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ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
の
「
生
の
現
象
学
」
は
、
現
代
哲
学
の
な
か
で
も
、
と
り
わ

け
個
体
性（in

dividu
alité

）を
重
視
し
た
点
に
特
徴
を
持
つ
。
だ
が
、ア
ン
リ
に
と
っ

て
、
こ
の
個
体
性
は
、
け
っ
し
て
共
同
性
（com

m
u

n
au

té

）
と
対
立
す
る
概
念
で
は

な
か
っ
た
（H

en
ry, 1990a, p. 163 / H

en
ry, 2000, p. 349

）。
個
体
性
の
価
値
を
切
り

下
げ
る
こ
と
の
な
い
共
同
性
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
ア
ン
リ
共
同
体

論
の
目
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
特
徴
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ア
ン
リ
は
、
共

同
体
論
の
中
心
に
「
生
（vie / V

ie

）」
の
概
念
を
お
く
。

だ
が
、
こ
う
し
た
ア
ン
リ
の
共
同
体
論
は
、
十
分
、
検
討
に
値
す
る
も
の
で
あ
り

な
が
ら
、
彼
の
著
書
や
論
文
に
お
い
て
は
、
い
く
ど
か
素
描
さ
れ
た
程
度
で
、
必
ず

し
も
豊
か
に
展
開
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
残
さ
れ
た
思
想
も
、
そ
れ
が
素

描
で
あ
る
だ
け
に
、
抽
象
的
に
と
ど
ま
り
、
具
体
性
を
欠
く
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
こ
で
、
本
論
は
、
そ
う
し
た
ア
ン
リ
共
同
体
論
の
い
わ
ば
具
体
的
肉
付
け
を
試

み
よ
う
と
思
う
。
ア
ン
リ
の
共
同
体
論
を
、
共
同
体
に
関
す
る
社
会
科
学
的
考
察
と

付
き
合
わ
せ
て
、
そ
の
具
体
的
・
実
証
的
意
味
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
試
み
は
同
時
に
、
こ
れ
か
ら
考
察
す
る
社
会
科
学
的
な
共
同
体
論

の
成
果
を
、
哲
学
的
な
観
点
か
ら
よ
り
深
く
読
み
解
く
こ
と
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ

う
。も

ち
ろ
ん
、
哲
学
的
な
共
同
体
論
は
、
人
間
の
本
質
に
も
と
づ
い
て
共
同
体
の
意

味
を
原
理
的
に
追
究
す
る
も
の
と
し
て
、
現
実
的
・
歴
史
的
な
共
同
体
の
成
り
立
ち

や
変
遷
を
前
提
に
し
た
社
会
科
学
的
な
共
同
体
論
と
は
一
線
を
画
す
と
も
言
え
る
。

し
か
し
、
い
く
ら
哲
学
的
な
共
同
体
論
と
い
え
ど
も
、
少
な
く
と
も
、
現
実
の
共
同

体
に
つ
い
て
何
ご
と
か
を
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ

し
、
ま
た
、
社
会
科
学
的
な
共
同
体
論
も
、
そ
れ
が
人
間
性
の
本
質
の
解
明
に
資
す

る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
義
を
失
い
か
ね
な
い
。

で
は
、
ア
ン
リ
の
共
同
体
論
は
、
現
実
の
共
同
体
に
つ
い
て
何
を
教
え
て
く
れ
る

だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
社
会
科
学
的
な
共
同
体
論
は
、
ア
ン
リ
の
思
想
と
接
続
さ
れ
る

こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
奥
深
さ
を
示
す
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
素
描
に
と
ど
ま
っ

た
ア
ン
リ
共
同
体
論
を
、
社
会
科
学
的
な
共
同
体
論
に
接
続
す
る
こ
と
で
、
ア
ン
リ

共
同
体
論
の
現
実
的
な
意
義
と
、
社
会
科
学
的
な
共
同
体
論
の
哲
学
的
な
意
義
と
を

再
確
認
し
た
い
。

第
一
節　

近
代
以
前
の
共
同
体
の
原
理

ま
ず
は
、
社
会
科
学
的
な
共
同
体
論
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
が
、
こ
こ
で
は
、

そ
れ
を
近
代
以
前
と
近
代
以
後
に
分
け
て
考
察
し
た
い
。
い
わ
ゆ
る
「
近
代
化
」
と

い
う
出
来
事
を
境
に
し
て
、
共
同
体
の
性
質
を
そ
れ
以
前
と
以
後
に
分
け
て
考
え
る

立
場
は
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
と
り
わ
け
近
代
以
後
、
共
同
体

は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
に
よ
っ
て
国
民
国
家
化
し
て
い
く
が
、
共
同
体
が
「
国
民

（n
ation

）」
と
い
う
概
念
で
境
界
づ
け
ら
れ
る
事
態
は
、近
代
以
前
の
共
同
化
の
原
理

に
対
し
て
異
質
性
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る①
。
こ
こ
で
、
共
同
体
の
原
理
を
近
代
以

共
同
体
の
諸
原
理
と
生
の
現
象
学

川　

瀬　

雅　

也
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前
と
以
後
に
分
け
て
考
察
す
る
の
も
、
こ
う
し
た
視
点
に
立
っ
て
い
る
。

一　

大
塚
久
雄
の
共
同
体
論

近
代
以
前
の
共
同
体
に
関
し
て
、
ま
ず
は
大
塚
久
雄
の
議
論
に
依
拠
し
て
考
え
て

み
た
い
。
大
塚
は
、『
共
同
体
の
基
礎
理
論
』
に
お
い
て
、
資
本
主
義
社
会
の
成
立
を

準
備
す
る
も
の
と
し
て
の
近
代
以
前
の
共
同
体
の
変
遷
を
考
察
し
て
い
る
が②
、
こ
こ

で
は
特
に
、
大
塚
が
、
原
始
社
会
に
お
け
る
個
人
を
、
マ
ル
ク
ス
に
倣
っ
て
、「
自
然

的
個
人
」
と
規
定
し
、そ
れ
を
大
地
お
よ
び
共
同
態
（G

em
ein

sch
aft

）③

と
密
着
し
た

存
在
と
し
て
理
解
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

人
間
の
生
と
は
、
基
本
的
に
、
労
働
を
通
し
て
、
自
己
の
生
活
を
、
ま
た
、
そ
の

社
会
関
係
を
再
生
産
す
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
が
、
大
塚
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
人

間
の
生
の
根
底
を
な
す
労
働
は
、原
始
社
会
に
お
い
て
は
、も
っ
ぱ
ら「
大
地（E

rde

）」

を
前
提
し
て
い
た
。
大
地
と
は
、「
一
切
の

0

0

0

生
産
活
動
が
そ
の
上
で
展
開
さ
れ
る
と
こ

ろ
の
基
礎
的
な
客
観
的
諸
条
件
が
そ
の
な
か
に
原
始
的
な
形
の
ま
ま
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

包
括
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
の
自
然
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

」（
大
塚, 1955, p. 15

）
で
あ
り
、「
原
始
的
生
産
諸
手

段
の
天
与
の
一
大
倉
庫
」（ibid

.

）
で
あ
る
。
人
間
の
生
は
そ
う
し
た
自
然
な
る
大
地

を
離
れ
て
は
あ
り
え
ず
、「
客
観
的
な
自
然
物
の
系
列
の
う
ち
に
埋
没
さ
れ
て
現
れ

る
」（ibid

., p. 17

）。
原
始
社
会
の
う
ち
に
は
、
こ
う
し
た
「
生
き
た
活
動
的
な
人
間

と
そ
の
対
象
条
件
で
あ
る
自
然
の
原
始
的
な
直
接
的
統
一

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（ibid
.

）
が
あ
り
、
大
塚

は
、
こ
の
統
一
を
生
き
る
個
人
を
「
自
然
的
個
人
」
と
呼
ん
で
い
る
。

ま
た
、
人
間
の
生
産
活
動
は
、
こ
う
し
た
自
然
的
個
人
が
、
み
ず
か
ら
埋
没
し
て

い
る
大
地
を
占
取
す
る
こ
と

│
占
取
さ
れ
た
大
地
が
「
土
地
（G

ru
n

deigen
tu

m

）」

で
あ
る
（ibid
., p. 16

）

│
で
可
能
に
な
る
の
だ
が
、
大
塚
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た

大
地
の
占
取
は
、
自
然
的
個
人
が
「
つ
ね
に
前
も
っ
て

0

0

0

0

一
定
の
原
始
的
な
共
同
態
に

組
織
さ
れ
て
」（ibid

., p. 27

）
い
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。「
諸
個
人
は
そ
う
し
た

共
同
組
織
の
一
員
と
し
て
『
大
地
』
を
占
取
し
、
自
己
の
労
働
を
介
し
て
そ
れ
に
関

係
す
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
の
逆
で
は
な
い
」（ibid

.

