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（
一
）

は
じ
め
に

一
九
世
紀
後
半
か
ら
西
欧
社
会
で
は
、
子
供
を
対
象
に
し
た
考
察

や
表
現
物
が
徐
々
に
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
も

こ
の
傾
向
は
止
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
よ
り
い
っ
そ
う
の
広
が
り
を
見
せ
、

そ
の
ま
ま
二
一
世
紀
の
今
日
に
到
っ
て
い
る
。
大
人
の
合
理
的
な
考

え
方
や
生
き
方
が
近
代
社
会
の
構
築
に
貢
献
し
、
ま
た
重
要
視
さ
れ

て
い
く
に
つ
れ
て
、
こ
れ
に
反
比
例
す
る
か
の
ご
と
く
、
子
供
の
世

界
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
。

そ
こ
に
は
、
幼
少
期
へ
の
素
朴
な
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
に
発
す
る
芸
術

表
現
も
あ
る
し
、
幼
児
期
の
体
験
に
対
す
る
精
神
医
学
の
探
求
の
よ

う
に
深
い
観
察
も
あ
る
。
だ
が
お
し
な
べ
て
見
出
せ
る
傾
向
は
、
近

代
社
会
に
齟
齬
を
感
じ
て
、
こ
の
食
い
違
い
を
子
供
の
世
界
に
目
を

向
け
な
が
ら
考
え
、
何
ら
か
の
形
式
で
そ
う
し
た
思
索
や
想
念
を
表

明
す
る
人
々
が
増
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
。
近
代
社
会
に
生
き
な

が
ら
も
そ
こ
に
根
源
的
な
疑
問
に
か
ら
れ
る
大
人
た
ち
が
、
人
間
に

と
っ
て
大
切
な
何
か
、
近
代
社
会
の
発
展
と
と
も
に
忘
れ
て
し
ま
っ

た
本
質
的
な
何
か
を
、
子
供
の
不
合
理
な
発
想
や
所
作
に
見
出
し
て
、

近
代
メ
デ
ィ
ア
の
舞
台
に
浮
上
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
成
果

が
、
か
な
り
の
共
鳴
と
反
響
を
呼
び
起
こ
し
て
、
今
日
に
到
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
児
童
文
学
や
ア
ニ
メ
の
隆
盛
は
、
単
に
子
供
た
ち
だ

け
が
支
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
子
供
の
領
分
」
を
も
う
一
度
捉

え
て
み
た
い
、
で
き
れ
ば
少
し
で
も
生
き
て
み
た
い
と
欲
す
る
大
人

た
ち
の
願
望
が
背
後
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
「
子
供
」
を
め
ぐ
る
思
索
者
、
表
現
者
の
一
人
に
、
ジ
ョ
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ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
（
一
八
九
七
―
一
九
六
二
）
が
い
る
。
一
九
二

〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
六
〇
年
代
初
め
ま
で
多
岐
の
分
野
に
わ
た
っ

て
繰
広
げ
ら
れ
た
彼
の
文
筆
活
動
に
お
い
て
、
「
子
供
」
の
テ
ー
マ

系 （
１
）は
頻
出
し
、
重
要
な
問
い
を
読
者
に
投
げ
か
け
た
。
そ
こ
で
一
貫

し
て
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
子
供
が
放
つ
否
定
と
露
呈
の
力
で
あ
る
。

大
人
の
社
会
秩
序
や
も
の
の
考
え
方
、
表
現
の
仕
方
を
根
底
か
ら
覆

し
て
、
そ
れ
ま
で
隠
さ
れ
て
い
た
り
抑
圧
さ
れ
て
い
た
生
の
在
り
よ

う
、
人
と
人
と
の
関
係
、
人
と
世
界
の
交
わ
り
を
露
呈
さ
せ
る
の
で

あ
る （
２
）。
た
だ
し
こ
れ
を
子
供
は
気
ま
ま
に
行
う
の
で
あ
っ
て
、
気
ま

ぐ
れ
に
何
も
し
な
い
と
い
う
場
合
も
あ
る
の
だ
。

と
と
も
に
、
こ
こ
で
補
足
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の

気
ま
ぐ
れ
な
否
定
と
露
呈
の
力
は
、
バ
タ
イ
ユ
に
お
い
て
、「
子
供
」

の
テ
ー
マ
系
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
バ
タ
イ
ユ
の

他
の
テ
ー
マ
系
で
も
根
幹
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
バ
タ
イ
ユ

の
思
想
世
界
を
横
断
し
て
い
る
本
質
的
な
問
題
な
の
だ
。
確
固
と
存

在
し
て
い
る
も
の
が
、
そ
れ
自
身
の
内
側
か
ら
沸
き
起
こ
る
力
に
否

定
さ
れ
、
解
体
さ
れ
、
消
滅
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
、

も
は
や
内
側
と
も
外
側
と
も
つ
か
な
い
不
確
か
な
生
の
事
態
、
関
係
、

交
わ
り
が
出
現
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
バ
タ
イ
ユ
の
思
想
の
全

般
に
見
ら
れ
る
主
題
で
あ
る （
３
）。

拙
稿
で
は
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
バ
タ
イ
ユ
の
「
子

供
」
の
テ
ー
マ
系
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
さ
い
ま
ず
注
目
し

た
い
の
が
、
文
芸
評
論
集
『
文
学
と
悪
』
（
一
九
五
七
）
の
「
ま
え

が
き
」
に
あ
る
「
見
出
さ
れ
た
幼
年
」
（
en

fa
n
ce

retro
u
v� ee）

と
い
う
表
現
で
あ
る
。
単
純
に
理
解
す
れ
ば
、
こ
の
表
現
は
大
人
が

心
の
う
ち
に
甦
ら
せ
る
幼
年
を
意
味
す
る
が
、
バ
タ
イ
ユ
に
お
い
て

は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
大
人
と
子
供
の
関
係
の
背
後
に
さ

ら
な
る
問
題
が
控
え
て
い
る
。
そ
れ
を
彼
の
重
要
な
概
念
「
存
在
す

る
も
の
」
（
ce

q
u
i
est）

に
触
れ
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。
そ
し

て
最
後
に
は
ジ
ャ
ン

�フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ
オ
タ
ー
ル
（
一
九
二
四
―

一
九
九
八
）
が
提
起
し
た
イ
ン
フ
ァ
ン
テ
ィ
ア
（

in
fa
n
tia
）
概
念

へ
考
察
を
繋
げ
た
い
。
バ
タ
イ
ユ
に
お
け
る
「
子
供
」
の
テ
ー
マ
系

が
、
彼
自
身
の
な
か
で
上
記
の
気
ま
ま
な
否
定
と
露
呈
の
力
に
関
わ

る
こ
と
を
逐
一
意
識
し
な
が
ら
、
バ
タ
イ
ユ
以
後
の
現
代
思
想
と
も

響
き
合
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
の
で
あ
る
。

バ
タ
イ
ユ
が
『
文
学
と
悪
』
の
「
ま
え
が
き
」
で
用
い
た
こ
の
言

葉
「
見
出
さ
れ
た
幼
年
」
の
出
自
は
ま
ず
ま
ち
が
い
な
く
シ
ャ
ル
ル
・

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
（
一
八
二
一
―
一
八
六
七
）
の
晩
年
の
美
術
評
論

「
現
代
生
活
の
画
家
」（
一
八
六
三 （
４
））
で
あ
る
。
こ
の
美
術
評
論
は
、

画
家
で
素
描
家
の
コ
ン
ス
タ
ン
タ
ン
・
ギ
ー
ス
（
一
八
〇
二
―
一
八
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ボ
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九
八
）
の
人
物
と
作
風
を
、
美
術
史
や
文
化
史
、
哲
学
思
想
史
に
ま

で
視
野
を
広
げ
な
が
ら
紹
介
し （
５
）、
同
時
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
自
身
の
重

