
フ
ッ
サ
ー
ル
の
享
受
論

鈴

木

崇

志

は
じ
め
に

エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
︵
一
八
五
九
～
一
九
三
八
︶
の
現
象
学
に
お
い
て

は
︑
表
象
︑
知
覚
︑
判
断
︑
空
想
︑
他
者
経
験
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
志
向
的
体
験

が
テ
ー
マ
と
な
り
︑
そ
れ
ら
の
特
徴
や
役
割
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑
フ
ッ

サ
ー
ル
が
そ
の
よ
う
な
志
向
的
体
験
の
一
種
と
し
て
﹁
享
受
︵
G
enieß
en
︶
﹂
を

取
り
上
げ
て
い
た
こ
と
は
︑
そ
れ
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
が
彼
の
生
前
に
は
公
に
さ

れ
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
も
あ
り
︑
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し

公
刊
に
向
け
て
準
備
さ
れ
て
い
た
﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
﹄
や
︑
現
在
﹃
フ
ッ
サ
ー
ル
全

集
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
幾
つ
か
の
草
稿
に
お
い
て
は
︑﹁
享
受
﹂
へ
の
立
ち

入
っ
た
言
及
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
内
容
は
︑
後
述
す
る
よ
う
に
﹁
価

値
覚
﹂
や
﹁
衝
動
﹂
の
概
念
と
関
わ
っ
て
お
り
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
の
枠
内
に

限
っ
て
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
そ
れ
は
︑
よ
り
広
い
現
象
学
研
究
の

文
脈
で
も
意
義
を
も
つ
は
ず
だ
︒﹁
享
受
﹂
概
念
を
重
視
し
た
現
象
学
者
と
し
て

は
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
︵
一
九
〇
六
～
九
五
︶
が
有
名
で
あ
る
が
︑
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
の
享
受
論
が
何
を
成
し
遂
げ
た
か
を
考
え
る
た
め
に
も
︑
そ
れ
に
先
行

す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
享
受
論
を
再
構
成
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
だ
ろ
う
︒

で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
は
︑﹁
享
受
﹂
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
も
ち
︑

そ
れ
を
自
ら
の
現
象
学
の
う
ち
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒

本
稿
で
は
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
︑
以
下
の
順
序
で
論
述
を
進
め
て
い
く
︒

ま
ず
第
一
節
で
は
︑﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
﹄
に
お
け
る
﹁
享
受
﹂
概
念
の
位
置
づ
け
を

明
ら
か
に
す
る
︒
同
書
で
は
価
値
判
断
や
動
機
づ
け
を
め
ぐ
る
議
論
と
の
関
連

で
︑
か
な
り
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
で
の
享
受
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
そ
の

概
要
を
確
か
め
て
お
く
こ
と
は
有
益
で
あ
る
は
ず
だ
︒
次
に
第
二
節
で
は
︑﹃
イ

デ
ー
ン
Ⅱ
﹄
で
提
示
さ
れ
た
実
践
的
な
場
面
で
の
﹁
享
受
﹂
が
︑﹁
衝
動

︵
T
rieb
︶
﹂
を
め
ぐ
る
考
察
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
か
を
︑

具
体
例
に
即
し
て
調
べ
て
い
く
︒
最
後
に
第
三
節
で
は
︑
以
上
を
踏
ま
え
て
再
構

成
さ
れ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
享
受
論
の
特
色
を
︑
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
享
受
論
と
対
比
す

る
こ
と
で
際
立
た
せ
て
み
た
い
︒

一

『イ
デ
ー
ン
Ⅱ
﹄に
お
け
る﹁
享
受
﹂概
念
の
位
置
づ
け

一
・
一

享
受
と
価
値
判
断

一
九
一
二
年
か
ら
一
五
年
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
﹄
第
四
節
に

お
い
て
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
は
﹁
理
論
的
主
観
︵
theoretisches
Subjekt︶
﹂
の
説
明
を

行
っ
て
い
る
︵
H
ua.
IV
,4︶
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
理
論
的
主
観
と
は
﹁
特
別
な
意

味
で
﹃
客
観
化
﹄
す
る
主
観
﹂
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
よ
り
詳
し
く
言
う

と
︑
理
論
的
主
観
と
は
︑
志
向
的
対
象
を
自
ら
に
と
っ
て
の
客
観
と
し
て
漠
然
と

思
い
浮
か
べ
る
だ
け
で
な
く
︑
そ
の
存
在
を
﹁
定
立
し
﹂︑
か
つ
そ
の
内
容
を

フ
ッ
サ
ー
ル
の
享
受
論

九
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﹁
解
明
す
る
﹂
こ
と
を
通
じ
て
﹁
述
定
的
に
判
断
の
か
た
ち
で
規
定
す
る
﹂
者
で

あ
る
︵
H
ua.
IV
,4︶
︒
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
定
立
・
解
明
・
述
定
に
よ
っ
て
特
徴

づ
け
ら
れ
る
志
向
的
体
験
は
︑﹁
理
論
的
作
用
﹂
と
呼
ば
れ
る
︵
H
ua.
IV
,4︶
︒

し
か
し
主
観
は
︑
た
え
ま
な
く
理
論
的
作
用
を
遂
行
し
つ
づ
け
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
︒
例
え
ば
﹁
輝
く
青
空
を
見
な
が
ら
︑
そ
れ
に
魅
了
さ
れ
て
生
き
て
い
る