）。
つ
ま
り
、
自
然
的
個

人
は
、
ま
ず
個
人
と
し
て
存
在
し
、
大
地
の
占
取
を
通
し
て
共
同
態
を
組
織
す
る
の

で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら
共
同
態
に
埋
没
し
て
お
り
、
そ
の
自
然
的
な
本
性
か
ら
し

て
、
共
同
態
と
一
体
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
然
的
個
人
の
「
自
然
的
」
の
う
ち

に
は
、
個
人
が
自
然
な
る
大
地
に
密
着
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
自
然
な
る
共
同
態

に
密
着
し
て
い
る
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、労
働
主
体
で
あ
る
自
然
的
個
人
が
共
同
態
に
密
着
し
て
い
る
か
ぎ
り
、

大
地
と
い
う
一
大
倉
庫
の
う
ち
に
準
備
さ
れ
た
生
産
手
段
は
共
同
態
に
よ
っ
て
占
取

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
大
塚
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
生
産
手
段
を
用
い
て
、

個
人
が
そ
れ
を
加
工
す
る
こ
と
で
獲
得
さ
れ
る
労
働
要
具
は
、
加
工
さ
れ
ず
に
、
あ

ら
か
じ
め
自
然
の
う
ち
に
準
備
さ
れ
て
い
た
生
産
手
段
と
は
区
別
さ
れ
て
、
生
産
し

た
個
人
に
よ
っ
て
私
的
に
占
取
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（ibid

., p. 32

）。
こ
う
し
て
、共

同
態
の
う
ち
に
私
的
占
取
が
発
達
す
る
。

私
的
占
取
の
発
達
は
、
分
業
の
形
成
と
拡
大
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
あ
る
特
定

の
個
人
の
う
ち
へ
の
生
産
手
段
の
私
的
な
蓄
積
も
も
た
ら
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
共

同
態
の
各
個
人
間
に
不
均
衡
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
性
別
で
言
え
ば
、女
性
よ
り
、

男
性
の
側
の
蓄
積
が
増
大
す
る
こ
と
に
な
り
、
男
性
が
占
取
の
主
体
と
し
て
登
場
す

る
。
こ
う
し
て
、
原
始
的
な
部
族
共
同
態
は
家
父
長
制
的
家
族
共
同
態
へ
と
編
制
替

え
さ
れ
る
（ibid

., pp. 41-43

）。

だ
が
、
こ
う
し
た
編
制
替
え
は
、
同
時
に
、
土
地
の
占
取
の
あ
り
方
の
変
化
を
も

意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、共
同
体
に
よ
っ
て
共
同
に
占
取
さ
れ
た
土
地
の
な
か
に
、

家
父
長
制
的
家
族
に
よ
っ
て
占
取
さ
れ
た
土
地
（
ヘ
レ
デ
ィ
ウ
ム
）
が
現
れ
、
そ
れ
が

家
族
に
よ
っ
て
永
続
的
に
私
的
に
占
取
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（ibid

., pp. 44-45

）。
要

す
る
に
、
共
同
体
に
お
け
る
〈
土
地
の
共
同
占
取
〉
と
〈
労
働
要
具
の
私
的
占
取
〉

と
い
う
矛
盾
が
、
土
地
の
占
取
の
あ
り
方
を
変
化
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
共
同
体

の
形
態
そ
の
も
の
が
改
変
さ
れ
る
の
で
あ
る
（ibid

., pp. 37-38

）。
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大
塚
は
、
こ
う
し
た
編
制
替
え
の
展
開
う
ち
に
共
同
体
の
歴
史
的
な
変
遷
を
み
て

い
る
の
だ
が
、
こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
歴
史
的
変
遷
と
は
、

本
質
的
に
は
、
共
同
占
取
か
ら
私
的
占
取
へ
の
変
化
、
あ
る
い
は
、「
個
人
」
と
い
う

観
点
か
ら
み
れ
ば
、
大
地
や
共
同
体
の
う
ち
に
埋
没
し
た
個
人
が
、
そ
れ
ら
か
ら
解

放
さ
れ
、
分
離
さ
れ
て
い
く
過
程
だ
と
言
え
よ
う
。
大
塚
に
お
い
て
、
共
同
体
の
変

遷
と
は
、
そ
の
ま
ま
、
個
人
が
、
自
然
お
よ
び
共
同
体
と
の
密
接
な
関
係
を
弛
緩
さ

せ
て
い
く
過
程
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

二　

真
木
悠
介
の
共
同
体
論

大
塚
に
共
通
す
る
観
点
は
、
真
木
悠
介
の
議
論
の
う
ち
に
も
確
認
で
き
る
。
真
木

は
、『
時
間
の
比
較
社
会
学
』
の
な
か
で
、
近
代
社
会
の
根
底
に
あ
る
時
間
観
念

│

「
抽
象
的
に
無
限
化
さ
れ
て
ゆ
く
時
間
関
心
」
と
「
帰
無
し
て
ゆ
く
不
可
逆
性
と
し
て

の
時
間
了
解
」（
真
木, 1981, p. 13

）

│
に
先
立
つ
近
代
以
前
の
時
間
観
念
の
特
性

と
諸
様
態
を
解
明
し
、
そ
こ
か
ら
、
い
か
に
し
て
近
代
的
な
時
間
観
念
が
生
じ
た
か

を
跡
づ
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、こ
の
著
作
自
体
は
共
同
体
論
と
は
言
え
な
い
が
、

し
か
し
、
そ
の
議
論
の
う
ち
に
は
、
時
間
論
の
観
点
に
立
っ
た
興
味
深
い
共
同
体
論

を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
真
木
が
、
原
始
社
会
に
お
け
る
人
間
と
大
地
の
結
び

つ
き
を
、
時
間
観
念
と
の
関
係
で
論
じ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
時

間
観
念
は
、
エ
ド
マ
ン
ド
・
リ
ー
チ
が
「
時
間
に
関
す
る
す
べ
て
の
考
え
方
の
う
ち

で
も
っ
と
も
基
本
的
で
も
っ
と
も
原
初
的
な
も
の
」（ibid

., p. 20

）
と
呼
ん
だ
「
反
復

的
な
時
間
」（ibid
., p. 163

）④

で
あ
り
、
真
木
は
そ
れ
を
「
原
始
共
同
体
の
一
般
的
な

時
間
意
識
の
様
相
」（ibid

., p. 61

）
だ
と
し
て
い
る
。

反
復
的
な
時
間
の
具
体
例
と
し
て
真
木
が
あ
げ
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ

ア
ン
、
ア
フ
リ
カ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
先
住
民
、
上
代
の
日
本
人
、
あ
る
い
は
、

エ
リ
ア
ー
デ
が
考
察
し
た
宗
教
的
人
間
な
ど
に
見
ら
れ
る
時
間
観
念
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
顕
在
的
な
レ
ベ
ル
に
あ
る
時
間
（
現
在
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
近
接
す
る
過
去
・
未
来
）

│
例
え
ば
、
現
在
生
き
て
い
る
人
、
現
在
の
出
来
事
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
祝
祭

な
ど
（
俗
な
る
時
間
）

│
を
、
そ
れ
の
起
源
と
し
て
潜
在
的
な
レ
ベ
ル
に
あ
る
永
遠

な
も
の

│
例
え
ば
、
祖
先
、
ト
ー
テ
ム
、
神
話
時
代
の
神
々
な
ど
（
聖
な
る
時
間
）

│
の
反
復
と
し
て
理
解
す
る
時
間
観
念
で
あ
る
。
こ
の
時
間
観
念
か
ら
す
る
と
、

そ
の
都
度
生
き
て
い
る
人
は
、
祖
先
・
ト
ー
テ
ム
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
り
、
新
た

に
世
代
を
重
ね
て
も
、
そ
れ
は
同
じ
祖
先
・
ト
ー
テ
ム
の
再
来
（
反
復
）
だ
と
さ
れ

る
。
ま
た
、
毎
年
の
祝
祭
は
、
神
が
い
た
神
話
の
時
間
の
反
復
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ

り
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
神
話
の
時
間
と
「
同
時
」
だ
と
さ
れ
る⑤
。

同
様
の
こ
と
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
考
察
し
て
い
る
中
世
キ
リ

ス
ト
教
世
界
の
人
々
の
時
間
意
識
の
う
ち
に
も
確
認
で
き
る
。
こ
の
時
代
の
人
々
に

と
っ
て
は
、
自
分
た
ち
が
生
き
て
い
る
「
個
別
的
世
俗
」
の
時
間
は
、
永
遠
な
る
神

の
世
界
と
し
て
の
「
普
遍
的
宇
宙
」
と
並
存
し
、
そ
れ
を
反
復
し
て
い
る
と
思
わ
れ

た
。
つ
ま
り
、
現
在
と
起
源
の
「
同
時
性
」
が
感
じ
取
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ア

ン
ダ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
代
の
人
々
が
、
宗
教
画
に
描
か
れ
た
イ
エ
ス
の
時

代
の
衣
装
と
彼
ら
の
衣
装
と
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
自
然
な
こ
と
と
し
て

受
け
取
っ
た
の
は
、こ
う
し
た
特
異
な「
同
時
性
」観
念
に
由
来
し
て
い
る（A

derson
, 

1983, pp. 22-24

（pp. 47-49

））。

さ
て
、
反
復
的
な
時
間
と
は
以
上
の
よ
う
な
時
間
観
念
を
意
味
す
る
が
、
い
ま
注

目
し
た
い
の
は
、
真
木
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
時
間
観
念
が
、
人
間
の
大
地
と
の
関

わ
り
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。真
木
に
よ
れ
ば
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
先
住
民
に
と
っ
て
、
大
地
と
の
関
わ
り
は
、
一
方

で
は
、
同
じ
大
地
を
共
有
す
る
共
同
態
と
の
結
び
つ
き
を
意
味
す
る
が
、
他
方
で
は
、

彼
ら
自
身
の
「
存
在
の
根
」
と
の
結
び
つ
き
を
、
つ
ま
り
、
同
じ
大
地
に
住
み
続
け

て
き
た
祖
先
（
真
木, 1981, pp. 90-91

）、
彼
ら
の
起
源
、
さ
ら
に
は
、「
天
地
開
闢
の

時
代
・
生
命
の
曙
の
時
代
」（ibid

., p. 25

）
と
の
結
び
つ
き
を
意
味
し
て
い
る
。
大
地
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と
は
、
景
観
と
し
て
目
の
前
に
現
れ
て
く
る
も
の
だ
が
、
原
始
の
人
々
に
と
っ
て
、

そ
の
景
観
は
、
起
源
の
反
復
と
し
て
、
起
源
と
「
同
時
」
に
存
在
し
て
お
り
、
し
た

が
っ
て
、
大
地
と
密
着
し
た
彼
ら
の
生
活
は
、
彼
ら
が
、
永
遠
な
る
起
源
と
密
接
に

結
び
つ
い
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
真
木
の
議
論
を
、
先
に
確
認
し
た
大
塚
の
議
論
と
重
ね
合
わ
せ
る
な
ら

ば
、
人
間
が
自
然
な
る
大
地
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
、
人
間
が
共
同
体
お
よ
び

起
源
と
根
源
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
自
然
的

人
間
と
は
、
自
然
な
る
大
地
に
埋
没
す
る
こ
と
で
、
共
同
体
と
の
一
体
性
、
そ
し
て
、

起
源
と
の
一
体
性
を
生
き
る
人
間
だ
と
言
え
る
。

だ
が
、
大
塚
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
社
会
の
う
ち
で
分
業
が
発
達
し
、
拡
大

す
る
に
つ
れ
て
、
人
は
、
大
地
と
の
直
接
的
関
係
を
弛
緩
さ
せ
、
共
同
体
と
の
結
び

つ
き
を
希
薄
に
し
て
い
く
（
大
塚, 1955, pp. 49-54
）。
ま
た
、
真
木
が
言
う
よ
う
に
、

分
業
の
延
長
線
上
に
あ
る
近
代
化
に
よ
っ
て
、
人
は
大
地
か
ら
引
き
剝
が
さ
れ
、
そ

れ
に
よ
っ
て
、
起
源
に
結
び
つ
い
た
根
を
絶
た
れ
る
こ
と
に
な
る
（
真
木, 1981, pp. 