要
な
諸
テ
ー
マ
、
た
と
え
ば
「
現
代
性
」
（
la

m
o
d
ern

it� e）
を
論

じ
て
い
て
、
た
い
へ
ん
読
み
応
え
が
あ
る
。
そ
の
第
三
章
「
世
界
人

で
あ
り
群
衆
の
人
で
あ
り
子
供
で
あ
る
芸
術
家
」
に
「
見
出
さ
れ
た

幼
年
」
と
い
う
言
葉
が
強
調
を
付
し
て
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
主
張
を
端
的
に
整
理
す
れ
ば
、
才
能
豊
か
な
芸

術
家
の
そ
の
才
能
と
は
、
自
分
が
欲
す
る
だ
け
幼
年
を
甦
ら
せ
て
、

天
真
爛
漫
な
子
供
の
好
奇
心
で
世
界
を
眺
め
、
大
人
に
は
陳
腐
に
見

え
る
風
景
や
現
象
に
も
新
た
な
も
の
を
見
出
し
て
い
く
能
力
の
こ
と

で
あ
る
。
「
天
才
と
は
好
き
な
だ
け

見
出

さ
れ

た
幼

年
（
l・en

fa
n
ce

retro
u
v� ee

� a
v
o
lo
n
t� e）
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い （
６
）」
と
い
う
後

の
時
代
に
有
名
に
な
っ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
文
言
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
は
お
よ
そ
そ
う
い
う
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
幼
年
の
好
奇
心
と
眼
差

し
を
甦
ら
せ
る
だ
け
で
は
芸
術
作
品
は
生
ま
れ
な
い
。
作
品
を
創
造

す
る
た
め
に
は
、
子
供
の
感
性
で
次
々
に
摂
取
し
心
の
内
に
無
秩
序

に
堆
積
し
た
新
鮮
な
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
を
成
人
の
理
性
で
分
析
し
、

分
類
し
、
作
品
へ
再
構
成
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
芸
術
家
に
は
、

理
性
的
な
面
も
ま
た
必
要
な
の
で
あ
る
。
幼
年
の
感
性
を
基
層
と
し

て
そ
の
上
に
大
人
の
理
性
を
乗
せ
る
の
が
天
才
的
な
芸
術
家
だ
と
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
は
見
て
い
る
。

こ
の
二
層
性
は
、
彼
の
「
現
代
性
」
の
概
念
に
も
言
え
る
こ
と
だ
。

永
遠
性
と
不
易
性
を
重
視
す
る
古
典
主
義
美
学
の
上
に
、
時
代
ご
と

に
現
れ
て
は
消
え
る
、
束
の
間
の
美
の
表
現
を
乗
せ
て
肯
定
す
る
の

が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
現
代
性
」
で
あ
る
。
と
は
い
え
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
は
両
論
併
記
の
単
純
な
相
対
主
義
者
で
は
な
い
。
一
八
六
〇
年
代

半
ば
の
印
象
派
の
到
来
を
予
告
す
る
か
の
ご
と
く
、
「
現
代
性
」
の

概
念
は
、
上
層
の
束
の
間
の
美
の
表
現
の
方
に
重
き
が
置
か
れ
て
い

る
。
同
様
に
、
天
才
芸
術
家
に
お
い
て
も
、
層
は
下
に
な
る
が
、
幼

年
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
コ
ン
ス
タ
ン
タ
ン
・
ギ
ー

ス
の
表
現
は
、
現
実
の
対
象
に
忠
実
な
再
現
に
は
な
ら
ず
、
不
合
理

な
「
幻
影
」
（
la

fa
n
ta
sm

a
g
o
rie）

に
な
り
、
魅
力
的
だ
と
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
は
高
く
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
「
幻
影
（
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー
）
」
な
る
言
葉

は
、
一
七
八
九
年
の
大
革
命
後
の
パ
リ
に
登
場
し
一
八
〇
〇
年
代
を

通
し
て
西
欧
の
大
都
会
で
人
気
を
博
し
て
い
た
見
世
物
の
こ
と
を
指

し
て
い
た
。
あ
る
い
は
そ
こ
で
映
し
だ
さ
れ
て
い
た
架
空
の
恐
ろ
し

げ
な
映
像
を
指
し
て
い
た
。
暗
い
室
内
に
半
透
明
の
ス
ク
リ
ー
ン
を

張
り
、
そ
の
後
ろ
か
ら
幻
灯
機
を
使
っ
て
幽
霊
や
悪
魔
な
ど
非
現
実

で
不
気
味
な
映
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
興
行
が
近
代
市
民
の
あ
い

だ
で
流
行
し
、
そ
こ
か
ら
怪
奇
的
な
見
世
物
お
よ
び
映
像
と
い
う
意

味
で
こ
の
言
葉
は
広
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
ギ
ー
ス
は
亡
霊
や
骸
骨
を
描
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
同

時
代
の
光
景
、
街
路
、
人
を
描
い
て
い
た
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
よ
れ
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ば
彼
は
、
関
心
領
域
を
限
定
し
な
い
「
世
界
人
」
と
し
て
、
日
が
沈

み
き
る
ま
で
大
都
会
の
群
衆
に
ま
ぎ
れ
な
が
ら
子
供
の
目
で
情
景
や

人
物
を
眺
め
、
夜
に
な
る
と
暗
い
室
内
で
昼
間
の
映
像
を
記
憶
の
底

か
ら
甦
ら
せ
て
は
デ
ッ
サ
ン
紙
や
キ
ャ
ン
バ
ス
に
描
き
だ
し
て
い
た
。

そ
れ
は
、
「

子
供

じ
み

た
知
覚
（
u
n
e
p
ercep

tio
n
en

fa
n
tin

e）
、

つ
ま
り
あ
ま
り
の
無
邪
気
さ
ゆ
え
の
鋭
利
で
魔
術
的
な
知
覚
の
成
果 （
７
）」

だ
っ
た
。

（
三
）

バ
タ
イ
ユ
に
と
っ
て
の
「
幼
年
」

『
文
学
と
悪
』
の
「
ま
え
が
き
」
の
バ
タ
イ
ユ
は
、
こ
う
し
た
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一

八
六
三
年
の
詩
人
が
眼
前
に
見
て
い
た
近
代
と
一
九
五
七
年
の
思
想

家
が
対
応
し
た
近
代
と
は
違
う
。
理
性
偏
重
の
近
代
の
病
い
は
い
っ

そ
う
深
ま
り
、
他
方
で
子
供
の
非
理
性
へ
の
考
察
も
深
ま
っ
て
い
る
。

「
見
出
さ
れ
た
幼
年
」
と
い
う
表
現
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
「
好
き
な

だ
け
」
「
欲
す
る
分
だ
け
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
（
� a

v
o
lo
n
t� e）
を

付
加
で
き
て
い
た
。
バ
タ
イ
ユ
に
は
と
う
て
い
で
き
な
い
こ
と
だ
。

こ
の
言
葉
を
「
や
っ
と
の
こ
と
で
」
「
つ
い
に
」
と
い
う
言
葉

（
en

fin
）
に
取
り
替
え
て
い
る
。
他
方
で
絵
画
の
表
現
論
の
ほ
う
へ

「
幼
年
」
問
題
を
差
し
向
け
て
い
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
対
し
て
、
バ

タ
イ
ユ
は
、
文
学
論
の
次
元
に
立
ち
つ
つ
も
、
存
在
論
、
つ
ま
り
ど

の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
の
か
と
い
う
実
存
の
在
り
よ
う
へ
「
幼
年
」

を
差
し
向
け
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
根
本
的
な
次
元
で
考
察
を
展
開
さ

せ
て
い
る
。
そ
し
て
「
大
人
」
の
理
性
と
の
接
続
も
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

ほ
ど
ス
ム
ー
ズ
に
処
理
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
「
幼
年
」
を
再
び

生
き
る
こ
と
を
も
は
や
罪
深
い
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い

る
。
近
代
の
壁
は
そ
れ
だ
け
厚
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
該
当
箇

