立
場
を
ま
す
ま
す
強
化
さ
せ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
事
実
、

サ
ル
ト

ル
の
他
者
理
論
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
「
た
だ
私
の
存
在
の
う
ち
で
私
に

問
い
か
け
、
私
の
他
者
肯
定
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
」
だ
け
で
あ
る
。
他
者

い
ず
れ
に
せ
よ
自
己
の
意
識
に
与
え
ら
れ
て

一JJ/5-

存
在
の
「
現
象
学
」
的
解
明
は
、

い
る
も
の
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
従
っ
て
ま
た
、
自
己
存
在
の
分
析
か

ら
一
歩
も
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
者
の
理
論
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
私
の

他
者
に
対
す
る
存
在
、
す
な
わ
ち
私
の
対
他
存
在
の
理
論
で
あ
り
、
さ
ら
に
言

ペコ
て

「
私
」
と
「
私
の
対
他
存
在
し
と
の
関
係
の
理
論
で
あ
る
。
私
と
他
者

の
相
互
関
係
は
、

こ
う
し
て
私
と
私
の
対
他
存
在
と
の
関
係
に
還
元
さ
れ
る

が
、
し
か
し
後
者
の
関
係
は
、
も
は
や
厳
密
な
意
味
で
の
相
互
関
係
で
は
な

い
。
た
と
え
私
の
対
他
存
在
の
根
拠
が
私
の
八
内
V
に
は
な
く
、
八
外
V
に
あ

る
に
し
て
も
、
対
他
存
在
そ
の
も
の
は
私
の
対
他
存
在
で
あ
り
、
そ
の
構
造
は

私
の
八
内
V
に
見
出
さ
れ
る
構
造
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
は
私
と
私
の
対
他

存
在
と
の
関
係
は
、
依
然
と
し
て
自
己
内
完
結
的
な
、
乃
至
は
自
己
内
循
環
的

な
閉
鎖
的
関
係
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。



サ
ル
ト
ル
の
対
他
理
論
が
エ
ゴ
ロ
ギ
l
的
で
あ
る
と
言
え
る
い
ま
一
つ
の
理

由
は
、
自
己
と
他
者
と
の
関
係
が
認
識
の
関
係
で
は
な
く
、
存
在
の
関
係
で
あ

る
と
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
関
係
が
結
局
、
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
、
主
観

と
対
象
と
い
っ
た

」
れ
ま
で
の
エ
ゴ
ロ
ギ

l
に
根
差
し
た
認
識
論
が
好
ん
で

用
い
た
図
式
に
従
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
、

と
い
う
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
白

己
と
他
者
と
の
関
係
は
、

一
方
が
主
観
で
あ
れ
ば
他
方
が
そ
の
対
象
で
あ
る
と

い
う
、
極
め
て
簡
単
な
、

し
か
も
公
式
的
な
関
係
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
サ
ル
ト

ル
の
場
合
、

目
新
し
い
の
は
、
従
来
の
認
識
論
が
主
観
と
し
て
の
私
か
ら
出
発

し
、
他
我
存
在
の
解
明
に
際
し
で
も
、

主
観
H

私
か
ら
対
象
H

他
者
へ
と
む
か

っ
た
の
に
対
し
、

ま
ず
他
者
に
対
す
る
対
象
と
し
て
の
私
か
ら
出
発
し
、
対
象

H

私
と
主
観
H

他
者
と
の
関
係
か
ら
逆
に
主
観
H

私
と
対
象
日
他
者
と
の
関
係

を
導
出
す
る
点
に
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
と
て
も
、

た
ん
に
見
る
も
の
か
ら
で

は
な
く
、
見
ら
れ
る
も
の
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
だ
け
の
違
い
で
し
か
な
い
。

自
他
の
関
係
は
、

そ
こ
か
ら
必
然
的
に
相
加
の
関
係
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

一
つ
の
主
観
は
同
時
に
そ
の
主
観
に
対
す
る
対
象
と
は
な
り
え
ず
、
そ
の
逆

l
i
l
つ
ま
り
一
つ
の
対
象
が
同
時
に
そ
の
対
象
に
対
す
る
主
観
と
も
な
り
え
な

い
か
ら
で
あ
る
ο

こ
れ
は
勿
論
、

そ
の
内
実
に
於
て
は
異
る
が
、

か
の
伝
統
的

な
主
我
と
主
他
の
相
魁
関
係
と
い
う
考
え
と

そ
の
発
想
点
に
於
て
一
致
す

る
。
主
我
主
義
と
主
他
主
義
の
対
立
が
、
自
我
中
心
的
な
エ
ゴ
ロ
ギ

l
的
思
考

か
ら
生
じ
た
抽
象
的
な
対
立
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も

の
と
の
対
立
と
い
う
形
で
の
自
他
の
関
係
が
、
そ
の
分
折
内
容
の
豊
富
さ
に
も

拘
わ
ら
ず
、
結
局
一
つ
の
抽
象
的
関
係
に
す
、
ぎ
な
い
こ
と
は
、
改
め
て
述
べ
る

ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
実
の
自
他
の
関
係
は
、
相
魁
の
関
係
に
尽
き
る
も