91-93

）。
こ
う
し
て
、
人
は
、
ま
す
ま
す
「
個
」
と
し
て
、
孤
立
し
た
生
を
生
き
ざ
る

を
え
な
く
な
る
が
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
共
同
体
も
、
そ
の
原
理
を
変
質
さ
せ
る

こ
と
に
な
る
。
で
は
、
近
代
以
後
、
共
同
体
は
ど
の
よ
う
に
変
質
し
て
い
く
の
か
。

引
き
続
き
、
社
会
科
学
の
分
析
に
も
と
づ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

第
二
節　

近
代
以
後
の
共
同
体
の
原
理

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
近
代
以
後
の
共
同
体
に
特
徴
的
な
の
は
、
そ
れ
が
「
国

民
（n

ation

）」
の
共
同
体
（
国
民
国
家
）
と
し
て
構
築
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た

だ
、
周
知
の
よ
う
に
、n

ation

と
い
う
概
念
を
め
ぐ
っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
論
に
お
い
て
諸
説
が
展
開
さ
れ
、活
発
に
議
論
さ
れ
て
い
る⑥
。
し
た
が
っ
て
、

こ
こ
で
は
、
こ
のn

ation

概
念
の
問
題
に
は
深
入
り
せ
ず
、
と
り
わ
け
、
近
代
以
後

の
共
同
体
の
本
質
を
原
理
的
に
特
徴
づ
け
る
点
に
着
目
し
た
い
。

こ
こ
で
着
目
す
る
の
は
「
均
質
化
」
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
均

質
化
を
、
い
わ
ば
「
空
間
的
」
な
観
点
と
、「
時
間
的
」
な
観
点
と
い
う
二
つ
の
観
点

か
ら
検
討
し
て
い
く
。

一　

  

空
間
的
均
質
化
と
高
文
化

│
ゲ
ル
ナ
ー
に
お
け
る
近
代

共
同
体
の
形
成
原
理

「
空
間
的
均
質
化
」
と
い
う
観
点
に
つ
い
て
は
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ゲ
ル
ナ
ー
を
参
照

す
る
。
ゲ
ル
ナ
ー
が
「
分
業
が
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
国
家
に
つ
い
て
語
り
始
め
る
こ

と
も
で
き
な
い
」（G

elln
er, 1983, p. 4

（p. 6

））
と
言
う
よ
う
に
、
国
家
と
い
う
共
同

体
の
成
立
に
と
っ
て
、
分
業
は
本
質
的
な
要
素
だ
と
言
え
る
。
だ
が
、
大
塚
や
真
木

の
議
論
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
分
業
は
す
で
に
原
始
的
な
共
同
態
の
う
ち
に
も

生
じ
て
い
た
し
、
近
代
以
前
に
も
国
家
は
存
在
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
分
業
だ
け
か

ら
で
も
、
国
家
だ
け
か
ら
で
も
、
近
代
の
共
同
体
の
特
異
性
を
引
き
出
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
で
は
、
そ
の
特
異
性
は
ど
こ
に
み
い
だ
さ
れ
る
の
か
。

ゲ
ル
ナ
ー
は
、
近
代
の
共
同
体
の
特
異
性
を
説
明
す
る
原
理
の
一
つ
を
「
社
会
的

エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
」
と
い
う
概
念
で
表
現
し
て
い
る
。
ゲ
ル
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
近
代
以

前
の
農
耕
社
会
は
、「
そ
の
相
対
的
に
固
定
的
な
専
門
化
と
、
地
域
、
血
縁
、
職
業
そ

し
て
位
階
に
も
と
づ
く
恒
久
的
な
集
団
分
類
と
に
よ
っ
て
明
確
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る

社
会
構
造
を
有
し
て
」
お
り
、「
下
位
文
化
（su

b-cu
ltu

re

）」
が
そ
う
し
た
構
造
的
差

異
を
強
調
か
つ
強
化
し
て
い
た
（ibid

., p. 62

（p. 107

））。
つ
ま
り
、
農
耕
社
会
に
お

い
て
は
、
分
業
の
拡
大
が
、
共
同
体
の
内
外
に
お
い
て
、
諸
々
の
分
類
化
を
生
じ
さ

せ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
分
類
は
、
い
ま
だ
「
自
然
的
な
も
の
」
と
の
、
つ
ま
り
、

大
地
・
原
始
共
同
体
・
起
源
な
ど
に
由
来
す
る
も
の
と
の
結
び
つ
き
を
維
持
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
分
業
の
さ
ら
な
る
発
展
・
拡
大
は
社
会
的
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
を
ま
す
ま
す
増
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大
さ
せ
る
。
分
類
化
が
さ
ら
に
進
む
と
、
も
は
や
下
位
文
化
に
よ
る
構
造
的
差
異
の

維
持
は
不
可
能
に
な
り
、
分
類
化
さ
れ
た
諸
項
を
隔
て
る
垣
根
が
低
く
な
る
。
つ
ま

り
、
諸
個
人
を
そ
れ
ぞ
れ
の
分
類
へ
と
振
り
分
け
て
い
た
原
理
と
し
て
の
「
自
然
的

な
も
の
」
か
ら
諸
個
人
が
分
離
さ
れ
る
こ
と
で
、
諸
個
人
は
平
均
化
、
均
一
化
、
均

質
化
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
容
易
に
立
場
を
交
換
で
き
る
よ
う
な
社
会
が
、
つ
ま
り
、

「
本
質
的
に
無
作
為
で
流
動
的
で
あ
る
よ
う
な
全
体
性
」（ibid

.

）
が
形
成
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
が
、
こ
こ
で
「
空
間
的
均
質
化
」
と
名
づ
け
た
事
態
で
あ
る
。
ゲ
ル
ナ
ー
に

よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
社
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
領
域
を
隔
て
る
垣
根
が
低
く
な
り
、

共
同
体
の
内
外
に
お
い
て
、
諸
々
の
個
人
が
流
動
的
に
動
き
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
広
域
化
す
る
社
会
で
あ
る
。
そ
う
し
た
社
会
に
お
い
て
は
、
ゲ
ル
ナ
ー
が
「
高

文
化
（h

igh
 cu

ltu
re

）」
と
呼
ぶ
「
普
遍
的
な
読
み
書
き
能
力
と
高
水
準
の
計
算
・
技

能
能
力
お
よ
び
全
般
的
洗
練
」（ibid

., p. 34

（p. 59
））
が
諸
個
人
に
対
し
て
要
求
さ

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
下
位
文
化
に
支
配
さ
れ
た
専
門
領
域
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
諸
個

人
は
、
全
体
と
し
て
均
質
化
さ
れ
た
社
会
の
な
か
で
互
い
に
交
流
す
る
た
め
に
、
コ

ン
テ
ク
ス
ト
に
依
存
せ
ず
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
き
る
能
力
を
必
要
と
す
る
か
ら

で
あ
る
。

ゲ
ル
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
事
態
が
「
国
民
」
と
い
う
共
同
体
形
成
の
原
理

を
な
し
た
。
つ
ま
り
、
読
み
書
き
能
力
を
基
礎
と
す
る
高
文
化
の
教
育
を
国
家
が
担

う
こ
と
で

│
実
際
、
国
家
以
外
、
こ
う
し
た
大
規
模
な
教
育
を
担
う
こ
と
は
で
き

な
い

│
、
国
境
内
に
居
住
す
る
諸
個
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
な
「
自
然
的
な
も

の
」
と
の
結
び
つ
き
と
は
無
関
係
に
、
同
じ
高
文
化
を
共
有
す
る
共
同
体
の
一
員
と

し
て
再
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る⑦
。

二　

  

時
間
的
均
質
化
と
同
時
性
概
念

│
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
お

け
る
近
代
共
同
体
の
形
成
原
理

次
に
確
認
し
た
い
の
は
「
時
間
的
均
質
化
」
と
名
づ
け
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
再
び
、
真
木
、
お
よ
び
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
議
論
を
参
照
し
て
み
た
い
。

真
木
に
よ
れ
ば
、原
始
社
会
に
お
い
て
は
、時
間
は
「
具
象
の
時
間
」（
真
木, 1981, 

p. 28

）
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
ス
ー
ダ
ン
の
ヌ
ア
ー
族
の
牛
時
計
が

そ
れ
に
該
当
す
る
。
牛
を
生
業
と
す
る
ヌ
ア
ー
族
に
お
い
て
は
、
牧
畜
作
業
の
一
巡

が
一
日
の
時
間
を
規
定
す
る
（ibid

., p. 37

）⑧
。
つ
ま
り
、既
定
の
時
間
に
合
わ
せ
て
活

動
が
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
生
産
労
働
に
密
着
し
た
活
動
が
時
間
を
創
造
す
る
の

で
あ
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
具
象
の
時
間
は
、
そ
れ
を
用
い
る
共
同
体
内
で
し
か
通
用
し
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
共
同
体
が
他
の
共
同
体
と
交
易
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
具

象
の
時
間
で
は
対
応
で
き
な
く
な
る
。
交
易
が
い
ま
だ
二
つ
の
共
同
体
間
に
と
ど
ま

る
場
合
に
は
、
双
方
の
具
象
の
時
間
を
照
合
す
れ
ば

│
例
え
ば
、
牛
時
計
と
馬
時

計
の
対
応
を
考
え
れ
ば

│
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
き
る
が
、
交
易
す
る
共
同
体

の
数
が
増
え
る
と
そ
う
は
い
か
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
ど
の
共
同
体
に
も
普
遍
的
に

適
応
可
能
な
「
抽
象
の
時
間
」、
つ
ま
り
、
24
時
間
制
の
よ
う
な
「
一
般
化
さ
れ
抽
象

0

0

0

0

0

0

0

化
さ
れ
た
尺
度
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

『
時
間

0

0

』」
が
新
た
に
制
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
（ibid

., pp. 