所
を
引
用
し
て
お
こ
う
。「
文
学
は
無
垢
で
は
な
い
。
有
罪
で
あ
り
、

最
終
的
に
そ
う
し
た
身
で
あ
る
こ
と
を
告
白
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
行
動
だ
け
が
唯
一
、
権
利
を
持
っ
て
い
る
。
私
は
本
書
で

こ
の
こ
と
を
ゆ
っ
く
り
語
ろ
う
と
思
う
の
だ
が
、
文
学
と
は
、
や
っ

と
の
こ
と
で
見
出
さ
れ
た
幼
年
の
こ
と
な
の
だ
。
だ
が
幼
年
が
も
し

も
統
治
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
な
ら
、
は
た
し
て
幼
年
の
真
実
を
持
っ

て
い
る
と
言
え
よ
う
か
。
行
動
の
必
要
性
の
前
に
カ
フ
カ
の
誠
実
さ

が
重
く
横
た
わ
る
。
カ
フ
カ
は
い
か
な
る
権
利
も
自
分
に
認
め
な
か
っ

た
の
だ （
８
）。」

バ
タ
イ
ユ
の
用
語
で
「
行
動
」
（
l・a

ctio
n
）
と
は
生
産
的
な
活
動

を
指
す
。
人
間
が
自
分
あ
る
い
は
自
分
が
属
す
る
組
織
の
存
続
の
た

め
に
有
意
義
な
目
的
を
設
定
し
、
そ
の
目
的
の
実
現
の
た
め
に
計
画

を
た
て
て
禁
欲
的
に
活
動
す
る
こ
と
が
こ
こ
で
い
う
「
行
動
」
で
あ

る
。「
労
働
」（

le
tra

v
a
il）
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。「
行
動
」

の
骨
子
と
な
る
計
画
は
「
企
て
」
（
le

p
ro
jet）

と
い
う
用
語
で
語

ら
れ
て
、
バ
タ
イ
ユ
の
重
要
概
念
に
な
っ
た
。
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近
代
の
大
人
の
社
会
は
、
こ
の
「
行
動
」
を
重
視
し
て
き
た
の
で

あ
っ
て
、
正
し
い
事
柄
と
し
て
公
認
し
て
正
当
な
権
利
を
「
行
動
」

に
付
与
し
て
い
る
。
「
幼
年
」
は
こ
の
「
行
動
」
と
は
反
対
に
近
代

社
会
に
と
っ
て
直
接
に
有
意
義
な
年
代
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
。

子
供
は
そ
の
ま
ま
の
野
生
状
態
で
は
社
会
か
ら
肯
定
さ
れ
な
い
。
社

会
に
適
合
し
貢
献
で
き
る
人
材
へ
教
育
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
だ
が

そ
う
い
う
人
材
に
な
っ
た
と
き
に
子
供
の
「
幼
年
」
は
、
内
実
、
年

齢
と
も
に
、
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
然
界
の
物
質
に
も
あ
て

は
ま
る
事
態
だ
ろ
う
。
水
、
土
、
樹
木
、
空
気
、
陽
光
、
何
で
も
い

い
、
自
然
界
に
あ
る
物
質
は
、
計
量
化
か
ら
採
取
に
い
た
る
ま
で
人

為
に
よ
っ
て
自
然
状
態
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
人
間
社
会
に
役
立
つ
存

在
へ
変
え
ら
れ
て
い
く
。
そ
う
し
て
素
材
あ
る
い
は
資
材
に
変
え
ら

れ
た
と
き
に
物
質
は
人
間
社
会
か
ら
肯
定
さ
れ
る
。
原
生
林
や
原
野

の
光
景
を
眺
め
て
人
は
し
ば
し
ば
こ
れ
に
感
動
し
、
そ
の
存
在
を
称

え
る
が
、
こ
れ
は
、
そ
う
し
た
原
初
の
自
然
が
そ
の
人
あ
る
い
は
そ

の
人
の
所
属
す
る
社
会
に
と
っ
て
無
害
で
あ
り
、
憩
い
や
慰
め
な
ど

と
し
て
間
接
的
な
が
ら
近
代
生
活
に
役
立
っ
て
い
る
限
り
で
の
こ
と

に
す
ぎ
な
い
。
環
境
保
護
や
自
然
保
護
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
る
が
、

そ
こ
に
見
え
隠
れ
し
て
い
る
の
は
人
間
の
独
善
的
な
自
然
愛
で
あ
る
。

自
然
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
人
間
か
ら
の
介
入
で
あ
る
。
牛
や

鶏
、
麦
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
好
き
な
だ
け
解
体
し
て
食
材
に
し
て
お

き
な
が
ら
、
な
ぜ
イ
ル
カ
だ
け
を
愛
す
る
の
か
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
説
く
ギ
ー
ス
は
、
表
現
の
次
元
で
、
子
供
の
視

像
を
大
人
の
理
性
で
作
り
直
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、「
幻
影
」

で
あ
り
、
近
代
社
会
に
そ
の
ま
ま
適
合
し
役
立
つ
映
像
と
は
言
い
が

た
い
。『
文
学
と
悪
』「
ま
え
が
き
」
の
バ
タ
イ
ユ
に
よ
れ
ば
、
文
学

は
も
は
や
無
垢
で
は
な
く
有
罪
だ
と
な
る
。
つ
ま
り
文
学
は
、
近
代

社
会
に
う
ま
く
適
合
で
き
な
い
ど
こ
ろ
か
、
さ
ら
に
そ
の
円
滑
な
発

展
を
も
妨
げ
る
有
害
な
表
現
だ
言
い
た
い
の
だ
。
文
学
者
と
い
う
存

在
も
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
犯
罪
を
犯
し
て
い
な
く
と
も
、「
行
動
」

重
視
の
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、
道
義
的
に
い
か
が
わ
し
い
存
在
で

あ
り
、
実
生
活
の
上
で
も
規
範
を
守
り
た
が
ら
ず
、
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
邪
魔
で
、
い
な
い
ほ
う
が
い
い
存
在
な
の
で
あ
る
。
カ
フ
カ
は

小
説
の
な
か
だ
け
で
な
く
、
そ
の
生
き
方
に
お
い
て
も
幼
年
を
貫
い

て
、
社
会
的
な
権
利
を
自
分
に
与
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
の
事

情
を
バ
タ
イ
ユ
は
『
文
学
と
悪
』
の
「
カ
フ
カ
」
の
章
で
詳
し
く
論

じ
て
い
る
。
彼
の
父
親
が
象
徴
す
る
有
用
性
重
視
の
近
代
社
会
の
な

か
で
カ
フ
カ
は
「
排
除
さ
れ
た
者
と
し
て （
９
）」
生
き
た
と
い
う
の
だ
。

拙
著
『
バ
タ
イ
ユ
入
門
』
で
も
バ
タ
イ
ユ
の
論
点
を
紹
介
し
て
い
る

の
で （

�）、
こ
こ
で
は
繰
返
さ
な
い
。
む
し
ろ
よ
り
根
本
的
な
問
い
に
取

り
組
ん
で
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
な
ぜ
バ
タ
イ
ユ
は
「
子
供
」
の
テ
ー

マ
系
に
こ
だ
わ
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
考
え
て
い
き
た
い
。

こ
の
点
で
参
考
に
な
る
の
が
、
一
九
四
九
年
の
論
考
「
芸
術
、
残

虐
の
実
践
と
し
て
の
」
の
冒
頭
付
近
に
あ
る
記
述
で
あ
る
。
ま
ず
バ
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タ
イ
ユ
は
、
近
代
社
会
の
な
か
で
落
ち
着
か
ず
懐
疑
に
か
ら
れ
て
い