北
大
文
学
部
紀
要

の
で
は
な
い
。
事
実
、

サ
ル
ト
ル
に
よ
る
と
、
以
上
の
サ
ル
ト
ル
の
対
他
理
論

は
、
解
放
や
救
済
の
モ
ラ
ル
の
可
能
性
を
排
除
は
し
な
い
。
た
だ
し
か
し
、
そ

の
可
能
性
は
、

』土

じ
め
て〔
到 2
達竹

在
さ

と
れ

鈍る」
筈〕

でで
あ 語
るる
L 

とと
さの
れで
る完き

0':"; な

「
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ

い
根
本
的
な
回
心
の
果
に
、

『
実
存
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
か
』
で
主
題
と
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
ア
ン
ガ
ジ

エ
の
問
題
も
、
「
存
在
と
無
」
で
の
こ
の
対
他
理
論
に
よ
っ
て
は
解
決
さ
れ
な

い
で
あ
ろ
う
。

五

ハ
イ
デ
ガ

l
の
共
同
存
在
理
論
と
サ
ル
ト
ル
の
対
他
存
在
理
論
に
注
目
し
、

そ
れ
ら
の
う
ち
に
潜
む
エ
ゴ
ロ
ギ

l
的
要
素
を
と
り
出
す
の
が
、
こ
の
小
論
の

-.1]9 -

目
的
で
あ
っ
た
。
両
者
と
も
人
間
の
現
実
的
な
共
同
存
在
乃
至
は
相
互
存
在
の

諸
相
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
事
実
そ
こ
に
は
こ
れ
ま
で
見
ら
れ

な
か
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
的
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
ん
が
、

し
か
し
そ
の
解
明

の
方
途
は
依
然
と
し
て
自
我
中
心
的
な
エ
ゴ
ロ
ギ

l
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の

結
果
、
自
他
の
具
体
的
な
相
互
関
連
の
世
界
が
か
え
っ
て
抽
象
化
さ
れ
、
規
格

化
さ
れ
る
に
到
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
否
め
な
い
。
現
実
の
共
同
世
界
は
決

し
て
一
色
一
様
な
「
ひ
と
」
の
位
界
で
は
な
く
、
ま
た
現
実
の
自
他
の
相
互
関

係
は
決
し
て
一
色
一
様
な
相
却
の
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
実
の
自
他
の

世
界
は
、

た
と
え
ハ
イ
デ
ガ
!
の
い
う
日
常
的
な
世
界
に
あ
っ
て
も
、
自
他
の

組
合
せ
が
異
る
に
つ
れ
て
無
限
に
多
彩
な
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
仮
に
こ
の
多

彩
な
世
界
の
背
後
に
一
色
の
「
ひ
と
」
の
位
界
が
あ
り
、
多
彩
な
人
間
関
係
の

背
後
に
つ
ね
に
相
弛
関
係
が
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
の
み
に
よ
っ
て
こ
の
多
彩



共
同
存
在
と
対
他
存
在
の
問
題

宇
都
宮

な
叶
一
界
や
人
間
関
係
を
描
写
し
解
明
し
つ
く
す
こ
と
は
不
可
能
と
言
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
こ
で
問
題
は

」
の
多
彩
な
人
間
関
係
を
一
色
化
す
る
こ
と
な

く
、
ま
さ
に
そ
の
多
彩
な
姿
に
於
て
捉
え
る
に
は
、

い
か
な
る
プ
リ
ズ
ム
を
用

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
、
自
他
の
関
係
を
い
わ
ゆ
る

「
役
割
関
係
」
と
し
て
捉
え
、
自
他
の
共
同
位
界
を
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
関
係
の

う
べ
き
か
、

交
錯
す
る
佐
界
と
し
て
捉
え
る
観
方
は
、
多
彩
な
人
間
関
係
の
場
に
さ
ら
に

歩
迫
っ
た
観
方
と
言
え
よ
う
。
た
と
え
ば
レ

1
ヴ
イ
ッ
ト
が
、
師
ハ
イ
デ
ガ
1

の
根
本
思
想
や
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
現
象
学
的
探
究
方
法
を
継
承
し
な
が
ら
も
、

役
割
と
い
う
新
た
な
観
点
か
ら
共
同
存
在
の
「
人
間
学
的
」
基
礎
づ
け
を
試
み

て
い
る
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る

Q

人
間
の
各
個
人
は
決
し
て
そ
れ
自
身
で
白

ベ
ル
ソ
ナ
と
い
う
存
在
様
式
、
さ
一
口
い
か
え
れ

ば
一
定
の
共
同
世
界
的
「
役
割
」
と
い
う
存
在
様
式
で
存
在
す
る
。
自
他
の
関

係
を
離
れ
て
も
そ
も
そ
も
自
己
な
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、

立
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、

二
人
称
の
「
汝
し
な

く
し
て
は
一
人
称
の
「
私
」
も
存
在
し
な
い
。
自
己
と
他
者
は
人
称
的
ベ
ル
ソ

ナ
的
役
割
関
係
の
う
ち
に
あ
っ
て
は
じ
め
て
自
己
で
あ
り
他
者
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
役
割
理
論
の
内
部
に
も
、