38-39

）。
ま
た
、
共
同
体
内
の
分
業
が
発
達
・
拡
大
し
て
も
同
じ
こ
と
が
生
じ
る
。
分
業
が

拡
大
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
領
域
に
独
自
の
具
象
の
時
間
に
も
と
づ
い
て
い
た

の
で
は
、
相
互
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
き
な
く
な
る
。
そ
こ
で
や
は
り
、
均
質

的
な
時
間
、「
一
般
化
さ
れ
抽
象
化
さ
れ
た
尺
度
と
し
て
の
『
時
間
』」
が
必
要
に
な

る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
過
程
が
、
社
会
の
う
ち
に
「
時
間
的
均
質
化
」
を
も
た
ら
す
。
そ
こ
で

は
、
時
間
は
、
諸
個
人
に
と
っ
て
「
自
然
的
な
も
の
」、
す
な
わ
ち
、
大
地
・
共
同

体
・
起
源
と
の
結
び
つ
き
に
由
来
す
る
も
の
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
普
遍
的
、
一
般

的
に
ど
の
個
人
に
も
適
用
可
能
な
も
の
と
し
て
制
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
自
然
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的
な
根
か
ら
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と
で
、
相
互
に
切
り
離
さ
れ
た
諸
個
人
は
、
こ
の
普

遍
的
・
一
般
的
・
抽
象
的
な
時
間
の
大
海
を
漂
う
も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

で
は
、
時
間
的
均
質
化
に
よ
っ
て
、
普
遍
的
・
一
般
的
・
抽
象
的
な
時
間
の
海
の

な
か
に
孤
立
さ
せ
ら
れ
た
諸
個
人
を
、
再
度
、
近
代
的
な
共
同
体
の
う
ち
に
、
つ
ま

り
、
国
民
と
い
う
共
同
体
の
う
ち
に
取
り
集
め
る
も
の
と
は
何
か
。
こ
こ
で
は
、
そ

の
答
え
を
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
議
論
の
う
ち
に
探
っ
て
み
た
い
。

先
に
は
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
人
々
の
時
間
意
識
と
し

て
、
現
在
と
起
源
（
過
去
）
の
同
時
性
と
い
う
特
異
な
「
同
時
性
」
概
念
に
つ
い
て

語
っ
て
い
る
の
を
み
た
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
同
時
性
概
念
が
、

現
在
私
た
ち
が
思
念
す
る
同
時
性
に
、
つ
ま
り
、〈
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
妥
当
す
る
普
遍

的
・
一
般
的
な
時
間
の
な
か
で
の
二
つ
の
出
来
事
の
並
存
〉
と
い
う
意
味
で
の
同
時

性
に
変
わ
っ
た
こ
と
が
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
新
た
な
意
味
で
の
同
時
性
概
念

が
創
造
さ
れ
た
こ
と
が
、
共
同
体
や
起
源
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
孤
立
化
し
た
諸
個
人

を
取
り
集
め
、
国
民
と
い
う
共
同
体
を
形
成
す
る
た
め
の
原
理
と
し
て
働
い
た
。

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、「
一
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

は
じ
め
て
開
花
し
た
二
つ
の
想
像
の
様
式
」（A

derson
, 1983, pp. 24-25

（p. 50

））
で

あ
る
小
説
と
新
聞
を
取
り
上
げ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
想
像
の
様
式
が
、
新

し
い
意
味
で
の
同
時
性
概
念
に
も
と
づ
い
た
共
同
体
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
の
に
貢
献

し
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
新
聞
を
考
え
て
み
よ
う
。
新
聞
の
一
面
に
は
、

国
内
で
生
じ
た
、
相
互
に
関
係
の
な
い
出
来
事
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の

バ
ラ
バ
ラ
の
出
来
事
を
同
じ
一
面
に
ま
と
め
上
げ
て
い
る
の
は
、
そ
の
日
付
、
つ
ま

り
、
そ
れ
ら
の
出
来
事
の
「
同
時
性
」
で
あ
る
。
ま
た
、
読
者
は
、
新
聞
を
読
む
こ

と
で
、
自
分
も
こ
れ
ら
の
出
来
事
と
「
同
時
に
」
生
き
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
。

小
説
に
し
て
も
同
じ
で
、
小
説
内
の
登
場
人
物
は
、
作
品
の
な
か
で
は
互
い
に
そ
の

存
在
す
ら
知
ら
な
い
と
し
て
も
、「
一
つ
の
同
じ
社
会
」
の
う
ち
に
生
き
る
者
と
し
て

描
写
さ
れ
る
し
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
読
者
は
、
ま
っ
た
く
関
わ
り
合
う
こ
と
の

な
い
複
数
の
人
生
の
「
同
時
性
」
を
確
認
し
う
る
視
点
が
あ
り
う
る
こ
と
を
確
信
す

る
の
で
あ
る
（ibid

., pp. 24-36

（pp. 50-62

））。

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
抽
象
的
・
普
遍
的
・
一
般
的
な
時
間
と
い
う
観
念
を

得
た
近
代
の
個
人
は
、
そ
れ
を
前
提
に
し
て
、
こ
う
し
た
新
た
な
同
時
性
の
概
念
を

獲
得
し
、
見
た
こ
と
も
、
会
っ
た
こ
と
も
な
い
他
者
と
の
同
胞
意
識
を
持
て
る
よ
う

に
な
っ
た
（ibid

., p. 26

（pp. 51-52

））。
つ
ま
り
、諸
個
人
に
帰
属
す
る
「
自
然
的
な

も
の
」
と
は
無
関
係
に
、
互
い
に
同
時
性
を
意
識
で
き
る
人
々
が
一
つ
の
共
同
体
を

準
備
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
か
ら
直
ち
に
国
民
と
い
う
共
同
体
が
形
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
国
民
の
形
成
に
は
、「
出
版
資
本
主
義
」
が
大
き
く
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
が
（ibid

., p. 37

（p. 76

）sq.

）、そ
う
し
た
標
準
的
言
語

の
成
立
を
国
民
共
同
体
の
形
成
原
理
と
し
て
理
解
す
る
視
点
は
、
ゲ
ル
ナ
ー
と
共
通

し
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う⑨
。

こ
の
よ
う
に
、
近
代
以
後
の
共
同
体
の
形
成
原
理
を
み
て
く
る
な
ら
、
そ
れ
が
、

近
代
以
前
の
共
同
体
の
形
成
原
理
と
異
質
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

原
始
社
会
に
お
い
て
は
、
個
人
は
自
然
的
個
人
と
し
て
、
大
地
と
の
根
源
的
関
係
を

通
し
て
、
共
同
態
や
起
源
に
密
着
し
て
い
た
し
、
分
業
の
発
展
・
拡
大
に
よ
っ
て
、

個
が
自
立
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
も
、
個
人
は
、
大
地
と
の
結
び
つ
き
を
通
し
て
、

起
源
と
つ
な
が
り
、
ま
た
、
起
源
を
通
し
て
共
同
体
と
も
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
。

言
い
換
え
れ
ば
、
起
源
と
の
同
時
性
を
通
じ
て
、
共
同
体
と
の
同
時
性
を
生
き
て
い

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
代
以
後
の
共
同
体
の
原
理
は
そ
れ
と
は
異
質
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

国
民
と
い
う
共
同
体
の
形
成
に
、
大
地
・
原
始
共
同
体
・
起
源
な
ど
の
「
自
然
的
な

も
の
」
と
の
結
び
つ
き
が
皆
無
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
を
特0

徴
づ
け
て
い
る

0

0

0

0

0

0

の
は
、
む
し
ろ
、
空
間
的
・
時
間
的
な
均
質
化
で
あ
り
、
ま
た
、
均
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質
化
さ
れ
た
諸
個
人
を
相
互
に
結
び
つ
け
る
新
し
い
概
念
と
し
て
の
「
同
時
性
」
で

あ
る
。
こ
の
同
時
性
を
想
像
で
き
る
こ
と
が
、
近
代
以
後
の
共
同
体
形
成
の
原
理
を

な
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う⑩
。

第
三
節　

ア
ン
リ
の
共
同
体
論

さ
て
、
次
に
は
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
社
会
科
学
的
な
共
同
体
論
を
、
ア
ン
リ
の

共
同
体
論
に
接
続
す
る
こ
と
を
試
み
る
。は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、そ
れ
に
よ
っ

て
、
ア
ン
リ
共
同
体
論
に
具
体
的
肉
付
け
を
与
え
る
と
共
に
、
こ
こ
ま
で
確
認
し
て

き
た
社
会
科
学
的
な
共
同
体
論
の
成
果
を
、
哲
学
的
な
観
点
か
ら
よ
り
深
く
読
み
解

く
こ
と
を
試
み
た
い
。

一　

大
地
を
介
し
た
起
源
と
の
統
一

ア
ン
リ
は
、
人
間
存
在
の
本
質
を
主
観
性
の
う
ち
に
、
と
り
わ
け
、
彼
が
「
根
源

的
身
体
（corps origin

aire

）」
と
呼
ぶ
主
観
的
身
体
の
う
ち
に
み
て
い
る
。
根
源
的

身
体
は
、
ア
ン
リ
に
よ
っ
て
、
力
、
運
動
、
努
力
と
規
定
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
、
必
然
的
に
抵
抗
を
伴
う
と
さ
れ
る
。
根
源
的
身
体
が
、
人
間
の
経
験
一
般

の
根
拠
と
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
抵
抗
も
、
諸
対
象
の
具
体
的
抵
抗
と
い

う
よ
り
も
、
諸
対
象
が
主
観
性
に
現
れ
る
根
拠
と
し
て
の
根
源
的
抵
抗
を
意
味
し
、

ア
ン
リ
は
、
そ
れ
を
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
の
言
葉
を
使
っ
て
、「
抵
抗
す
る
連
続
体