る
「
子
供
」
と
近
代
社
会
の
な
か
に
す
っ
き
り
お
さ
ま
っ
て
何
も
疑

わ
ず
に
生
活
し
て
い
る
「
大
人
」
を
対
比
さ
せ
て
い
る
。
子
供
に
つ

い
て
は
こ
う
だ
。
「
我
々
は
み
な
、
子
供
の
と
き
に
、
こ
ん
な
ふ
う

に
疑
っ
て
い
た
の
だ
。
自
分
が
こ
の
世
で
奇
妙
に
落
ち
着
か
ず
い
ら

い
ら
し
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
そ
の
謎
が
解
け
る
は
ず
の
罠
あ
る
い

は
い
た
ず
ら
の
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
い
う
ふ

う
に （

�）」。
対
し
て
大
人
の
凡
庸
さ
が
厳
し
く
指
摘
さ
れ
る
。「
我
々
は

今
や
、

�ま
っ
た
く
自
然
な
も
の

�と
し
て
我
々
に
課
せ
ら
れ
て
い

る
世
界
、
か
つ
て
我
々
を
い
ら
だ
た
せ
た
世
界
と
は
全
然
異
な
る
世

界
の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
子
供
じ
み
た
反
応
に
背
を
向
け
て
生
き

て
い
る
。
子
供
で
あ
っ
た
と
き
、
我
々
は
自
分
が
こ
れ
か
ら
笑
う
こ

と
に
な
る
の
か
泣
く
こ
と
に
な
る
の
か
す
ら
も
分
か
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
大
人
に
な
っ
た
我
々
は
、
こ
の
世
界
を

�

所
有

�し
て
い
る
。

こ
の
世
界
を
際
限
な
く
意
の
ま
ま
に
で
き
る
。
こ
の
世
界
は
、
理
解

可
能
で
自
由
に
使
用
で
き
る
事
物
か
ら
で
き
て
い
る
の
だ
。
こ
の
世

界
は
、
土
、
石
、
水
、
植
物
、
動
物
で
で
き
て
い
る
。
我
々
は
、
大

地
を
耕
し
、
家
を
建
て
、
パ
ン
や
肉
を
食
べ
る
。
我
々
は
、
ふ
だ
ん
、

子
供
じ
み
た
い
ら
だ
ち
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
我
々
は
一
言
で

言
え
ば
、
疑
っ
て
み
る
、
と
い
う
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
た
の
だ （

�）」。

こ
の
懐
疑
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
な
の
か
。
そ
れ
は
事
物
に
囲

ま
れ
な
が
ら
も
、
事
物
を
疑
う
子
供
と
、
事
物
を
疑
わ
ず
そ
の
ま
ま

生
活
に
活
用
し
て
い
る
大
人
の
違
い
で
あ
る
。
子
供
は
事
物
が
事
物

で
は
な
い
何
か
を
は
ら
ん
で
い
て
、
そ
の
何
か
に
事
物
も
自
分
も
操

ら
れ
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る
。
大
人
は
自
分
が
事
物
を

自
由
に
処
理
で
き
る
と
確
信
し
、
事
物
の
主
人
に
な
っ
て
安
閑
と
暮

ら
し
て
い
る
。
カ
フ
カ
も
含
め
、
「
我
々
の
な
か
の
ご
く
少
数
の
者

だ
け
が
、
こ
の
社
会
の
巨
大
な
機
構
の
な
か
で
、
自
分
た
ち
の
本
当

に
子
供
じ
み
た
反
応
に
こ
だ
わ
っ
て
い
て
、
こ
の
地
球
上
で
自
分
た

ち
が
何
を
し
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
い
た
ず
ら
が
自
分
た
ち
に

仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
依
然
素
朴
に
自
問
し
て
い
る （

�）」
。
こ
の

懐
疑
か
ら
、
世
界
の
奥
を
見
た
い
と
い
う
欲
望
が
生
じ
て
く
る
。
芸

術
の
、
と
り
わ
け
残
虐
な
表
現
、
そ
し
て
宗
教
上
の
重
要
な
儀
式
で

あ
る
供
犠
は
、
子
供
の
欲
望
の
延
長
線
上
に
あ
る
行
為
な
の
だ
。
世

界
の
事
物
と
そ
の
奥
と
い
う
二
重
の
世
界
観
の
も
と
で
、
事
物
を
引

き
裂
い
て
、
そ
の
外
観
の
内
を
見
た
い
と
い
う
欲
望
に
か
ら
れ
た
行

為
な
の
だ
。「［
こ
の
少
数
の
者
は
］
ち
ょ
う
ど
板
塀
の
隙
間
を
見
つ

け
て
中
を
覗
き
込
も
う
と
し
て
い
る
子
供
た
ち
の
よ
う
に
、
こ
の
世

界
の
裂
け
目
か
ら
そ
の
中
を
覗
い
て
み
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
世
界
の
裂
け
目
の
一
つ
が
供
犠
と
い
う
残
酷
な
習
慣
な
の
だ （

�）」。

（
四
）
「
存
在
す
る
も
の
」（

ce
q
u
i
e
st）

今
し
が
た
は
私
は
「
世
界
の
事
物
と
そ
の
奥
と
い
う
二
重
の
世
界
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観
」
と
記
し
た
。
こ
の
言
い
方
は
あ
ま
り
正
確
で
は
な
い
。
事
物
は

同
時
に
そ
の
奥
を
は
ら
ん
で
い
て
、
両
者
は
き
っ
ぱ
り
分
離
し
て
二

重
性
を
構
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
近
代
の
大
人
は
事
物
を
た

だ
物
体
と
だ
け
見
て
処
理
し
て
い
る
が
、
子
供
は
事
物
が
事
物
で
な

い
も
の
を
含
ん
で
い
て
、
と
き
に
そ
れ
が
事
物
か
ら
発
出
し
、
自
分

を
か
ら
か
っ
た
り
威
嚇
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。
子
供
は
事
物
が

死
ん
だ
物
体
で
は
な
く
、
何
か
生
を
持
ち
、
そ
れ
が
何
と
も
不
可
解

な
音
信
を
放
っ
て
い
て
、
い
ら
だ
ち
や
不
安
を
覚
え
、
そ
し
て
好
奇

心
に
か
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
バ
タ
イ
ユ
の
存
在
論
が
見
て
と
れ
る
。
周
知
の
ご
と
く

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
一
八
八
九
―
一
九
七
六
）
は
「
存
在
」

を
「
存
在
者
」
か
ら
切
り
離
し
て
、
「
存
在
」
の
様
態
、
つ
ま
り
ど

の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
の
か
と
い
う
在
り
よ
う
を
問
う
存
在
論
を

立
ち
上
げ
、
終
生
の
主
題
に
し
た
が
、
そ
の
さ
い
「
存
在
」
と
「
存

在
者
」
を
完
全
に
分
離
さ
せ
る
二
元
論
に
立
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
む
し
ろ
両
者
を
不
即
不
離
の
関
係
に
置
い
て
捉
え
て
い
た
。
し

か
し
そ
こ
に
「
子
供
」
と
い
う
視
点
を
導
入
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
存
在
者
」
を
「
子
供
」
に
特
化
し
て
語
り
は

し
な
か
っ
た
し
、
「
子
供
」
の
感
性
が
「
存
在
論
」
を
新
た
に
開
く

と
も
力
説
し
な
か
っ
た
。

バ
タ
イ
ユ
は
、
「
子
供
」
の
存
在
の
仕
方
、
そ
し
て
「
子
供
」
の

感
性
を
重
視
し
な
が
ら
、
二
重
か
つ
一
重
の
世
界
観
を
語
ろ
う
す
る
。

こ
の
二
重
か
つ
一
重
の
世
界
の
内
面
の
側
、
つ
ま
り
事
物
に
内
在
し

な
が
ら
事
物
に
限
定
さ
れ
ず
、
人
間
の
理
性
で
は
う
ま
く
捕
捉
で
き

な
い
面
、
バ
タ
イ
ユ
は
、
こ
の
面
を
、
と
り
わ
け
そ
の
動
き
に
注
目

し
て
、
「
戯
れ
」
（
le

jeu
）
、
「
気
ま
ぐ
れ
」
（
le

ca
p
rice）

と
形
容

し
た
。
近
代
の
理
性
に
ま
だ
完
全
に
は
支
配
さ
れ
て
い
な
い
「
子
供
」

の
内
面
も
そ
の
よ
う
な
非
理
性
と
し
て
自
律
し
た
動
き
を
呈
し
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
子
供
の
感
性
、
好
奇
心
は
、
世
界
の
内
側
に
感
応
し