︵
den
strahlend
blauen
H
im
m
elsehend,im
E
ntzücken
darüber
leben
︶
﹂
と
い

う
例
に
即
し
て
考
え
て
み
よ
う
︵
H
ua.
IV
,8︶
︒
こ
の
と
き
主
観
は
︑
対
象
に
つ

い
て
﹁
青
い
空
で
あ
る
﹂
と
明
示
的
に
判
断
す
る
こ
と
す
ら
な
く
︑
そ
れ
に
見
惚

れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
主
観
が
物
理
学
者
の
視
点
で
青
い
空
を
観

察
し
て
い
る
と
き
に
は
︑
た
と
え
青
い
空
に
つ
い
て
の
﹁
好
ま
し
い
と
い
う
気
持

ち
が
あ
る
︵
das
G
efallen
vorhanden
sein
︶
﹂
と
し
て
も
︑
そ
の
主
観
は
﹁
好
ま

し
い
と
い
う
気
持
ち
の
う
ち
で
生
き
て
い
る
︵
im
G
efallen
leben
︶
﹂
わ
け
で
は

な
い
︵
H
ua.
IV
,8︶
︒
好
ま
し
い
と
い
う
気
持
ち
そ
れ
自
体
を
打
ち
消
す
こ
と
は

で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
れ
に
浸
る
こ
と
を
や
め
て
対
象
に
つ
い
て
の
判

断
を
下
そ
う
と
す
る
と
き
︑
主
観
は
﹁
理
論
的
態
度
﹂
へ
と
移
行
す
る
の
で
あ
る

︵
H
ua.IV
,8︶
︒
そ
の
一
方
で
︑
あ
く
ま
で
好
ま
し
い
と
い
う
気
持
ち
の
う
ち
で
生

き
続
け
て
い
る
と
き
︑
主
観
は
﹁
心
情
的
態
度
﹂
を
と
っ
て
い
る
と
さ
れ
る

︵
H
ua.
IV
,8︶
︒

フ
ッ
サ
ー
ル
の
﹁
享
受
﹂
概
念
が
登
場
す
る
の
は
︑
こ
の
文
脈
に
お
い
て
で
あ

る
︒
前
段
で
は
心
情
的
態
度
の
一
例
と
し
て
︑
青
空
を
見
な
が
ら
﹁
好
ま
し
い
と

い
う
気
持
ち
の
う
ち
で
生
き
て
い
る
﹂
と
い
う
状
態
が
記
述
さ
れ
て
い
た
︒
つ
づ

け
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
︑
さ
ら
に
心
情
的
態
度
を
説
明
す
る
た
め
に
︑
一
枚
の
絵
画

を
﹁﹃
享
受
し
な
が
ら
﹄
眺
め
て
い
る
︵
„genieß
end”
betrachten
︶
﹂
と
い
う
例

を
挙
げ
て
い
る
︵
H
ua.
IV
,8︶
︒
こ
れ
ら
が
同
種
の
心
情
的
態
度
︵
知
覚
に
も
と

づ
い
て
対
象
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
態
度
︶
に
属
し
て
い
る
と
す
れ
ば
︑﹁
享
受

し
て
い
る
﹂
と
い
う
こ
と
は
︑
さ
し
あ
た
り
﹁
好
ま
し
い
と
い
う
気
持
ち
の
う
ち

で
生
き
て
い
る
﹂
と
言
い
換
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
理
論
的
態
度
と
の
対
比
に
お
い

て
説
明
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
︑
こ
こ
で
重
要
な
の
は
︑
享
受
が
﹁
⁝
⁝
の
う
ち
で

生
き
る
﹂
と
い
う
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
だ
︒
私
た
ち
が
何
か
を
判
断

す
る
と
き
に
は
︑
そ
の
対
象
に
つ
い
て
の
心
情
か
ら
多
か
れ
少
な
か
れ
距
離
を
置

い
た
う
え
で
︑
い
わ
ば
醒
め
た
頭
で
対
象
に
つ
い
て
思
考
す
る
こ
と
に
な
る
︒
こ

れ
に
対
し
て
享
受
に
お
い
て
は
︑
私
た
ち
は
そ
の
つ
ど
与
え
ら
れ
る
対
象
に
つ
い

て
の
心
情
に
浸
り
き
っ
て
︑
い
わ
ば
対
象
に
見
惚
れ
た
り
聞
き
惚
れ
た
り
す
る
こ

と
に
な
る
︒
し
た
が
っ
て
享
受
に
お
い
て
主
観
は
︑
自
ら
の
心
情
の
う
ち
に
︱
︱

あ
る
い
は
そ
の
う
ち
で
与
え
ら
れ
た
対
象
に
︱
︱
﹁
没
頭
︵
H
ingabe︶
﹂
し
て
い

る
と
さ
れ
る
︵
H
ua.
IV
,9︶
︒
享
受
と
は
︑
醒
め
な
い
頭
で
生
き
る
こ
と
な
の
で

あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
享
受
は
︑
理
論
的
態
度
未
満
の
志
向
的
体
験
で
あ
る
︒
た
だ
し
そ