（con
tin

u
 résistan

t

）」
と
呼
ぶ
。
ア
ン
リ
は
こ
う
し
て
、
根
源
的
身
体
と
抵
抗
す
る

連
続
体
と
の
根
源
的
な
相
関
関
係
を
い
っ
さ
い
の
人
間
的
経
験
の
基
盤
に
す
え
る

（H
en

ry, 1965, ch
apitre II / H

en
ry, 2000, §

28

）。

ア
ン
リ
身
体
論
の
こ
う
し
た
成
果
は
、
ア
ン
リ
が
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
詳
細
に
分

析
す
る
な
か
で
、人
間
と
自
然
な
る
大
地
と
の
関
係
と
し
て
再
解
釈
さ
れ
る
。
先
に
、

大
塚
の
議
論
を
通
し
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
自
然
な
る
大
地
と
は
、
人
間
が
そ
こ
か

ら
あ
ら
ゆ
る
生
活
諸
手
段
を
引
き
出
す
条
件
で
あ
り
、
人
間
の
生
の
前
提
で
あ
る
。

生
産
と
消
費
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
人
間
の
生
は
、
そ
の
本
質
か
ら
し
て
大
地
と
の
関

わ
り
で
あ
り
、
人
間
と
大
地
は
根
源
的
な
統
一

│
両
者
の
間
に
、
二
項
を
つ
な
ぐ

も
の
と
し
て
の
「
関
係
」
を
み
い
だ
す
こ
と
す
ら
で
き
な
い
統
一

│
の
う
ち
に
あ

る
（H

en
ry, 1976, p. 104

）。
人
間
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
身
体
的
力
で
あ
る
か
ぎ

り
、
力
と
し
て
実
効
的
で
あ
る
た
め
に
、
抵
抗
と
し
て
の
大
地
を
必
要
と
す
る
し
、

ま
た
、
抵
抗
と
し
て
の
大
地
も
、
身
体
的
な
力
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て

生
活
諸
手
段
の
源
た
り
う
る
。
ア
ン
リ
は
、
マ
ル
ク
ス
が
こ
う
し
た
統
一
を
「
所
有

（propriété

）」（ibid
., p. 105

）
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
敷
衍
し
て
、
そ
れ
を
「
身
体

－

所
有
化
（C

orps-propriation

）」（H
en

ry, 2004b, p. 38 / H
en

ry, 1987, p. 83

）⑪

と
言

い
換
え
る
。
大
地
と
は
、
根
源
的
に
身
体
に
与
え
ら
れ
、
身
体
に
所
有
さ
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
労
働
が
大
地
に
働
き
か
け
う
る
の
も
、
こ
う
し
た
身
体－

所
有
化
を
前
提

と
し
て
だ
と
さ
れ
る
（H

en
ry, 1976, pp. 105-106

）。

だ
が
、
こ
う
し
た
身
体－

所
有
化
に
も
と
づ
く
人
間
と
大
地
の
関
係
は
、
人
間
の

生
が
経
済
の
う
ち
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
本
質
的
に
変
容
さ
れ
る
。
労
働
、
材

料
、
道
具
、
生
産
物
は
、
資
本
主
義
社
会
の
な
か
で
商
品
と
み
な
さ
れ
る
と
、
使
用

価
値
と
し
て
で
は
な
く
、
交
換
価
値
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
使
用
価

値
が
人
間
の
根
源
的
な
欲
求
に
も
と
づ
く
か
ぎ
り
（ibid

., p. 80

）、こ
う
し
た
価
値
転

換
は
、
生
産
し
、
消
費
す
る
人
間
の
生
を
欲
求
か
ら
切
り
離
す
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
欲
求
と
は
、
ア
ン
リ
が
身
体－

所
有
化
と
呼
ぶ
の
と
同
じ
事
態
を
指
し

て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
生
産
や
消
費
の
根
源
に
あ
る
欲
求
は
、
大
地
に
達
し
、
大
地

と
関
わ
り
合
お
う
と
す
る
欲
求
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
こ
そ
、
ア
ン
リ
が
身
体－

所

有
化
と
呼
ん
だ
、
身
体
と
大
地
の
根
源
的
統
一
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
ら
ば
、
生
を

経
済
の
う
ち
に
取
り
込
む
こ
と
は
、
身
体－

所
有
化
と
い
う
統
一
を
崩
壊
さ
せ
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
ア
ン
リ
は
、
生
を
経
済
の
う
ち
に
取
り
込
む
こ
と

を
、「
個
人
の
コ
ス
モ
ス
的－

生
的
実
存
（existen

ce cosm
o-vitale

）」（ibid
., p. 108

）
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│
「
コ
ス
モ
ス
的
」
と
は
〈
大
地
に
関
わ
る
〉
こ
と
を
意
味
す
る

│
を
危
険
に

さ
ら
す
こ
と
で
あ
り
、「
人
間
の
自
然
的
条
件
の
消
滅

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（ibid
., p. 107

）
だ
と
し
た
の

だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
も
し
身
体－

所
有
化
を
欲
求
と
同
一
視
で
き
る
な
ら
、
こ
う
し
た
ア
ン

リ
の
危
機
意
識
は
よ
り
根
源
的
な
意
味
を
帯
び
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
見
た
よ

う
に
、
欲
求
と
は
人
間
の
生
に
と
っ
て
根
源
的
な
も
の
だ
が
、
同
時
に
、
人
間
は
欲

求
を
被
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、
人
間
は
、
自
ら
の
根
源
を
自
ら
支
え
る
こ
と

が
で
き
ず
、自
ら
を
越
え
た
起
源
の
う
ち
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
（H

en
ry, 

2004a, p
p. 168-169

）。
ア
ン
リ
は
、
こ
の
人
間
の
生
の
起
源
を
絶
対
的
〈
生
〉（V

ie 

absolu
e

）
と
呼
ぶ
が
、
上
に
見
た
よ
う
に
、
人
間
の
生
を
経
済
の
う
ち
に
取
り
込
む

こ
と
、
つ
ま
り
、
人
間
の
生
を
欲
求
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
、
個
々
人
の
生
を
起
源

と
し
て
の
絶
対
的
〈
生
〉
か
ら
引
き
剝
が
す
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
こ
れ
は
人
間
の

生
を
根
絶
や
し
に
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
先
の
ア
ン
リ
の
危
機
意
識
は
、
こ
う

し
た
よ
り
重
篤
な
事
態
へ
の
危
機
意
識
を
も
含
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。

だ
が
、
こ
う
し
た
理
解
は
同
時
に
、
ア
ン
リ
に
お
け
る
身
体－
所
有
化
、
つ
ま
り
、

人
間
と
大
地
の
統
一
が
起
源
と
し
て
の
絶
対
的
〈
生
〉
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を

も
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
。
人
間
の
生
は
、
根
源
的
な
欲
求
の
レ
ベ
ル
で
大
地
と
関
わ

り
つ
つ
、
自
ら
の
起
源
と
し
て
の
絶
対
的
〈
生
〉
を
絶
え
ず
感
受
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
大
地
を
介
し
て
起
源
に
出
会
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
、
真
木
の
考

察
を
も
と
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
先
住
民
が
、
大
地
と
の
関
わ
り
の

う
ち
に
自
ら
の
起
源
の
現
前
を
感
受
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
ア
ン
リ
の
思

想
の
う
ち
に
は
、
こ
う
し
た
報
告
の
存
在
論
的
意
味
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

二　

起
源
と
の
同
時
性
に
も
と
づ
く
共
同
体

ま
た
、
先
に
は
、
大
塚
が
、
大
地
と
の
直
接
的
統
一
の
う
ち
に
あ
る
自
然
的
個
人

を
、
つ
ね
に
原
始
的
な
共
同
態
に
組
織
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
が
、
同
様
の
観
点
は
ア
ン
リ
の
う
ち
に
も
み
い
だ
せ
る
。
大
地
と
の

統
一
の
う
ち
に
あ
る
人
間
の
生
に
と
っ
て
、生
産
は
根
源
的
な
も
の
だ
と
言
え
る
が
、

ア
ン
リ
は
、
人
間
が
存
在
し
て
以
来
、
生
を
維
持
す
る
た
め
の
生
産
は
つ
ね
に
「
共

同
生
産
（produ

ction
 en

 com
m

u
n

）」
だ
っ
た
と
し
、
ま
た
、
こ
の
共
同
生
産
こ
そ

が
「
共
同
体
の
根
拠
（fon

dem
en

t de la com
m

u
n

au
té

）」
を
な
す
と
言
う
（H

en
ry, 

1976, p. 119

）。
原
始
に
お
い
て
、
大
地
か
ら
生
活
諸
手
段
を
得
る
た
め
に
は
、
人
々

は
協
力
し
、共
働
（collaboration

, co-travail

）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
り
、
そ
の
た
め
に
生
活
を
共
に
し
た
（vivre en

sem
ble

）。
つ
ま
り
、「
共
同
存
在

（Ê
tre-avec

）
は
共
に
為
す
こ
と
（faire-en

sem
ble

）
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て

い
る
」（ibid

.

）
の
で
あ
る
。
ア
ン
リ
に
お
い
て
も
、
人
々
が
大
地
と
の
統
一
を
、
し

た
が
っ
て
、
身
体－

所
有
化
を
生
き
る
こ
と
、
そ
し
て
、
身
体－

所
有
化
を
根
底
か

ら
支
え
る
絶
対
的
〈
生
〉
を
感
受
す
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
他
者
と
の
共
同
存
在
と

し
て
、
他
者
と
共
に
共
同
体
の
う
ち
で
生
き
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
言

え
よ
う
。

だ
が
、
共
働
を
共
同
体
の
根
拠
と
み
な
す
こ
と
は
い
い
に
し
て
も
、
起
源
と
し
て

の
絶
対
的
〈
生
〉
の
感
受
が
共
同
体
の
形
成
に
関
わ
り
う
る
の
は
い
か
に
し
て
だ
ろ

う
か
。
ま
し
て
や
、
ア
ン
リ
に
お
い
て
、
絶
対
的
〈
生
〉
が
個
体
性
の
原
理
と
し
て

規
定
さ
れ
る
か
ぎ
り
（H

en
ry, 1996, p. 156 / H

en
ry, 2004a, p. 178

）、
こ
の
問
題
は

ア
ン
リ
共
同
体
論
に
と
っ
て
本
質
的
な
問
い
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ア
ン
リ
に
と
っ
て
は
、
個
体
（in

dividu

）
も
共
同
体
も
決
し
て
（
形
式
と
し
て
の
）

時
間
・
空
間

│
ア
ン
リ
は
、
こ
れ
ら
を
「
世
界
」
と
総
称
す
る

│
に
よ
っ
て
は

規
定
さ
れ
な
い
（ibid

. / ibid
., pp. 177-178

）。
あ
る
個
体
を
個
体
化
し
て
い
る
の
は
、

そ
れ
が
時
間
・
空
間
に
お
い
て
他
の
諸
個
体
と
区
別
さ
れ
る
か
ら
で
は
な
い
し
、
ま

た
、
共
同
体
も
、
時
間
・
空
間
的
に
区
別
さ
れ
た
諸
個
体
の
集
合
体
で
は
な
い
。
従

来
の
現
象
学
は
、
諸
個
体
を
時
間
・
空
間
的
に
切
り
離
し
、
そ
れ
ら
相
互
の
関
係
を
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志
向
性
に
よ
っ
て
説
明
し
て
き
た
が
、ア
ン
リ
は
そ
れ
を
批
判
す
る
（H

en
ry, 1990a, 

p. 137 sq.