や
す
い
し
、
世
界
と
と
も
に
戯
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
子
供
の
遊
び

は
世
界
の
遊
び
に
通
じ
て
い
る
。
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
遊
ぶ
子
供
に

生
滅
流
転
の
世
界
の
動
き
を
見
て
文
言
「
世
界
時
間
（
ア
イ
オ
ー
ン
）

は
遊
ぶ
子
供
」
（
D
K

52）
を
記
し
、
ニ
ー
チ
ェ
は
『
ギ
リ
シ
ア
人

の
悲
劇
時
代
に
お
け
る
哲
学
』
（
一
八
七
四
年
頃
の
作
品
で
遺
稿
）

以
来
こ
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
言
葉
を
自
身
の
世
界
観
の
根
底
的
一

要
素
に
加
え
て
い
く
。
他
方
で
フ
ロ
イ
ト
は
、
成
人
の
内
に
も
存
続

し
な
が
ら
成
人
の
理
性
で
は
ど
う
に
も
捕
捉
で
き
な
い
無
意
識
的
欲

望
を
「
小
児
的
の
も
の
」
と
み
な
し （

�）、
さ
ら
に
晩
年
に
は
個
人
の
人

格
に
収
ま
ら
な
い
不
確
定
な
広
さ
を
念
頭
に
お
い
て
こ
の
無
意
識
的

欲
望
を
非
人
称
の
「
そ
れ
（
エ
ス
、

E
s）
」
と
呼
ん
だ
。
バ
タ
イ
ユ

は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
ほ
か
に
、
彼
ら
ニ
ー
チ
ェ
、
フ
ロ
イ
ト
と
、

「
子
供
」
に
根
源
的
な
も
の
を
見
る
見
方
を
共
有
し
て
い
る
。

二
重
に
し
て
一
重
の
世
界
の
内
側
を
バ
タ
イ
ユ
は
、
「
内
在
性
」

（
l・im

m
a
n
en

ce）
、
「
内
奥
性
」
（
l・in

tim
it� e）

と
呼
ん
だ
が
、
さ
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ら
に
ま
た
「
存
在
す
る
も
の
」
（
ce

q
u
i
est）

と
名
指
し
も
し
た
。

一
九
四
四
年
刊
行
の
断
章
形
式
の
思
索
書
『
有
罪
者
』
の
最
初
の
章

「
友
愛
」
に
こ
の
「
存
在
す
る
も
の
」
と
い
う
概
念
は
何
度
か
登
場

す
る
。
或
る
断
章
で
は
「
そ
れ
」
（
cela
）
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て

い
て
、「
自
我
と
エ
ス
」（
一
九
二
三
）
の
フ
ロ
イ
ト
、
こ
れ
に
先
ん

じ
て
『
善
悪
の
彼
岸
』
（
一
八
八
六
）
第
一
章
の
断
章
一
七
番
で

「
わ
れ
」
で
は
な
く
「
そ
れ
」
を
思
考
の
本
源
と
し
た
ニ
ー
チ
ェ
と

の
近
さ
を
連
想
さ
せ
る
。
だ
が
こ
の
「
友
愛
」
の
諸
断
章
に
お
い
て
、

「
存
在
す
る
も
の
」
は
事
物
と
の
差
異
に
力
点
が
置
か
れ
て
説
か
れ

て
い
る
。
例
え
ば
「

�存在
す
る
も
の

�
お
望
み
な
ら
ば
、
宇
宙

と
言
っ
て
も
い
い

を
有
用
な
事
物
の
類
似
物
に
還
元
す
る
こ
と

ほ
ど
笑
止
千
万
な
こ
と
は
な
い
！ （

�）」
と
い
う
ふ
う
に
。

対
し
て
一
九
四
六
年
発
表
の
論
考
「
ア
ン
ド
レ
・
マ
ッ
ソ
ン
」
の

次
の
文
言
は
二
重
に
し
て
一
重
と
い
う
曖
昧
さ
を
端
的
に
こ
う
説
明

し
て
い
る
。「
い
か
な
る
事
物
で
も
、
あ
る
一
点
で
、

�存在
す
る
も

の

�の
一
面
に
触
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
見
て
と
ら

な
い
限
り
は
、
人
は
そ
の
事
物
の
取
る
に
た
ら
な
い
外
観
し
か
認
識

で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の

�存在
す
る
も
の

�と
は
我
々
が
掴
む

こ
と
が
で
き
な
い
、
さ
り
と
て
掴
ま
ず
に
い
ら
れ
な
い
何
も
の
か
、

我
々
が
知
る
こ
と
も
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
何
も
の
か
な
の
だ
、

そ
し
て
我
々
を
取
り
囲
ん
で
い
る
何
も
の
か
な
の
だ
… （

�）」。

事
物
と

�存在
す
る
も
の

�と
の
関
係
は
融
合
で
も
な
け
れ
ば
分

離
で
も
な
い
。
バ
タ
イ
ユ
は
「
内
的
体
験
」
と
称
す
る
脱
自
体
験
の

極
み
に
お
い
て
こ
の
曖
昧
な
関
係
を
生
き
る
。
彼
の
「
非

�知の
夜
」

と
は
ま
さ
に
自
我
と
そ
の
外
部
、
知
と
非

�知
、
既
知
な
る
も
の
と

未
知
な
る
も
の
の
交
錯
、
混
淆
、
相
克
で
あ
る
。

（
五
）

イ
ン
フ
ァ
ン
テ
ィ
ア
概
念

リ
オ
タ
ー
ル
は
『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
条
件
』
（
一
九
七
九
）
の

「
序
文
」
で
近
代
（
モ
ダ
ン
）
を
「
大
き
な
物
語
」
の
時
代
と
規
定

し
、
そ
の
終
焉
を
予
告
し
た
。
大
き
な
目
的
を
設
定
し
そ
の
実
現
に

む
け
て
の
前
進
、
進
歩
、
刷
新
を
称
え
る
時
代
が
政
治
か
ら
科
学
ま

で
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
一
九
八
九
年
一
一
月
の

「
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
」
を
も
っ
て
近
代
は
終
焉
し
た
な
ど
と
単
純

に
歴
史
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
以
降
「
大
き
な
物
語
」

だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
時
代
へ
よ
り
い
っ
そ
う
複
雑
に
西
欧
社
会

が
入
っ
て
い
っ
た
の
は
事
実
だ
ろ
う
。
一
九
九
一
年
刊
行
の
『
幼
年

読
解
』
で
リ
オ
タ
ー
ル
は
、
そ
の
よ
う
な
新
た
な
時
代
を
理
解
す
る

一
つ
の
角
度
を
呈
示
す
る
が
ご
と
く
、
イ
ン
フ
ァ
ン
テ
ィ
ア
概
念
を

繰
り
出
し
た
。
基
本
と
な
る
の
は
二
重
に
し
て
一
重
の
世
界
観
で
あ

る
。
扱
わ
れ
い
る
六
人
の
書
き
手
（
ジ
ョ
イ
ス
、
カ
フ
カ
、
ア
ー
レ

ン
ト
、
サ
ル
ト
ル
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
、
フ
ロ
イ
ト
）
の
内
で
フ
ロ
イ
ト

が
最
も
重

要
な
存
在
で
あ
る
が
、

�存
在
す
る
も
の

�を
め

ぐ
る
バ
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タ
イ
ユ
の
世
界
観
の
エ
コ
ー
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
序
文
に