い
く
つ
か
の
問
題
点
が
存
す

る
が
苅

し
か
し
ず
く
な
く
と
も
人
間
の
日
常
的
事
実
的
な
相
互
存
在
が
、
親
と

子
、
夫
と
妻
、
教
師
と
生
徒
と
い
っ
た
、

さ
ま
ざ
ま
な
役
割
関
係
の
上
に
築
か

れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は

こ
れ
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
自
他
の
日
常
的

共
同
世
界
の
う
ち
で
、
自
己
と
他
者
と
は
決
し
て
一
色
一
様
な
相
互
関
係
で
は

な
く
、
多
種
多
様
な
相
互
関
係
を
結
ぶ
。
従
っ
て
そ
う
し
た
共
同
世
界
、
す
な

わ
ち
一
般
的
に
一
一
一
口
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
社
会
」
の
う
ち
に
位
置
す
る
個
人
の
自
己

も
ま
た
、
「
ひ
と
H

自
己
」
と
い
っ
た
一
色
一
様
の
自
己
で
は
な
く
、
各
個
人

に
於
て
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
自
己
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
わ
ゆ
る

「
個
性
」
の
形
成
は
、

」
の
相
互
関
係
役
割
関
係
の
多
様
性
と
い
う
事
実
に
負

う
と
観
る
こ
と
が
で
き
る
。
個
性
は
た
ん
に
生
得
的
な
も
の
で
は
な
く
、

む
し

ろ
環
境
の
力
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
さ
れ
る
が
、

し
か
し
環
境
と
は
実
は
共

同
世
界
的
社
会
的
環
境
で
あ
り
、

そ
れ
ら
は
各
個
人
に
於
て
組
織
化
さ
れ
統
合

さ
れ
た
役
割
関
係
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
人
間
の
共
同
存
在
・
相
互
存

在
の
問
題
は
役
割
関
係
と
い
う
観
点
の
下
に
あ
っ
て
一
層
豊
富
な
分
折
内
容
を

獲
得
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
ま
た
、
社
会
学
と
か
心
理
学
と
い
っ

た
、
隣
接
諸
科
学
の
研
究
成
果
を
哲
学
の
領
野
の
う
ち
に
積
極
的
に
移
入
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
も
す
れ
ば
空
虚
な
概
念
規
定
に
終
始
し
が
ち
な
哲
学

的
共
同
存
在
理
論
に
そ
の
内
容
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
実
は
こ
う
し
た
諸
科

-120-

学
の
研
究
成
果
な
の
で
あ
る
。
哲
学
は
こ
れ
ら
諸
科
学
の
成
果
を
踏
ま
え
た
上

で
、
改
め
て
自
他
の
問
題
に
む
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
日
エ
ゴ
ロ
ギ

l
批
判

と
関
連
し
て
説
か
れ
る
「
わ
れ
」
と
「
汝
」
の
問
題
も
、
役
割
関
係
の
も
つ
意

義
が
充
分
に
解
明
さ
れ
て
後
に
は
じ
め
て
そ
の
独
自
の
問
題
次
元
を
拓
き
う
る

と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

-軍由
-
E一五一
一
g(

l

)

ブ
ッ
セ
ル
に
よ
る
と
、
哲
学
は
ま
ず
「
原
初
的
領
域
に
還
元
さ
れ
た
自
我
の
、
独
我

論
的
に
制
約
さ
れ
た
エ
ゴ
ロ
ギ
l

(
切
開

C
Z柱
。
)
」
か
ら
-
は
じ
ま
り
、
次
い
で
「
そ
の
独

我
論
的
エ
ゴ
ロ
ギ
l
に
基
づ
く
問
主
観
的
現
象
学
」
が
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
こ

の
用
語
を
使
用
し
た
が
、
内
容
的
に
は
さ
ら
に
ひ
ろ
く
、
自
我
中
心
主
義
(
開
問
0
2
2
ユ-

m自
己
ω
)

に
基
づ
く
独
我
論
的
理
論
形
態
を
指
す
用
語
と
し
て
使
用
し
た
。
(
〈
間
]
-
u

何
-

E
5
8円
ケ

(
U白

2
2
5巳
田
口
宮
玄
色
町
内
凶
昨
日
0
5
p
出
5
E長
田
ロ
P

∞【H

・
H-L甲
山

ouω

日∞戸川

ζ
・
ωロ
zrHUJ司
2
2
5仏
司

2
5
8
r同
ω可
自
]
U
m
p
M
m
w
u
・〉口町一
4
5品
∞

uω
・
3
・)

(

2

)

他
我
認
識
と
エ
ゴ
ロ
ギ
l

(
自
我
中
心
主
義
)
と
の
問
題
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
他
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