）。

む
し
ろ
ア
ン
リ
は
、
個
体
性
の
原
理
も
共
同
性
の
原
理
も
と
も
に
絶
対
的
〈
生
〉

の
う
ち
に
認
め
る
。
ア
ン
リ
に
と
っ
て
、個
体
を
個
体
化
し
て
い
る
の
は
、そ
の
「
自

己
性
（ipséité
）」
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
（H

en
ry, 1996, p. 156

）、
こ
の
自
己
性
の
本

質
と
は
、「
現
象
学
的
隔
た
り
」（H

en
ry, 1963, p. 75

）
な
し
の
自
己
触
発
、
情
感
的

な
自
己
感
受
で
あ
り
、
そ
れ
が
個
体
の
存
在
を
支
え
て
い
る
と
す
る
。
だ
が
、
個
体

は
、
決
し
て
、
自
ら
主
体
的
に
自
己
を
感
受
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
自
己
感
受

を
被
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、
自
ら
自
己
自
身
の
存
在
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は

で
き
ず
、
そ
の
起
源
か
ら
根
拠
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
ア
ン

リ
は
、
個
体
性
の
原
理
を
絶
対
的
〈
生
〉
の
う
ち
に
み
い
だ
す
の
で
あ
る
。

で
は
、
個
体
性
の
原
理
で
あ
る
〈
生
〉
は
い
か
に
し
て
共
同
性
の
原
理
た
り
う
る

の
か
。
個
体
と
は
、
本
質
的
に
、
絶
対
的
〈
生
〉
に
も
と
づ
く
も
の
だ
っ
た
。
と
い

う
こ
と
は
、
絶
対
的
〈
生
〉
と
は
、
こ
の

0

0

個
体
の
原
理
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
あ
の

0

0

個
体
の
原
理
で
も
あ
り
、
延
い
て
は
、
い
っ
さ
い

0

0

0

0

の
個
体
の
原
理
で
あ
る
と
言
え
る
。

ア
ン
リ
は
こ
こ
に
諸
個
体
を
包
む
共
同
性
の
原
理
を
み
る
（H

en
ry, 2000, p

p. 352-

353 / H
en

ry, 2004a, p. 159

）。
共
同
体
と
は
、
そ
の
構
成
員
が
、
共
通
に
何
か
を
共

有
す
る
こ
と
を
原
理
と
す
る
が
（H
en

ry, 1990a, p. 160

）、
ア
ン
リ
に
お
い
て
、
こ
の

「
共
通
に
共
有
さ
れ
る
何
か
」
と
は
絶
対
的
〈
生
〉
に
ほ
か
な
ら
ず
、お
の
お
の
の
個

体
は
、
そ
れ
ら
に
共
通
し
た
起
源
と
し
て
の
絶
対
的
〈
生
〉
を
共
有
す
る
こ
と
で
、

共
同
体
の
構
成
員
た
り
う
る
（H

en
ry, 1990a, p. 178 / H

en
ry, 2000, pp. 347-348

）⑫
。

さ
ら
に
、
ア
ン
リ
の
う
ち
に
は
、
こ
う
し
た
諸
個
体
の
共
同
性
の
あ
り
方
を
特
異

な
時
間
様
態
と
し
て
解
釈
す
る
議
論
も
認
め
ら
れ
る
。
第
一
節
で
は
、
真
木
や
ア
ン

ダ
ー
ソ
ン
が
、
起
源
と
の
同
時
性
と
い
う
概
念
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た

が
、
ア
ン
リ
の
う
ち
に
も
、
こ
れ
に
該
当
す
る
発
想
が
み
ら
れ
る
。

ア
ン
リ
が
参
照
し
て
い
る
の
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の「
同
時
性（contem

poranéité

）」

概
念
で
あ
る
。
例
え
ば
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
キ
リ
ス
ト
の
同
時
代
者
と
は
、
キ

リ
ス
ト
の
時
代
に
生
き
た
人
を
意
味
せ
ず
、
む
し
ろ
、
真
に
信
仰
に
生
き
る
人
こ
そ

キ
リ
ス
ト
の
同
時
代
者
だ
と
し
て
い
る
（H

en
ry, 2004a, p. 294 / H

en
ry, 1990a, p. 

154

）。
ア
ン
リ
は
、
こ
こ
か
ら
、
い
わ
ば
キ
リ
ス
ト
と
い
う
起
源
と
「
同
時
」
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
互
い
に
「
同
時
」
に
生
き
る
人
々
の
共
同
体
の
可
能
性
に
言
及

し
、
起
源
と
し
て
の
絶
対
的
〈
生
〉
を
共
有
す
る
人
々
の
共
同
体
を
、
こ
う
し
た
特

異
な
意
味
で
理
解
さ
れ
た
「
同
時
性
」
に
も
と
づ
く
共
同
体
と
し
て
理
解
す
る
の
で

あ
る
。
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
諸
個
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
生
き
る
場
所
と
時
間

を
隔
て
て
も
、
絶
対
的
〈
生
〉
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
ひ
と
つ
の
共
同
体
を
形
成
で

き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
ア
ン
リ
は
、
一
般
的
な
意
味
で
の
共
同
体
の
概
念
を

拡
張
し
、
出
会
っ
た
こ
と
の
な
い
人
と
の
共
同
体
、
さ
ら
に
は
、
死
者
と
の
共
同
体

の
可
能
性
さ
え
も
語
る
の
で
あ
る
（H

en
ry. 2004a, pp. 293-294 / H

en
ry, 2000, pp. 

349-350 / H
en

ry, 1990a, p. 154

）。

さ
て
、
こ
う
し
て
確
認
し
て
く
る
な
ら
、
ア
ン
リ
が
、
人
間
の
存
在
を
、
根
源
的

に
、
大
地
・
起
源
・
共
同
体
と
密
着
し
た
も
の
と
し
て
理
解
し
、
さ
ら
に
は
、
起
源

や
共
同
体
と
の
関
係
を
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
な
意
味
で
の
同
時
性
に
も
と
づ
い
て

│
す
な
わ
ち
、
真
木
や
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
考
察
の
う
ち
に
確
認
し
た
の
と
同
じ
特

異
な
同
時
性
概
念
に
も
と
づ
い
て

│
解
釈
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
ア

ン
リ
は
、こ
う
し
た
共
同
体
を
「
生
の
共
同
体
（com

m
u

n
au

té de la vie

）」（H
en

ry, 

1990b, p. 195

）、あ
る
い
は
「
本
源
的
共
同
体
（com

m
u

n
au

té origin
elle

）」（H
en

ry, 

1990b, p. 195 / H
en

ry, 2004a, p. 159

）
と
呼
ん
で
い
る
。
本
源
的
共
同
体
と
は
、〈
身

体
的
な
主
観
性
と
し
て
、
大
地
と
根
源
的
な
統
一
の
う
ち
に
あ
る
諸
個
人
が
、
共
通

の
起
源
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
ま
た
、
起
源
と
の
同
時
性
を
通
し
て
同
時
に
生
き
る

こ
と
で
、
形
成
さ
れ
る
共
同
体
〉
だ
と
言
え
よ
う
。

だ
が
、
ア
ン
リ
は
同
時
に
、
こ
う
し
た
本
源
的
共
同
体
が
変
質
さ
れ
、
崩
壊
さ
れ
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て
、
そ
れ
と
は
本
質
を
異
に
す
る
政
治
的
共
同
体
に
す
り
替
え
ら
れ
て
い
く
事
態
を

も
検
証
し
、
そ
れ
を
批
判
的
に
考
察
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
考
察
は
、
先
に
第
二
節

で
確
認
し
た
近
代
以
後
の
共
同
体
の
原
理
に
関
す
る
考
察
と
重
な
る
部
分
を
も
つ
と

と
も
に
、
そ
う
し
た
原
理
の
存
在
論
的
・
現
象
学
的
根
拠
を
示
し
て
く
れ
る
も
の
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
に
は
、
そ
う
し
た
ア
ン
リ
の
政
治
的
共
同
体
の
批
判
を

検
討
し
て
み
た
い
。

第
四
節　

ア
ン
リ
に
よ
る
政
治
的
共
同
体
の
批
判

一　

政
治
的
共
同
体
の
本
質
と
個
人
の
価
値
の
切
り
下
げ

ア
ン
リ
に
お
い
て
、
本
源
的
共
同
体
と
は
、
個
体
性
と
共
同
性
に
共
通
し
た
起
源

に
も
と
づ
く
も
の
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
う
ち
に
個
体
性
の
原
理
を
も
内
包
し
た
も

の
だ
と
さ
れ
た
が
、
ア
ン
リ
が
共
同
体
を
批
判
す
る
視
点
と
い
う
の
も
、
ま
さ
に
こ

の
点
に
関
わ
っ
て
い
る
。
ア
ン
リ
は
、
普
遍
性
や
一
般
性
を
優
位
に
お
い
て
、
個
人

の
価
値
を
切
り
下
げ
て
し
ま
う
共
同
体
の
あ
り
方
を
批
判
す
る
の
で
あ
り
、
ア
ン
リ

に
よ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
「
政
治
的
な
も
の
（le politiqu

e

）」
に
も
と
づ
く
共
同
体
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
、
政
治
的
共
同
体
は
、
な
ぜ
、
ま
た
、
い
か
に
し
て
、
個
人