あ
た
る
「
イ
ン
フ
ァ
ン
ス
」
（
in
fa
n
s）

（

�）

で
は
、
イ
ン
フ
ァ
ン
テ
ィ

ア
を
「
自
ら
を
語
ら
ぬ
も
の
」
「
人
生
の
一
時
代
で
は
な
い
幼
年
、

過
ぎ
去
る
こ
と
の
な
い
幼
年
」
と
定
義
し
た
あ
と
、
さ
ら
に
こ
う
説

明
を
続
け
て
い
る
。「
イ
ン
フ
ァ
ン
テ
ィ
ア
は
言
説
（
le

d
isco

u
rs）

に
取
り
憑
い
て
い
る
。
言
説
の
方
は
絶
え
ず
イ
ン
フ
ァ
ン
テ
ィ
ア
を

遠
ざ
け
て
お
こ
う
と
す
る
。
言
説
は
イ
ン
フ
ァ
ン
テ
ィ
ア
か
ら
の
離

別
な
の
だ
。
だ
が
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
言
説
は
、
イ
ン
フ
ァ
ン

テ
ィ
ア
を
失
わ
れ
た
も
の
と
し
て
執
拗
に
構
成
し
続
け
て
い
る
。
言

説
は
、
そ
う
と
知
ら
ぬ
間
に
、
イ
ン
フ
ァ
ン
テ
ィ
ア
を
庇
護
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
イ
ン
フ
ァ
ン
テ
ィ
ア
は
言
説
の
残
余
な
の
だ
。
幼
年

は
幼
年
の
家
の
中
に
在
り
続
け
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
幼
年
が
大
人
の

家
の
中
に
住
ん
で
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
幼
年
が
大
人
の
家
の
中
に
住
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
な
の
で
あ
る （

�）」。

リ
オ
タ
ー
ル
が
典
拠
し
て
い
る
の
は
フ
ロ
イ
ト
の
「
鼠
男
の
症
例
」

と
呼
ば
れ
る
一
九
〇
九
年
の
研
究
論
文
の
一
節 （

�）で
あ
る
が
、
無
意
識

的
な
「
小
児
的
な
も
の
」
が
大
人
の
意
識
の
残
余
と
し
て
存
在
し
続

け
る
こ
と
、
つ
ま
り
大
人
が
幼
年
を
排
除
し
て
大
人
で
あ
ろ
う
と
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
せ
い
で
幼
年
が
そ
の
ま
ま
に
存
在
を
確
保
し
、

大
人
の
意
識
の
う
ち
に
棲
み
つ
く
と
い
う
逆
説
を
強
調
し
て
い
る
。

そ
し
て
本
文
の
「
声
―
フ
ロ
イ
ト
」
の
章
で
は
さ
ら
に
考
察
が
深
め

ら
れ
て
い
る
。
イ
ン
フ
ァ
ン
テ
ィ
ア
と
言
説
の
関
係
は
、
「
音
色

（
あ
る
い
は
響
き
）
と
し
て
の
声
」
（
フ
ォ
ネ
ー
、

p
h� o

n� e）
と
、
語

句
に
分
節
化
さ
れ
た
「
発
話
行
為
」
（
レ
ク
シ
ス
、

lex
is）
と
の
関

係
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
「
発
話
行
為
」
は
、
発
話
者
と
そ
の
聞
き

手
を
設
定
し
て
い
て
、
前
者
か
ら
後
者
へ
意
味
伝
達
が
行
わ
れ
る
。

「
物
語
」
は
こ
の
「
発
話
行
為
」
を
基
本
と
す
る
の
だ
が
、
し
か
し

「
発
話
行
為
」
は
「
声
」
に
よ
っ
て
成
さ
れ
て
も
い
る
。
そ
し
て
そ

の
「
声
」
に
は
何
か
し
ら
情
動
（
l・a

ffect）
に
よ
る
音
色
、
響
き

が
付
着
し
て
い
る
。
「
音
色
（
あ
る
い
は
響
き
）
と
し
て
の
声
」
が

帯
び
る
そ
の
情
動
は
、
例
え
ば
快
と
苦
、
あ
る
い
は
そ
の
ど
ち
ら
か

を
、
表
明
し
て
い
る
が
、
フ
ロ
イ
ト
の
無
意
識
的
欲
望
つ
ま
り
エ
ス

と
同
様
に
、
人
称
性
を
持
た
な
い
。
誰
が
発
す
る
の
か
、
そ
の
根
底

的
な
帰
属
が
不
明
な
の
だ
。
ま
た
誰
に
送
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の

声
の
行
き
先
も
不
明
で
あ
り
、
伝
達
の
意
味
内
容
も
定
か
で
な
い
。

熱
い
風
、
冷
た
い
突
風
の
よ
う
に
吹
き
抜
け
て
い
く
の
だ
。
こ
の
不

確
定
で
無
限
定
の
フ
ォ
ネ
ー
を
レ
ク
シ
ス
は
分
節
言
語
へ
屈
折
さ
せ
、

抑
圧
し
、
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
が
、
フ
ォ
ネ
ー
の
情
動
は
こ
れ
に
気

ま
ま
に
従
っ
た
り
抵
抗
し
た
り
し
な
が
ら
、
レ
ク
シ
ス
の
残
余
と
し

て
存
続
し
続
け
る
。
バ
タ
イ
ユ
が
説
く
カ
フ
カ
の
よ
う
に
「
排
除
さ

れ
た
者
と
し
て
」
大
人
の
社
会
に
居
続
け
る
。

大
人
は
こ
う
し
た
レ
ク
シ
ス
を
耳
に
し
て
も
意
味
を
受
け
取
っ
て

満
足
し
、
自
分
の
合
理
的
で
有
益
な
生
活
を
続
行
す
る
。
し
か
し
子

供
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
リ
オ
タ
ー
ル
か
ら
バ
タ
イ
ユ
へ
戻
っ
て
、
子
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供
の
懐
疑
を
想
起
し
よ
う
。
大
人
の
会
話
を
聞
き
な
が
ら
、
だ
ま
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
ら
い
ら
し
て
、
レ
ク
シ
ス
に
密
着
し

た
フ
ォ
ネ
ー
の
正
体
を
知
り
た
い
と
好
奇
心
を
燃
や
す
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

リ
オ
タ
ー
ル
だ
け
で
な
く
、
フ
ー
コ
ー
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
、
デ
リ
ダ
、

ナ
ン
シ
ー
と
続
く
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
は
、
話
し
言
葉
だ
け
で
な
く
、

書
き
言
葉
に
も
、
そ
し
て
図
像
に
も
、
二
重
に
し
て
一
重
の
存
在
を

見
て
い
く
。
そ
し
て
残
余
と
し
て
存
続
す
る
力
の
遊
戯
的
効
果
を
推

し
測
っ
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
安
直
な
大
人
の
相
対
主
義

は
介
入
し
て
い
な
い
は
ず
だ
が
、
バ
タ
イ
ユ
が
「
内
的
体
験
」
の
時

空
に
こ
だ
わ
っ
た
理
由
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
小
児
的
な
拒
否
の
現
在
に
こ
そ
、
「
何
ら
か
の
確
定
さ
れ
た
状
態