れ
は
︑
単
に
明
晰
で
な
い
と
い
う
消
極
的
な
状
態
だ
け
に
と
ど
ま
る
わ
け
で
は
な

い
︒
む
し
ろ
そ
こ
に
は
︑
価
値
判
断
を
支
え
る
と
い
う
積
極
的
な
役
割
が
あ
る
と

さ
れ
る
︒

最
も
根
源
的
な
価
値
構
成
は
︑
心
情
に
お
い
て
︑
情
感
的
な
自
我
主
観
が
理

論
以
前
の
状
態
で
︵
広
い
意
味
で
︶
享
受
し
な
が
ら
没
頭
す
る
こ
と
と
し
て

行
わ
れ
る
︒
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
没
頭
の
こ
と
を
︑
私
は
す
で
に
十
数
年
前

か
ら
講
義
の
中
で
は
価
値
覚
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
き
た
︒
︵
H
ua.IV
,9︶

理
論
的
態
度
に
お
い
て
は
︑
事
実
判
断
だ
け
で
な
く
価
値
判
断
が
下
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
︒
そ
し
て
事
実
判
断
︵
例
：
こ
の
絵
に
は
白
い
花
が
描
か
れ
て
い
る
︶
の

根
拠
が
知
覚
︵
W
ahrnehm
ung
︶
で
あ
る
の
と
同
様
に
︑
価
値
判
断
︵
例
：
こ
の

絵
は
美
し
い
︶
に
も
何
ら
か
の
根
拠
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ

ば
︑
そ
の
根
拠
は
︑
主
観
が
そ
の
絵
を
好
ま
し
い
と
思
う
気
持
ち
︱
︱
よ
り
正
確
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に
言
え
ば
︑
そ
の
気
持
ち
か
ら
距
離
を
置
く
こ
と
な
く
そ
の
気
持
ち
︵
あ
る
い
は

そ
こ
で
与
え
ら
れ
る
事
物
︶
を
享
受
し
つ
つ
没
頭
し
て
い
る
状
態
︱
︱
に
ほ
か
な
ら

な
い
︒
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
没
頭
状
態
が
︑
右
の
引
用
で
は
︑
価
値
覚

︵
W
ertnehm
ung
︶
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
理
論
的
作
用
は
︑
事
実
判
断
を
下
し
て

い
る
と
き
に
は
知
覚
に
よ
っ
て
充
実
さ
れ
︑
価
値
判
断
を
下
し
て
い
る
と
き
に
は

価
値
覚
に
よ
っ
て
充
実
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

価
値
判
断
と
価
値
覚
の
関
係
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
︑
理
論
的
態
度
と

心
情
的
態
度
は
一
方
が
他
方
を
否
定
す
る
よ
う
な
対
立
的
な
関
係
で
は
な
く
︑
む

し
ろ
互
い
を
支
え
あ
う
よ
う
な
相
補
的
な
関
係
に
あ
る
︒
心
情
的
態
度
の
も
と
で

の
享
受
に
お
い
て
漠
然
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
事
柄
は
︑
理
論
的
態
度
の
も
と
で
の

価
値
判
断
に
お
い
て
解
明
さ
れ
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
価
値
判
断
に
お
い
て
対
象
に

述
語
づ
け
ら
れ
て
い
る
価
値
は
︑
享
受
し
な
が
ら
の
没
頭
︵
価
値
覚
︶
に
お
い
て

生
き
生
き
と
与
え
ら
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
﹁
享
受
﹂
概
念
は
︑
さ
し
あ
た
り
︑
理

論
的
作
用
の
一
種
で
あ
る
価
値
判
断
を
根
拠
づ
け
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い

る
と
言
え
よ
う
︒

一
・
二

実
践
と
し
て
の
享
受

他
方
で
﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
﹄
第
五
〇
節
に
お
い
て
は
︑
理
論
的
作
用
で
は
な
く
実

践
的
作
用
と
の
関
連
に
お
い
て
﹁
享
受
﹂
概
念
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
こ

こ
で
は
主
観
が
︑
自
ら
の
環
境
世
界
と
関
わ
り
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
﹁
人
格
﹂

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
︵
H
ua.
IV
,185︶
︒

人
格
と
環
境
世
界
と
の
関
係
は
︑
単
に
物
理
的
な
刺
激
を
受
け
取
っ
て
生
理
的

に
反
応
す
る
と
い
う
意
味
で
の
因
果
関
係
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
︒
人
格
は
環

境
世
界
に
お
い
て
出
会
わ
れ
る
事
物
に
対
し
て
︑
習
慣
や
状
況
に
応
じ
て
さ
ま
ざ

ま
な
欲
求
を
抱
き
︑
何
ら
か
の
仕
方
で
対
象
へ
と
働
き
か
け
る
よ
う
に
動
機
づ
け

ら
れ
る
︒
こ
の
と
き
人
格
と
環
境
世
界
の
あ
い
だ
に
は
︑
﹁
動
機
づ
け
関
係

︵
M
otivationsbeziehung
︶
﹂
が
あ
る
と
さ
れ
る
︵
H
ua.
IV
,189︶
︒
そ
し
て
こ
の

動
機
づ
け
関
係
が
成
立
す
る
仕
組
み
は
︑
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
︒