の
価
値
を
切
り
下
げ
る
の
か
。

ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、政
治
的
な
も
の
と
は
「
一
般
的
事
柄
（affaire gén

érale

）」
に

関
わ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い（ibid

., p. 178 / ibid
., p. 147

）。
一
般
的
事
柄

│
例

え
ば
、
公
共
の
灌
漑
工
事

│
は
、
通
常
、「
特
定
の
個
人
の
事
柄
（affaire d’u

n
 

in
dividu

 particu
lier

）」

│
例
え
ば
、
個
人
の
結
婚
や
離
婚

│
に
対
置
さ
れ
る

が
、
ア
ン
リ
は
そ
の
よ
う
に
は
考
え
な
い
。
一
般
的
事
柄
と
は
「
み
ん
な
の
事
柄
」、

「
共
通
の
も
の
」
を
意
味
し
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
諸
個
人
み
ん
な
に
関
わ
る
も
の

で
あ
り
、
延
い
て
は
、
個
人
を
個
人
と
し
て
可
能
に
し
て
い
る
生
や
欲
求
に
関
わ
る

も
の
だ
と
さ
れ
る

│
灌
漑
工
事
は
諸
個
人
の
労
働
や
生
活
に
関
わ
っ
て
い
る

（ibid
., pp. 178-179 / ibid

., pp. 148-149

）。
こ
こ
か
ら
ア
ン
リ
は
、
政
治
的
な
も
の
、

一
般
的
事
柄
は
、
本
来
、
生
や
欲
求
に
も
と
づ
く
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
体
で
は
い

か
な
る
自
立
性
を
も
も
ち
え
な
い
と
結
論
す
る
（ibid

., p. 178 / ibid
., p. 147

）。

だ
が
、一
般
的
事
柄
と
は
公
共
の
関
心
／
利
益
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

特
殊
な
個
人
の
関
心
／
利
益
を
従
属
さ
せ
る
の
で
な
け
れ
ば
実
現
さ
れ
な
い

（H
en

ry, 2004a, p. 155

）。
ま
た
、
一
般
的
事
柄
は
、
諸
個
人
の
行
動
が
全
体
の
活
動

の
う
ち
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
現
実
に
な
る
（ibid

., p
p. 167-

168

）。
そ
こ
か
ら
、
一
般
的
事
柄
は
、
特
殊
な
個
人
の
事
柄
と
は
独
立
に
、
抽
象
化

さ
れ
て
反
省
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
う
し
た
姿
勢
が
政
治
的
共
同
体
の
思
想
を
主

導
す
る
よ
う
に
な
る
。

ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
政
治
的
共
同
体
の
思
想
の
中
心
を
な
す
の
は
、
公

開
性
／
公
共
性
（pu

blicité

）、つ
ま
り
、す
べ
て
の
人
が
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
／

す
べ
て
の
人
に
属
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る⑬
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
本
来
、
生
や
欲

求
に
根
づ
く
一
般
的
事
柄
は
、
別
の
観
点
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か

で
、
す
べ
て
の
人
に
平
等
を
担
保
し
う
る
合
理
性
、
量
化
可
能
性
、
計
測
可
能
性
と

い
っ
た
観
点
か
ら
捉
え
直
さ
れ
て
、「
公
共
的
事
柄
（affaire pu

bliqu
e

）」
と
し
て
再

解
釈
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
公
共
的
事
柄
に
対
置
さ
れ
る
特
殊

な
個
人
の
生
は
、
公
共
的
な
目
的
に
資
す
る
こ
と
の
な
い
衝
動
、
取
る
に
足
ら
な
い

主
観
的
な
非
実
在
性
と
し
て
忘
却
さ
れ
る
。

だ
が
、
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
政
治
的
共
同
体
の
出
現
は
、
個
人
の
価
値

の
切
り
下
げ
と
い
う
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
公
共
的
事
柄
の
実
現

を
め
ざ
す
政
治
的
共
同
体
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
労
働
が
公
共
的
な
目
的
に
資
す

る
べ
き
だ
と
さ
れ
、
そ
の
価
値
は
、
諸
々
の
労
働
を
相
互
に
比
較
し
う
る
合
理
的
・

客
観
的
な
方
法
で
測
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
労
働
は
、
そ
の
担
い
手
と

し
て
の
個
人
の
生
や
欲
求
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
客
観
的
で
、
計
測
可
能
な
社
会
的
・
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経
済
的
労
働
と
し
て
規
定
し
な
お
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
社
会
的
・
経
済
的
労
働
の
価
値
は
労
働
時

間
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
が
、
質
に
お
い
て
異
な
る
諸
々
の
労
働
を
労
働
時
間
と
い
う

単
一
の
尺
度
で
評
価
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
時
間
そ
の
も
の
が
、
具

象
の
時
間
と
し
て
で
は
な
く
、
抽
象
の
時
間
と
し
て
、
つ
ま
り
、
形
式
的
・
客
観
的

な
時
間
と
し
て
表
象
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（ibid

., p. 153

）。
つ
ま
り
、

労
働
を
時
間
で
評
価
で
き
る
た
め
に
は
、
個
々
の
労
働
が
、
あ
る
い
は
、
労
働
す
る

個
人
が
、
量
化
不
可
能
で
、
計
測
不
可
能
な
生
や
欲
求
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
形
式

的
・
客
観
的
な
時
間
の
な
か
に
、
そ
の
一
部
分
を
占
め
る
も
の
と
し
て
、
ま
た
、
相

互
に
交
換
可
能
な
も
の
と
し
て
、
並
置
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換

え
れ
ば
、
個
人
は
、
生
や
欲
求
と
い
う
実
質
を
剝
ぎ
取
ら
れ
、
時
間
的
な
観
点
か
ら

均
質
化
さ
れ
て
、
同
時
に
眺
め
渡
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
し
て
並
べ
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ア
ン
リ
は
こ
う
し
て
、
政
治
的
共
同
体
の
形
成
が
、
個
人
の
実
質
性
の
剝
奪
と
そ

の
均
質
化
に
よ
る
個
人
の
価
値
の
切
り
下
げ
に
も
と
づ
く
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の

だ
が
、
こ
う
し
た
観
点
も
ま
た
、
第
二
節
で
、
ゲ
ル
ナ
ー
や
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
を
引
き

合
い
に
出
し
つ
つ
確
認
し
た
、
個
人
の
均
質
化
と
そ
れ
を
原
理
に
す
る
国
民
共
同
体

の
形
成
と
い
う
観
点
に
通
じ
る
も
の
だ
ろ
う
。
ア
ン
リ
の
議
論
は
、
必
ず
し
も
共
同

体
の
近
代
化
を
論
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
共
同
性
の
本
質
的
変
容
を
論
じ
た

も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
近
代
以
後
の
共
同
体
が
経
た
変
質
と
相
当
に
重
な
り
あ

う
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二　

共
同
体
の
原
理
の
変
質
と
世
界
の
現
象
性

ま
た
、
ア
ン
リ
は
、
以
上
の
よ
う
な
共
同
体
の
本
質
的
変
容
を
、
よ
り
根
源
的
に
、

現
象
学
的
な
視
点
か
ら
も
説
明
し
て
い
る
。
ア
ン
リ
の
生
の
現
象
学
は
、
現
象
性
の

様
態
の
う
ち
に
「
生
」
と
「
世
界
」
と
い
う
二
元
性
を
認
め
て
い
る
（H

en
ry, 1990b, 

p. 191 / H
en

ry, 2004a, p. 155

）。
生
と
は
、
決
し
て
見
え
ず
、
内
面
的
に
、
情
感
性

（affectivité

）
に
お
い
て
現
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
世
界
と
は
、
外
部
に
開
か
れ
、
光
に

照
ら
さ
れ
て
、
見
え
る
も
の
と
し
て
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
西
洋
思
想
は
伝
統
的
に

世
界
と
い
う
現
象
性
し
か
知
ら
ず
（ibid

., pp. 193-194 / ibid
. p. 158

）、
ま
た
、
世
界

と
い
う
現
象
性
は
生
と
い
う
現
象
性
を
知
り
え
な
い
（ibid

., p. 192 / ibid
., p. 155

）。

ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
本
源
的
共
同
体
が
政
治
的
共
同
体
へ
変
容
し
た
の
も
、
根
源
的

に
は
、こ
う
し
た
二
つ
の
現
象
性
の
関
係
に
由
来
す
る（ibid

., p. 191 / ibid
., pp. 154-

155

）。
世
界
の
現
象
性
と
は
、
存
在
者
を
世
界
地
平
の
上
に
並
置
さ
れ
た
も
の
と
し
て
理

解
し
、
そ
の
存
在
を
、
世
界
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
う
ち
に
み
い
だ
す
。

ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
政
治
的
共
同
体
の
思
想
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
世
界
の
現
象
性

に
も
と
づ
い
て
い
る
。
政
治
的
共
同
体
が
、
個
人
や
個
人
の
労
働
を
、
社
会
的
・
経

済
的
な
も
の
と
み
な
し
、
公
開
性
／
公
共
性
と
い
う
光
に
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
る
か
ぎ

り
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
と
す
る
の
は
、
そ
れ
が
世
界
の
現
象
性
を
根
拠
に
し
て

い
る
か
ら
だ
と
さ
れ
る
（ibid

., pp. 193-194 / ibid
., p. 154

）。

だ
が
、
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
存
在
者
が
、
世
界
・
外
在
性
・
可
視
性
の
光
に
照
ら

さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
、
存
在
者
を
本
来
的
に
存
在
者
た
ら

し
め
て
い
る
そ
の
実
質
を
奪
い
取
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
存
在
者
は
、
そ
の
実
質
性