で
は
な
く
、
与
え
ら
れ
た
も
の

そ
れ
が
何
で
あ
れ

を
拒
む

人
の
必
然
的
に
不
確
定
の
闘
争
の
な
か
に
こ
そ
、
人
間
の
特
質
を
見

出
す （

�）」
姿
勢
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。

（
了
）

（

1）
バ
タ
イ
ユ
の
用
語
で
言
え
ば
、
「
子
供
」
（
en

fa
n
t）
、
「
幼
年
」

（
en

fa
n
ce）
、
「
子
供
っ
ぽ
さ
」
（
en

fa
n
tilla

g
e）
、
「
未
成
年
」

（
m
in
eu

r）、「
小
児
の
」（

in
fa
n
tile）、「

子
供
ら
し
い
」（

en
fa
n
tin
）、

「
子
供
っ
ぽ
い
」
（
p
u� eril）

な
ど
が
こ
の
テ
ー
マ
系
を
形
成
し
て

い
る
。
こ
の
テ
ー
マ
系
を
扱
っ
た
先
行
論
文
と
し
て
次
の
好
論
を
あ

げ
て
お
く
。
井
岡
詩
子
著
「
文
学
に
お
け
る

�子
供
ら
し
さ

�と
至

高
性

バ
タ
イ
ユ
の
ニ
ー
チ
ェ
論
と
カ
フ
カ
論
の
比
較
を
通
し
て
」、

『
表
象
』
第
９
号
、
一
九
七
―
二
一
二
頁
、
二
〇
一
五
年
四
月
。

（

2）
「
子
供
」
の
テ
ー
マ
系
に
関
わ
る
バ
タ
イ
ユ
の
テ
ク
ス
ト
や
関
心

を
年
代
順
に
大
雑
把
に
あ
げ
る
と
次
の
ご
と
く
に
な
る
。
ま
ず
一
九

二
八
年
出
版
の
『
眼
球
譚
』
で
あ
る
。
主
人
公
の
少
年
と
少
女
は
、

奔
放
な
性
生
活
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
て
い
き
、
つ
い
に
は
教
会
堂

内
で
の
神
父
の
陵
辱
、
殺
害
に
及
ぶ
小
説
で
あ
る
。
続
く
『
ド
キ
ュ

マ
ン
』
の
時
代
（
一
九
二
九
―
三
一
）
に
は
論
考
「
プ
リ
ミ
テ
ィ
フ
・

ア
ー
ト
」
（
一
九
三
〇
）
に
お
い
て
エ
テ
ィ
オ
ピ
ア
の
教
会
の
壁
や

扉
に
描
か
れ
た
子
供
た
ち
の
落
書
き
が
新
た
な
美
学
概
念
「
ア
ル
テ

ラ
シ
オ
ン
」
（
根
源
的
な
変
質
を
表
現

媒
体
や
表
現

者
に
も
た
ら
す

動
き
）
の

例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
教
会
の
壁
や
扉
は
も
は
や

そ
れ
ら

本
来
の

機
能
を
否
定
さ
れ
、
キ

ャ
ン
バ
ス
の
ご
と
く
に
変
質

し
て
い
る
。
『

社
会

批
評
』
の
時
代
（
一
九
三
二
―
三
五
）
の
時
代

で
は
レ
イ

モ
ン
・
ク

ノ
ー
と
の

共
著
論
文
「

ヘ
ー

ゲ
ル

弁
証

法
の

基

底
へ
の

批
判
」
（
一
九
三
二
）
の

末
尾
に

問
題

提
起
と
し
て
「
父

親

と
息
子
」
の
関

係
が
書
き

込
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

近
代

社
会
を
生

き
る
大
人
の

構
築
的
理
性
と
子
供
の

衝
動
の
対
比
関

係
、
つ
ま
り

自

然
界
の
不

分
明
な
否
定
の
力
に

立
ち

返
っ
て

ヘ
ー

ゲ
ル

弁
証

法
の

基

底
を

捉
え
直
す

本
論
考
の
主

題
に

沿
っ
て
こ
の
対
比
関

係
を

再
考

察

す
る

要
請
が

示
さ
れ
て
い
る
。
一
九
三
〇
年
年
代

後
半
の

秘
密

結
社

�ア
セ
フ

ァ
ル

�、
雑

誌
『
ア

セ
フ

ァ
ル
』
の
時
代
（
一
九
三

六
―
三

九
）
に
な
る
と
、
新
た
な

共
同
体
の

原
理
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
を

援
用

し
な
が
ら
子
供
の
テ
ー
マ
が
浮
上
す
る
。
す
な
わ
ち
雑
誌
『
ア
セ
フ
ァ

ル
』

掲
載
の
「
ニ
ー
チ
ェ
と
フ

ァ
シ
ス
ト
」
（
一
九
三
七
）
で
は
、
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国
家
主
義
型
の
共
同
体
か
ら
の
離
脱
を
可
能
に
す
る
力
と
し
て
「
未

来
の
子
供
」
（
『
悦
ば
し
き
知
』
断
章
三
七
七
番
「
我
ら
祖
国
な
き
者

た
ち
」
）
、
さ
ら
に
「
子
供
た
ち
の
国
」
（
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
第

二
部
「
文
明
の
国
」
）
が
典
拠
さ
れ
て
い
る
。
と
同
時
に
同
じ
く

『
ア
セ
フ
ァ
ル
』
掲
載
の
短
い
論
考
「
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
」
（
一
九
三

七
）
で
は
、
初
期
ニ
ー
チ
ェ
の
遺
稿
『
ギ
リ
シ
ア
人
の
悲
劇
時
代
の

哲
学
』
に
収
め
れ
た
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
へ
の
言
及
、
と
く
に
「
遊
ぶ

子
供
」（
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
断
章

52（
Ｄ
Ｋ
）
）
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

も
の
み
な
解
体
す
る
生
滅
流
転
の
世
界
時
間
の
原
理
と
し
て
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
執
筆
さ
れ
刊
行
さ
れ
た
『
内
的

体
験
』
（
一
九
四
三
）
で
は
「
子
供
っ
ぽ
さ
」
と
し
て
子
供
の
行
為

を
批
判
す
る
大
人
の
自
己
本
位
の
姿
勢
が
指
弾
さ
れ
て
い
る
。
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
、
バ
タ
イ
ユ
の
脱
自
体
験
（
ex

ta
se）
を
導
く
情
念

の
遊
び
、
跳
躍
を
「
子
供
っ
ぽ
さ
」
の
力
に
求
め
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
（
『
内
的
体
験
』
第
二
部
「
刑
苦
」
）
。
戦
後
の
バ
タ
イ
ユ

は
自
ら
創
刊
し
た
『
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
』
を
は
じ
め
様
々
な
雑
誌
に
論

考
を
発
表
し
、
書
物
も
次
々
に
上
梓
し
た
が
、
そ
こ
で
も
「
子
供
」

の
テ
ー
マ
系
は
頻
出
す
る
。
こ
の
拙
稿
で
取
り
あ
げ
る
『
文
学
と
悪
』

（
一
九
五
七
）
の
「
ま
え
が
き
」
及
び
本
論
の
な
か
の
「
エ
ミ
リ
ー
・

ブ
ロ
ン
テ
」
、
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
」
、
「
カ
フ
カ
」
の
章
が
と
く
に
注
目

に
値
す
る
。
そ
し
て
最
晩
年
の
『
ジ
ル
・
ド
・
レ
訴
訟
録
』
（
一
九

五
九
）
の
長
文
「
序
文
」
で
バ
タ
イ
ユ
は
こ
の
荒
ぶ
る
中
世
末
期
の

戦
士
貴
族
を
「
化
け
物
じ
み
た
子
供
」
と
み
な
し
て
考
察
を
進
め
て

い
る
。

（

3）
以
下
思
い
つ
く
ま
ま
に
、
こ
の
自
己
否
定
の
重
要
な
例
を
あ
げ
て

お
く
。
ま
ず
神
（
キ
リ
ス
ト
教
神
の

D
ieu
）
で
あ
る
。
バ
タ
イ
ユ

に
お
い
て
神
自
身
の
本
質
は
神
の
自
己
不
満
で
あ
り
、
神
自
身
へ
の

否
定
を
、
つ
ま
り
は
神
の
不
在
を
招
来
さ
せ
る
。
神
は
「
無
神
論
者
」

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
『
内
的
体
験
』
第
四
部
「
刑
苦
追
記
」
第