現
象
学
的
に
言
え
ば
各
事
物
統
一
体
︵
ノ
エ
マ
的
統
一
体
︶
が
︑
多
か
れ
少

な
か
れ
﹁
強
い
﹂
諸
傾
向
の
出
発
点
で
あ
る
︒
意
識
さ
れ
て
は
い
る
が
︑
し

か
し
ま
だ
把
握
さ
れ
て
い
な
い
︵
意
識
の
背
景
で
揺
ら
め
い
て
い
る
︶
状
態
で

す
で
に
︑
そ
れ
ら
の
統
一
体
は
主
観
を
そ
れ
ら
自
身
の
ほ
う
へ
引
き
つ
け
︑

そ
し
て
﹁
刺
激
の
強
さ
﹂
が
十
分
に
な
れ
ば
自
我
は
そ
の
刺
激
に
﹁
従
い
﹂︑

そ
れ
に
﹁
屈
し
て
﹂
そ
ち
ら
へ
向
か
い
︑
そ
し
て
そ
れ
ら
の
統
一
体
に
つ
い

て
︑
解
明
・
概
念
化
・
理
論
的
判
断
・
評
価
な
ど
の
実
践
的
な
諸
活
動
を
行

う
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
の
事
物
統
一
体
は
こ
う
し
て
︑
そ
れ
ら
が
存
在
し
て

い
る
こ
と
や
︑
例
え
ば
美
し
さ
や
快
適
さ
や
有
用
性
な
ど
の
性
質
を
持
っ
て

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
観
の
関
心
を
引
き
つ
け
︑
そ
し
て
そ
れ
ら
を
享
受
し

た
い
︑
そ
れ
ら
で
遊
び
た
い
︑
そ
れ
ら
を
手
段
と
し
て
利
用
し
た
い
︑
用
途

を
考
え
て
改
造
し
た
い
︑
な
ど
と
い
う
主
観
の
欲
求
を
喚
起
す
る
の
で
あ

る
︒
︵
H
ua.
IV
,189︶

現
象
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
志
向
︵
Intention
︶
は
主
観
か
ら
対
象
へ
と
発
せ

ら
れ
る
も
の
だ
が
︑
こ
の
引
用
に
お
い
て
は
︑
そ
の
発
生
を
説
明
す
る
た
め
に
︑

対
象
の
側
か
ら
一
定
の
﹁
傾
向
︵
T
endenz︶
﹂
が
発
し
て
い
る
と
い
う
主
張
が
な

さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
際
︑
対
象
は
ま
だ
明
示
的
に
志
向
的
対
象
に
な
っ
て
い
な
い

と
い
う
意
味
で
﹁
意
識
の
背
景
﹂
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
そ
う
し
た
状

況
に
お
い
て
︑
対
象
の
側
は
主
観
に
刺
激
を
与
え
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
主
観
を
﹁
引

き
つ
け
る
︵
ziehen
︶
﹂︒
そ
し
て
こ
の
刺
激
に
よ
る
引
き
つ
け
の
強
さ
が
十
分
な

程
度
に
達
す
る
と
︑
主
観
は
そ
ち
ら
に
向
か
い
︑
諸
々
の
志
向
的
体
験
を
遂
行
す

フ
ッ
サ
ー
ル
の
享
受
論

九
九
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る
こ
と
に
な
る
︒
し
た
が
っ
て
志
向
的
体
験
は
︑
対
象
か
ら
主
観
へ
と
向
か
う
傾

向
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
て
生
じ
る
︑
主
観
か
ら
対
象
へ
と
向
か
う
傾
向
で
あ
る
と

も
言
え
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
主
観
か
ら
対
象
へ
と
向
か
う
志
向
的
体
験
は
︑

対
象
か
ら
発
せ
ら
れ
た
傾
向
が
い
わ
ば
折
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
成
立
す
る
︒
主
観

が
完
全
な
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
こ
と
は
︑
あ
っ
た
と
し
て
も
ご
く
稀
で
あ
る
︒

む
し
ろ
多
く
の
志
向
的
体
験
は
︑
対
象
に
よ
る
刺
激
に
主
観
が
﹁
従
う

︵
folgen
︶
﹂
こ
と
や
︑﹁
屈
す
る
︵
nachgeben
︶
﹂
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で

あ
る
︒

そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
右
の
引
用
の
直
後
で
︑
こ
の
よ
う
な
人
格
的
あ
る
い
は

動
機
づ
け
の
態
度
を
﹁
実
践
的
態
度
﹂
と
言
い
換
え
て
い
る
︵
H
ua.
IV
,190︶
︒

し
た
が
っ
て
引
用
文
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
理
論
的
判
断
を
含
め
た
あ

ら
ゆ
る
活
動
は
︑
環
境
世
界
と
の
動
機
づ
け
関
係
に
即
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
ぎ
り

で
︑
す
べ
て
﹁
実
践
的
活
動
︵
praktische
T
ätigkeit︶
﹂
と
呼
ば
れ
う
る
の
で
あ

る(
)
︒

1

特
筆
す
べ
き
は
︑
右
の
引
用
に
お
い
て
︑﹁
享
受
す
る
こ
と
︵
genieß
en
︶
﹂
が

そ
の
よ
う
な
実
践
的
活
動
の
一
種
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
︒
対

象
が
主
観
を
引
き
つ
け
る
仕
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
う
る
︒
例
え
ば
理
論
的
判
断

の
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
は
主
観
の
知
的
好
奇
心
を
引
き
つ
け
︑
目
覚
ま
し
時
計

の
け
た
た
ま
し
い
音
は
主
観
の
注
意
を
否
応
な
く
引
き
つ
け
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て