に
お
い
て
は
、
内
面
性
、
情
感
性
に
お
い
て
感
受
さ
れ
て
現
出
す
る
の
で
あ
り
、
そ

う
し
た
現
象
性
を
支
え
て
い
る
の
が
人
間
の
生
で
あ
り
、「
生
の
〈
基
底
〉（F

on
d de 

la vie

）」（H
en

ry, 2004a, p. 158

）
と
し
て
の
絶
対
的
〈
生
〉
で
あ
る
。
し
か
し
、
生

の
現
象
性
を
知
ら
な
い
世
界
の
現
象
性
は
、
存
在
者
を
世
界
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
も

の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
、
存
在
者
を
生
や
絶
対
的
〈
生
〉
か
ら
、
つ
ま
り
、
そ

の
存
在
の
根
か
ら
切
り
離
し
て
し
ま
う
。

本
源
的
共
同
体
が
政
治
的
共
同
体
に
変
容
す
る
に
と
も
な
っ
て
、
個
人
や
共
同
体

が
被
る
変
化
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
世
界
の
現
象
性
に
も
と
づ
く
政
治
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的
共
同
体
は
、
諸
個
人
の
生
や
欲
求
、
ま
た
、
そ
の
起
源
を
知
ら
な
い
た
め
に
、
個

人
の
存
在
を
公
開
性
／
公
共
性
と
い
う
光
に
照
ら
さ
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
と

と
も
に
、
自
ら
の
役
割
を
、
光
に
照
ら
さ
れ
て
均
質
化
さ
れ
た
諸
個
人
を
、
一
般
性
・

公
共
性
と
い
う
思
想
の
も
と
で
結
び
つ
け
る
こ
と
だ
と
理
解
す
る
。
こ
う
し
て
、
生

に
も
と
づ
く
本
源
的
共
同
体
は
政
治
的
共
同
体
へ
と
変
質
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

ア
ン
リ
が
、
生
の
現
象
学
の
視
点
に
た
っ
て
導
き
出
す
、
政
治
的
共
同
体
の
原
理

に
関
す
る
こ
う
し
た
解
釈
は
、
先
に
見
た
、
ゲ
ル
ナ
ー
や
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
よ
る
近

代
以
後
の
共
同
体
の
原
理
に
関
す
る
考
察
を
、
哲
学
的
・
現
象
学
的
な
観
点
か
ら
よ

り
深
く
掘
り
下
げ
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
生
の
現
象
学
は
、
共
同
体
の
原
理
の
本

質
的
変
容
の
根
底
に
、
生
を
知
ら
な
い
世
界
の
現
象
性
の
支
配
を
み
い
だ
す
が
、
そ

う
し
た
視
点
は
、
共
同
体
の
変
遷
に
関
す
る
社
会
科
学
的
考
察
を
よ
り
根
源
的
な
立

場
か
ら
見
直
す
機
会
を
与
え
う
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

注①　
周
知
の
よ
う
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
の
な
か
に
は
、n

ation

と
い
う
概
念
を
め

ぐ
っ
て
立
場
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
ご
く
単
純
化
し
て
言
え
ば
、n

ation

を
近
代
以

前
と
の
連
続
性
の
う
ち
で
捉
え
る
か
（
永
続
主
義
、
原
初
主
義
）、
あ
る
い
は
、
近
代

化
に
と
も
な
っ
て
発
明
さ
れ
た
概
念
と
し
て
理
解
す
る
か
（
近
代
主
義
）、
と
い
う
対

立
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
立
場
を
統
合
さ
せ
る
よ
う
な
立
場
（
エ
ス
ノ

象
徴
主
義
）
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、n

ation

を
近
代
以
前
か
ら
「
連
続
」
す
る
も

の
と
し
て
捉
え
る
立
場
で
あ
っ
て
も
、
近
代
のn

ation

に
も
と
づ
く
共
同
体
（
国
民

国
家
）
を
近
代
以
前
の
共
同
体
と
「
同
質
」
の
も
の
と
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
立
場
の
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
代
の
共
同
体
の
う

ち
に
近
代
以
前
の
共
同
体
と
の
「
異
質
性
」
を
認
め
る
点
に
つ
い
て
は
、い
ず
れ
の
立

場
も
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
論
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、あ
く
ま
で
も

こ
う
し
た
意
味
で
の
「
異
質
性
」
で
あ
る
（
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
Ｄ
・
ス
ミ
ス
、『
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
と
は
何
か
』、
東
京
、
筑
摩
書
房
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）、
２
０
１
８
年

﹇
２
０
１
０
年
﹈
を
参
照
）。

②　

い
わ
ゆ
る
「
大
塚
史
学
」
は
現
在
で
は
様
々
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
が
、こ
こ

で
は
、
大
塚
が
主
に
マ
ル
ク
ス
を
援
用
し
つ
つ
論
じ
て
い
る
、
近
代
以
前
の
共
同
体
の

基
本
原
理
の
み
に
焦
点
を
あ
て
て
取
り
上
げ
る
。

③　

大
塚
は
、「
共
同
態
」
を
「
原
始
共
産
態
」
の
意
味
で
使
用
し
、
ま
た
、「
共
同
体

（G
em

ein
de

）」
を
、
共
同
態
を
含
み
つ
つ
、
封
建
制
社
会
の
終
末
ま
で
つ
づ
く
生
産

様
式
の
土
台
と
な
っ
た
共
同
組
織
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
（
大
塚, 1955, pp. 5-7

）。

④　

こ
の
時
間
観
念
は
真
木
の
著
書
の
な
か
で
様
々
に
呼
ば
れ
て
お
り
、
エ
ド
マ
ン
ド
・

リ
ー
チ
の
引
用
が
あ
る
箇
所
で
は
「
振
動
す
る
時
間
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

⑤　

真
木
は
、
こ
う
し
た
現
在
と
起
源
の
関
係
を
「
通
時
0

0

の
こ
と
ば
で
語
ら
れ
る
共
時

0

0

」

（
真
木, 1981, p. 50

）
と
も
呼
ん
で
い
る
。

⑥　

注
①
を
参
照
。

⑦　

こ
れ
は
、
近
代
の
国
民
と
い
う
共
同
体
に
特
徴
的
な
原
理
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
決
し
て
、
国
民
（n

ation

）
概
念
に
自
然
的
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
的
な
要
素
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
注
①
も
参
照
。

⑧　

た
と
え
ば
、
一
日
の
時
間
は
「
牛
舎
か
ら
家
畜
囲
い
へ
牛
を
つ
れ
出
す
時
間
、
搾
乳

の
時
間
、
成
牛
を
牧
草
地
へ
つ
れ
て
い
く
時
間
・
・
・
」
な
ど
と
規
定
さ
れ
る
。

⑨　

注
⑦
を
参
照
。

⑩　

こ
こ
で
説
明
し
た
二
つ
の
同
時
性
概
念
、
つ
ま
り
、
起
源
と
の
同
時
性
と
均
質
的
時

間
の
中
で
の
同
時
性
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、真
木
が
「
生
き
ら
れ
る
共
時
性
」
と
「
知
ら
れ

る
共
時
制
」と
呼
ぶ
も
の
に
該
当
す
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
概
念
に

つ
い
て
、真
木
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「〈
生
き
ら
れ
る
共
時
性
〉
と
〈
知
ら
れ

る
共
時
制
〉、
内
在
す
る
時
間
性
と
外
在
化
さ
れ
た
時
間
、
共
同
主
観
性

0

0

0

0

0

と
し
て
の
時

間
と
相
互
主
観
性

0

0

0

0

0

と
し
て
の
時
間
、
あ
る
い
は
共
同
時
間
性

0

0

0

0

0

と
共
通
時
間
性

0

0

0

0

0

、
こ
の
よ

う
に
わ
れ
わ
れ
が
呼
ぼ
う
と
し
て
い
る
も
の
の
現
実
的
な
基
盤
と
し
て
の
、
共
同
態

（
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
）
と
集
合
態
（
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
）、
あ
る
い
は
、
直
接
的
な
共

同
性
と
媒
介
さ
れ
た
共
同
性
。
そ
し
て
、
異
質
の
共
同
体
間

0

0

0

0

0

0

0

あ
る
い
は
、
異
質
化
し
た

0

0

0

0

0

共
同
体
内

0

0

0

0

の
、
再0

・
共
同
化
の
媒
体

0

0

0

0

0

0

と
し
て
の
、
客
体
化
さ
れ
た
「
時
間
」
の
析
出
。」

（
真
木, 1981, p. 87

）

⑪　

ア
ン
リ
の
著
書
『
マ
ル
ク
ス
』
で
は
、
い
ま
だ
こ
の
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。

⑫　

つ
ま
り
、
ア
ン
リ
は
、
個
体
性
の
原
理
と
共
同
性
の
原
理
を
と
も
に
絶
対
的
〈
生
〉

の
う
ち
に
認
め
る
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ア
ン
リ
に
お
い
て
は
、〈
個
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体
で
あ
る
こ
と
〉
と
〈
共
同
体
に
属
す
る
こ
と
〉
│
個
人
と
社
会

│
は
決
し
て
対

立
し
な
い
（H

en
ry, 2000, p. 349

）。
個
体
は
、
根
源
的
に
、
大
地
に
結
び
つ
く
こ
と

で
、
諸
個
体
に
共
通
の
共
同
体
に
包
ま
れ
つ
つ
も
、
同
時
に
、
そ
の
個
体
に
固
有
の
自

己
触
発
の
あ
り
方
、
そ
れ
に
固
有
な
自
己
性
に
よ
っ
て
、
徹
底
的
に
他
の
個
体
と
は
区

別
さ
れ
る
（H

en
ry, 1990a, p. 177

）。
個
体
が
他
者
と
共
に
存
在
す
る
の
は
、
そ
れ

が
自
己
自
身
に
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
で
し
か
な
い
（H

en
ry, 2000, p

p. 

356-357

）。

⑬　

ア
ン
リ
は
、こ
う
し
た
政
治
的
思
想
が
具
体
化
な
形
態
を
と
っ
て
現
れ
た
の
が
「
都

市
国
家
（C

ité

）」（H
en

ry, 1990b, p. 192 / H
en

ry, 2004a, p. 159

）
だ
と
す
る
が
、

こ
こ
で
「
都
市
国
家
」
と
は
、古
代
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
上
の
都
市
国
家
を
意
味
す
る
と

同
時
に
、政
治
的
共
同
体
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
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