一
章
「
神
」
）
。
バ
タ
イ
ユ
が

問
題
に
す
る
思
考
（
la

p
en

s� ee）
も

同
様
の
内
部
か
ら
の
自
己
否
定
を

抱
え
て
、
そ
れ
が
思
考
に
そ
れ
自

体
の
解
体
を
も
た
ら
す
。
バ
タ
イ
ユ
に
お
い
て
「
考
え
る
こ
と
」
の

本
質
は

懐
疑
で
あ
り
、
こ
の

懐
疑
は
思
考
自
身
を
内

側
か
ら

稼
働
さ

せ
つ
い
に
は
「
大

破
局
」
（
ca

ta
stro

p
h
e）
へ

到
ら
せ
る
。
そ
う
し

て
思
考
し
え
な
い
も
の
を
出

現
さ
せ
る
（
『
内
的
体
験
』
第
三
部

「
刑
苦
へ
の

前
歴
」

所
収
の
「

死
は
あ
る
意
味
で

欺
瞞
で
あ
る
」
）
。

知
（
sa
v
o
ir）
も
同
様
で
あ
る
。
知
る
行
為
の
内

実
も
知
る
行
為
自

身
を
内

奥
か
ら

駆
り

立
て
、
つ
い
に
は
「

非

�知
」
の
力
と
な
っ
て

知
の

成
果
を

破
壊
す
る
（
『
内
的
体
験
』
第
二
部
「
刑
苦
」
）
。
生
き

る
と
い
う

事
態
も
そ
う
だ
。
生
の
内

実
の
力
が

十
全
に

称
え
ら
れ
る

と
、
死
を
招
来
す
る
（『
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
』「
序
文
」）。

（

4）
「

現
代
生

活
の

画
家
」
（
・
L
e
p
ein

tre
d
e
la

v
ie

m
o
d
ern

e
・）

は
『
フ
ィ

ガ
ロ
』

紙
に
一

八
六
三
年
一
一

月
二

六
日
、
一
一

月
二
九

日
、
一
二
月
三
日
の
三
度
に
わ
け
て
掲
載
さ
れ
た
。

（

5）
た
だ
し
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
ギ
ー
ス
を
た
だ
「

Ｇ
氏
」
と
の
み
表
記

し
て
い
る
。

（

6）
C
h
a
rles

B
a
u
d
ela

ire,
・
L
e
p
ein

tre
d
e
la

v
ie

m
o
d
ern

e
・,

in
L
・A

rt
ro

m
a
n
tiq

u
e,

C
h
a
rles

B
a
u
d
ela

ire,
C
a
lm

a
n
n

L� ev
y
,
P
a
ris,

1885,
p
.63.

（
7）

Ib
id
.,
p
.68.

（
8）

G
eo

rg
es

B
a
ta
ille,

L
a
L
itt� era

tu
re

et
le

m
a
l,
G
a
llim

a
rd

,

P
a
ris,

1957,
in

�
u
v
res

co
m
p
l� etes

d
e
G
eo

rg
es

B
a
ta

ille,

to
m
e
X
,
G
a
llim

a
rd

,
1979,

p
.172.

（

9）
Ib
id
.,
p
.276.
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（

10）
酒
井
健
『
バ
タ
イ
ユ
入
門
』
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
六
年
、
二
一

六
―
二
二
〇
頁
。

（
11）

G
eo
rg
es
B
a
ta
ille,

・
L
・a
rt,
ex
ercice

d
e
la
cru
a
u
t� e

・,

M
� ed
ecin
e
d
e
F
ra
n
ce,
n
o
.4,
P
a
ris,
ju
in

1949,
in

�
u
v
res

co
m
p
l� etes

d
e
G
eo
rg
es
B
a
ta
ille,

to
m
e
X
I,
G
a
llim
a
rd
,

1988,
p
.481.

（

12）
Ib
id
.

（

13）
Ib
id
.

（

14）
Ib
id
.

（

15）
C
f.
S
ig
m
u
n
d
F
reu
d
,
B
em
erk
u
n
g
en

� u
b
er
ein
en
F
a
ll

v
o
n
Z
w
a
n
g
sn
eu
ro
se（

1909）,
in
G
esa
m
m
elte

W
erk
e
V
II,

W
erk
e
a
u
s
d
en
J
a
h
ren

1906� 1909
（
1941）,

S
.F
isch
er,

1993,
p
.401
。
以
下
、
該
当
箇
所
の
邦
訳
で
あ
る
。
「
あ
な
た
は
そ

の
よ
う
に
し
て
、
つ
い
で
な
が
ら
に
、
無
意
識
の
主
要
な
性
質
を
発

見
し
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、

小
児

的
な

も
の
と
の
関
連
（
d
ie

B
ezieh

u
n
g
zu
m

In
fa
n
tilen

）
で
す
。
無
意
識
は
小
児
的
な
も

の
（
d
a
s
In
fa
n
tile）

で
、
し
か
も
小
児
の
当
時
に
そ
の
人
か
ら

切
り
離
さ
れ
た
そ
の
人
の
一
部
分
で
、
さ
ら
な
る
発
達
に
は
加
わ
ら

ず
、
そ
れ
ゆ
え

抑
圧
さ
れ
た
も
の
な
の
で
す
。
こ
う
し
た
抑
圧
さ
れ

た
無
意
識
の
派
生
物
（
蘖
（
ひ
こ
ば
え
）
）
が
、
不
随
意
的
な
思
考

を
養
っ
て
い
る
諸
要
素
で
あ
り
、
そ
の
不
随
意
的
な
思
考
の
中
に
病

気
が
存
在
し
て
い
る
の
で
す
」
（
「
強
迫
神
経
症
の
一
例
に
関
す
る
見

解
［
鼠
男
］
」
福
田
覚
訳
、
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
』
第
一
〇
巻
、
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
八
年
、
二
〇
二
頁
）。

（

16）
G
eo
rg
es
B
a
ta
ille,

L
e
C
o
u
p
a
b
le,
G
a
llim
a
rd
,
1944,

in

�
u
v
res

co
m
p
l� etes

d
e
G
eo
rg
es
B
a
ta
ille,

to
m
e
V
,

G
a
llim
a
rd
,
1973,

p
.250.

（

17）
G
eo
rg
es
B
a
ta
ille,

・
A
n
d
r� e
M
a
sso
n

・,
L
a
b
y
rin
th
e,
n
o
.

19,
G
en� ev

e,
le

1
er
m
a
i
1946,

in
�
u
v
res
co
m
p
l� etes

d
e

G
eo
rg
es
B
a
ta
ille,

to
m
e
X
I,
G
a
llim
a
rd
,
1988,

p
.35.

（

18）
イ
ン
フ
ァ
ン
ス
（
in
fa
n
s）
は
ラ
テ
ン
語
で
あ
り
、
『
羅
仏
辞
典
』

（
ラ
ル
ー
ス
社
）
に
よ
れ
ば
「
①
語
ら
な
い
人
、
②
幼
児
」
を
意
味

し
、
イ
ン
フ
ァ
ン
テ
ィ
ア
（
in
fa
n
tia
）
も
ラ
テ
ン
語
で
あ
り
、
意

味
す
る
と
ろ
は
「
①
言
葉
を
も
て
な
い
状
態
、
語
る
能
力
の
欠
如
、

②
幼
年
（
期
）」
で
あ
る
。

（

19）
Jea
n
-F
ra
n
� o
is
L
y
o
ta
rd
,
L
ectu
res
d
・en
fa
n
ce,
G
a
lil� ee,

P
a
ris,

1991,
p
.9.

（

20）
注
の（

15）に
引
用
さ
れ
て
い
る
一
節
。

（

21）
G
eo
rg
es
B
a
ta
ille,

L
a
S
o
u
v
era
in
et� e（

� ecrit
p
o
sth
u
m
e

d
a
n
s
les
a
n
n� ees

1950）,
in

�
u
v
res
co
m
p
l� etes

d
e
G
eo
rg
es

B
a
ta
ille,

to
m
e
V
III,
G
a
lli m
a
rd
,
1976,

p
.379.
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