享
受
が
主
観
を
引
き
つ
け
る
仕
方
は
︑
二
・
一
で
引
用
し
た
﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
﹄
第

四
節
に
お
い
て
は
︑﹁
魅
了
︵
E
ntzücken
︶
﹂
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
た

︵
H
ua.IV
,8︶
︒
つ
ま
り
対
象
が
魅
了
と
い
う
仕
方
で
主
観
を
引
き
つ
け
る
の
に
応

じ
て
︑
主
観
は
そ
れ
を
享
受
し
た
い
と
い
う
欲
求
を
抱
く
の
で
あ
る
︒

こ
こ
ま
で
で
分
か
っ
た
こ
と
を
一
旦
ま
と
め
て
お
こ
う
︒﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
﹄
に

お
い
て
﹁
享
受
﹂
概
念
は
︑
第
一
に
価
値
判
断
を
根
拠
づ
け
る
も
の
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
︵
一
・
一
節
︶
︑
第
二
に
対
象
か
ら
の
刺
激
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
実
践

的
活
動
の
一
種
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︵
一
・
二
節
︶
︒
第
一
の
側
面
に
注

目
す
る
な
ら
ば
︑
享
受
は
自
ら
の
心
情
や
そ
の
対
象
に
浸
り
き
っ
て
生
き
て
い
る

状
態
︑
す
な
わ
ち
理
論
的
作
用
未
満
の
状
態
と
し
て
説
明
さ
れ
る
︒
他
方
で
第
二

の
側
面
に
注
目
す
る
な
ら
ば
︑
享
受
は
︑
対
象
か
ら
及
ぼ
さ
れ
る
傾
向
に
応
え
る

こ
と
で
生
じ
る
傾
向
と
し
て
︑
す
で
に
対
象
に
向
か
っ
て
い
る
志
向
的
体
験
と
し

て
説
明
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
同
書
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
見
解
に
よ
れ
ば
︑
享
受
と
は

志
向
的
体
験
以
上
︑
理
論
的
作
用
未
満
の
も
の
な
の
で
あ
る
︒

二

衝
動
と
享
受

二
・
一

衝
動
の
構
造

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
享
受
と
は
︑
そ
こ
に
お
い
て
価
値
が
根
源
的
に
与
え

ら
れ
る
よ
う
な
体
験
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
価
値
判
断
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
︒
他
方
で
享
受
は
︑
価
値
判
断
と
の
関
わ
り
を
抜
き
に
し
て
も
そ
れ
自
体
が
実

践
的
活
動
で
あ
る
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
際
に
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
は
︑
何
か

に
魅
了
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
対
象
に
引
き
つ
け
ら
れ
︑
そ
こ
に
向
か
う
と
い
う

活
動
で
あ
る
︒
つ
ま
り
そ
の
場
合
に
は
︑
例
え
ば
す
で
に
頭
上
に
青
空
が
広
が
っ

て
い
る
と
き
の
よ
う
に
︑
は
じ
め
か
ら
享
受
す
べ
き
対
象
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と

い
う
状
況
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
さ
し

あ
た
り
は
享
受
す
べ
き
対
象
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
場
合
も
あ
り
う
る
︒

す
る
と
享
受
が
実
践
的
活
動
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
︑
与
え
ら
れ

た
も
の
の
享
受
に
先
立
つ
︑
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
の
獲
得
へ
と
向
か
う
実
践
的

活
動
を
も
顧
慮
す
べ
き
で
は
な
い
か
︒

た
だ
し
﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
﹄
に
お
け
る
享
受
に
つ
い
て
の
散
発
的
な
論
述
だ
け
で

一
〇
〇
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は
︑
こ
の
疑
問
に
十
分
に
答
え
る
こ
と
は
難
し
い
︒
そ
こ
で
本
節
で
は
︑﹃
イ

デ
ー
ン
Ⅱ
﹄
と
同
時
期
︑
あ
る
い
は
よ
り
後
年
に
な
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
執
筆
し

た
テ
キ
ス
ト
に
も
目
を
向
け
て
︑
享
受
と
他
の
実
践
的
活
動
と
の
関
連
に
つ
い
て

探
っ
て
み
た
い
︒
そ
の
た
め
に
主
に
参
照
さ
れ
る
の
は
︑﹃
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
﹄

第
四
二
巻
﹃
現
象
学
の
限
界
問
題
﹄
所
収
の
テ
キ
ス
ト
群
﹁
衝
動
の
現
象
学
﹂
で

あ
る
︒

特
に
本
節
で
取
り
上
げ
る
の
は
︑﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
﹄
︵
一
九
一
二
～
一
五
年
︶
よ

り
少
し
後
の
一
九
一
六
～
一
八
年
に
執
筆
さ
れ
た
︑﹁
本
能
的
な
行
い

︵
Instinktives
T
un
︶
﹂
と
題
さ
れ
た
草
稿
︵
H
usserliana,B
d.X
LII,T
ext
N
r.5︶

で
あ
る
︒
そ
こ
で
も
や
は
り
﹁
享
受
︵
G
enieß
en
︶
﹂
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
︑

そ
の
際
に
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
︑
享
受
一
般
と
い
う
よ
り
︑
む
し
ろ
享
受

と
い
う
体
験
の
最
も
直
截
的
な
形
態
︑
す
な
わ
ち
何
か
を
﹁
味
わ
う
こ
と

︵
G
enieß
en
︶
﹂
で
あ
る
︒

ま
ず
は
基
本
的
な
言
葉
づ
か
い
の
確
認
を
し
て
お
こ
う
︒
同
草
稿
に
お
け
る
主

観
の
扱
い
は
︑
基
本
的
に
は
﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
﹄
と
同
様
で
あ
る
︒
つ
ま
り
こ
こ
で

も
︑
主
観
が
単
な
る
理
論
的
認
識
の
遂
行
者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
︑
さ
ま
ざ
ま
な

実
践
的
活
動
の
遂
行
者
で
も
あ
る
こ
と
が
顧
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
う

え
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
︑
そ
う
し
た
実
践
的
活
動
の
出
発
点
に
は
︑
衝
動
が
あ
る
の

だ
と
主
張
す
る
︒
こ
こ
で
彼
が
﹁
衝
動
︵
T
rieb
︶
﹂
と
呼
ん
で
い
る
も
の
の
な
か

に
は
︑
本
能
的
な
︵
instinktiv
︶
も
の
と
獲
得
さ
れ
た
︵
erw
orben
︶
も
の
の
両

方
が
含
ま
れ
て
い
る
︵
H
ua.
X
LII,84︶
︒
本
能
的
な
衝
動
と
し
て
は
︑﹁
空
腹
を

満
た
す
こ
と
﹂
や
﹁
性
行
為
﹂
な
ど
の
実
践
へ
と
向
か
う
よ
う
な
衝
動
︵
H
ua.

X
LII,85︶
︑
す
な
わ
ち
食
欲
や
性
欲
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
他
方
で
獲
得
さ
れ
た

衝
動
と
し
て
は
︑﹁
自
然
の
中
で
歩
き
回
る
こ
と
﹂
や
﹁
ピ
ア
ノ
を
弾
く
こ
と
﹂

な
ど
の
実
践
へ
と
向
か
う
よ
う
な
衝
動
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︵
H
ua.
X
LII,84︶
︒

た
し
か
に
そ
れ
ら
の
衝
動
は
︑
散
歩
に
行
っ
た
り
楽
器
を
演
奏
し
た
り
す
る
習
慣

が
あ
っ
て
初
め
て
生
じ
る
も
の
だ
ろ
う
︒
そ
の
よ
う
に
広
い
意
味
で
﹁
衝
動
﹂
と

い
う
語
を
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
す
べ
て
の
実
践
的
活
動
の
根
底
に
は
衝
動
が
あ

る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒
私
の
な
す
こ
と
に
は
︑
そ
う
す
る
よ
う
に
私
を

衝
き
動
か
す
何
か
が
先
行
し
て
い
る
︒
さ
し
あ
た
り
は
﹁
何
か
﹂
と
呼
ぶ
し
か
な

い
よ
う
な
未
規
定
な
も
の
︱
︱
﹁
そ
れ
が
私
を
活
動
へ
と
衝
き
動
か
す
の
で
あ
る

︵
E
s
treibt
m
ich
zur
A
rbeit︶
﹂
︵
H
ua.
X
LII,84︶
︒

今
し
が
た
取
り
出
さ
れ
た
﹁
そ
れ
が
私
を
活
動
へ
と
衝
き
動
か
す
﹂
と
い
う
構

造
を
手
が
か
り
と
し
て
︑
さ
ら
に
読
解
を
進
め
て
み
よ
う
︒
こ
の
構
造
を
な
し
て

い
る
諸
要
素
は
︑
①
衝
き
動
か
し
を
行
う
﹁
そ
れ
︵
es︶
﹂︑
②
そ
れ
が
行
う
﹁
衝

き
動
か
す
﹂
と
い
う
働
き
︵
treiben
︶
︑
③
そ
れ
に
よ
っ
て
衝
き
動
か
さ
れ
る

﹁
私
︵
ich
︶
﹂︑
④
衝
き
動
か
さ
れ
た
私
が
行
う
﹁
活
動
︵
A
rbeit︶
﹂
の
四
つ
で
あ

る
︒
で
は
︑
こ
れ
ら
の
四
要
素
は
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
︒
フ
ッ
サ
ー
ル
の
説
明
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
︒

︹
⁝
︺
私
は
衝
動
︵
例
え
ば
自
然
の
中
で
歩
き
回
り
た
い
と
い
う
衝
動
や
︑
ピ
ア

ノ
が
弾
き
た
い
と
い
う
衝
動
な
ど
︶
が
湧
き
起
こ
っ
て
い
る
の
を
感
じ
る
︒
こ

の
と
き
︑
ピ
ア
ノ
を
弾
く
こ
と
に
つ
い
て
の
明
晰
な
表
象
は
欠
け
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
︒
だ
が
︑
表
象
そ
の
も
の
が
全
く
直
観
的
で
は
な
い
と
し
て

も
︑
表
象
は
自
ら
の
う
ち
に
規
定
性
を
隠
し
持
っ
て
い
る
︒
現
実
に
ピ
ア
ノ

が
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
行
か
な
く
て
も
︑
私
は
﹁
自
分
が
本
当
に
し
た
か
っ
た

の
は
何
か
﹂﹁
自
分
は
何
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
の
か
﹂
と
自
問
す
る
こ
と

が
で
き
る
︒
私
は
︑
不
明
晰
さ
を
明
晰
さ
へ
と
移
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
︒
明
晰
な
も
の
は
︑
以
前
に
は
非
直
観
的
に
思
念
さ
れ
て
い
た
も
の
に
つ

い
て
の
直
観
的
な
表
象
と
し
て
与
え
ら
れ
る
︒
︵
H
ua.
X
LII,84︶

先
述
の
四
つ
の
要
素
に
即
し
て
︑
こ
こ
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
論
述
を
ま
と
め
直

フ
ッ
サ
ー
ル
の
享
受
論

一
〇
一
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し
て
み
よ
う
︒

①
﹁
そ
れ
﹂
に
つ
い
て

私
を
衝
き
動
か
す
﹁
そ
れ
﹂
と
は
︑
端
的
に
言
え
ば
﹁
表
象
︵
V
orstellung
︶
﹂

で
あ
る
︒
た
し
か
に
衝
動
を
抱
い
て
い
る
と
き
に
目
標
が
実
在
し
て
い
る
と
は
か

ぎ
ら
な
い
の
で
︑
私
を
衝
き
動
か
し
て
い
る
の
は
︑
対
応
す
る
も
の
が
現
実
世
界

に
存
在
し
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
私
の
意
識
流
の
中
に
あ
る
も
の
だ
ろ
う
︒
そ
の

よ
う
に
私
に
よ
っ
て
思
い
浮
か
べ
ら
れ
た
も
の
の
こ
と
を
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
は
﹁
表

象
﹂
と
呼
ぶ
︒
特
筆
す
べ
き
は
︑
衝
動
の
始
点
と
な
る
表
象
は
﹁
全
く
直
観
的
で

は
な
い
﹂
こ
と
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
だ
︒
居
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
な
く
な

る
と
き
︑
私
は
︑
何
を
す
れ
ば
自
分
の
気
が
鎮
ま
る
の
か
初
め
は
分
か
ら
な
い
か

も
し
れ
な
い
︒

②
﹁
衝
き
動
か
し
﹂
に
つ
い
て

た
と
え
未
規
定
で
あ
る
と
し
て
も
何
ら
か
の
表
象
が
意
識
流
の
う
ち
に
あ
る
と

き
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
が
私
を
衝
き
動
か
す
︒
こ
の
衝
き
動
か
し
が
無
意
識

の
う
ち
に
な
さ
れ
る
可
能
性
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
さ
し
あ
た
り
引
用
文
中

で
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
私
が
こ
の
衝
き
動
か
し
を
﹁
感
じ
る
﹂
と
い
う
状
況

で
あ
る
︒

③
﹁
私
﹂
に
つ
い
て

こ
こ
で
言
う
﹁
私
﹂
と
は
︑
何
ら
か
の
表
象
を
思
い
浮
か
べ
︑
そ
れ
に
よ
る
衝

き
動
か
し
を
感
じ
︑
こ
の
衝
き
動
か
し
に
よ
っ
て
活
動
へ
と
促
さ
れ
る
主
体
で
あ

る
︒
さ
ら
に
言
え
ば
︑
こ
の
私
は
空
虚
な
極
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ

習
慣
や
趣
味
の
担
い
手
と
し
て
︑
具
体
的
内
容
を
も
っ
た
主
体
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
︒
じ
っ
と
し
て
い
る
こ
と
に
耐
え
が
た
く
な
っ
た
と
き
に
﹁
自
然
の
中
を
歩

き
回
り
た
い
﹂
と
思
う
か
﹁
ピ
ア
ノ
が
弾
き
た
い
﹂
と
思
う
か
は
︑
習
慣
や
趣
味

に
応
じ
て
︑
ま
さ
に
人
そ
れ
ぞ
れ
だ
か
ら
だ
︒

さ
ら
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
︑
そ
の
よ
う
な
習
慣
や
趣
味
が
食
欲
に
及
ぼ
す
影
響
に

も
言
及
し
て
い
る
︒
何
か
を
食
べ
る
こ
と
は
︑
初
め
は
た
だ
食
欲
を
満
た
す
た
め

だ
け
に
行
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
習
慣
や
趣
味
の
発
達
に
応
じ
て
︑
特
定
の

﹁
味
︵
G
eschm
ack
︶
﹂
へ
の
衝
動
が
獲
得
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
︵
H
ua.
X
LII,

86︶
︒
空
腹
を
満
た
し
た
い
と
い
う
衝
動
は
本
能
的
だ
が
︑
特
定
の
味
や
料
理
へ

の
衝
動
は
生
活
習
慣
の
な
か
で
獲
得
さ
れ
て
い
く
︒
何
に
ど
の
よ
う
に
衝
き
動
か

さ
れ
る
か
は
︑
私
の
成
長
や
経
験
に
応
じ
て
変
動
す
る
の
で
あ
る
︒

④
﹁
活
動
﹂
に
つ
い
て

表
象
に
よ
っ
て
衝
き
動
か
さ
れ
た
私
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
へ
と
身
を
投
じ
る

こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
衝
動
が
単
に
﹁
感
じ
ら
れ
る
﹂
だ
け
に
と
ど
ま
ら

ず
活
動
へ
と
つ
な
が
り
う
る
と
い
う
意
味
で
︑
衝
動
に
は
﹁
実
践
的
﹂
と
い
う
形

容
詞
が
付
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
︵
H
ua.
X
LII,84︶
︒
そ
し
て
相
応
し
い
活
動
が

な
さ
れ
る
と
き
︑
衝
動
は
充
実
さ
れ
る
に
至
る
だ
ろ
う
︒
衝
動
の
出
発
点
と
な
っ

た
表
象
の
内
容
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
は
︑
衝
動
の
充
実
の
必
要
条
件
で
も
十
分
条

件
で
も
な
い
︒
自
分
を
衝
き
動
か
し
て
い
た
の
が
ピ
ア
ノ
の
表
象
で
あ
る
こ
と
に

気
づ
い
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
実
際
に
ピ
ア
ノ
が
弾
け
る
環
境
に
い
な
け
れ
ば
衝
動

は
満
た
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
︒
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
︑
た
ま
た
ま
ピ
ア
ノ
を

弾
い
た
あ
と
で
初
め
て
︑
自
分
が
し
た
か
っ
た
こ
と
が
﹁
そ
れ
﹂
で
あ
っ
た
こ
と

に
気
づ
く
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
衝
動
は
何
か
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う

意
味
で
は
一
種
の
志
向
で
あ
る
が
︑
衝
動
の
志
向
を
充
実
す
る
の
は
単
な
る
知
覚

で
は
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
れ
が
活
動
あ
る
い
は
活
動
の
成
果
に
よ
っ
て
ど
の

よ
う
に
充
実
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
︑
衝
動
の
現
象
学
に
お
け
る
重
要
な
論
点

の
一
つ
と
な
る
︒
ナ
ミ
ン
・
リ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に(

)
︑
こ
の
よ
う
な
衝
動
の
充

2
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実
の
問
題
に
踏
み
込
む
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
の
後
期
哲
学
の
一

つ
の
特
徴
で
あ
る
︒

二
・
二

味
わ
う
こ
と
と
し
て
の
享
受

衝
動
の
志
向
を
充
実
す
る
の
は
何
か
︱
︱
前
段
で
提
起
し
た
こ
の
問
題
に
は
︑

少
な
く
と
も
形
式
的
に
は
す
で
に
答
え
が
与
え
ら
れ
て
い
る
︒
衝
動
は
本
能
的
な

も
の
で
あ
れ
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
︑
何
か
が
し
た
い
と
い
う
欲
求
と
い
う
か

た
ち
で
意
識
さ
れ
る
︒
そ
し
て
欲
求
は
当
人
に
と
っ
て
価
値
あ
る
も
の
に
向
か
う

が
︑
価
値
が
あ
り
あ
り
と
与
え
ら
れ
る
と
い
う
体
験
は
︑﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
﹄
で
は

﹁
享
受
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
衝
動
を
充
実
す
る
の
は
︑
端
的
に
言

え
ば
︑
享
受
な
の
で
あ
る
︒

と
は
い
え
︑
そ
こ
で
生
じ
る
享
受
が
ど
ん
な
体
験
で
あ
る
の
か
を
詳
し
く
説
明

し
な
い
か
ぎ
り
︑
衝
動
志
向
の
充
実
を
め
ぐ
る
問
題
に
実
質
的
に
答
え
た
こ
と
に

は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
の
手
が
か
り
を
得
る
た
め
に
︑
同
草
稿
で
の
フ
ッ
サ
ー

ル
の
記
述
を
さ
ら
に
追
っ
て
い
き
た
い
︒

こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
本
能
的
な
衝
動
と
獲
得
さ
れ
た
衝
動
は
︑
一
つ
の

実
践
の
な
か
で
絡
み
合
っ
て
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
︒
そ
の
よ
う
な
絡
み
合
い

に
つ
い
て
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
は
︑
食
事
を
例
に
と
っ
て
考
察
し
て
い
る
︒
空
腹
を
満

た
し
た
い
と
い
う
衝
動
は
そ
れ
自
体
で
は
本
能
的
な
も
の
だ
が
︑
そ
れ
が
繰
り
返

し
満
た
さ
れ
て
い
く
な
か
で
︑
や
が
て
特
定
の
味
が
私
の
気
に
入
る
こ
と
が
あ

る
︒
そ
の
よ
う
に
し
て
獲
得
さ
れ
た
好
み
の
味
へ
の
衝
動
は
︑
空
腹
を
満
た
し
た

い
と
い
う
本
能
的
衝
動
と
並
存
し
う
る
が
︑
と
き
に
は
両
者
の
あ
い
だ
に
差
異
が

生
じ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
︒

私
は
空
腹
で
あ
り
う
る
が
︑
こ
の
味
の
料
理
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
は

満
腹
に
な
る
︒
そ
し
て
こ
の
味
は
私
の
気
に
入
り
︑
そ
れ
自
体
に
お
い
て
価

値
を
も
つ
︒
私
は
こ
の
味
へ
の
切
望
を
も
つ
こ
と
が
あ
り
う
る
が
︑
私
は
満

腹
で
あ
る
︒
そ
し
て
私
は
料
理
を
食
べ
︑
こ
の
切
望
が
満
た
さ
れ
る
︒
し
か

し
そ
の
よ
う
な
満
足
は
︑
満
腹
感
な
し
に
︑
あ
る
い
は
︑
ひ
ょ
っ
と
す
る

と
︑
気
持
ち
を
乱
す
よ
う
な
不
快
な
食
べ
過
ぎ
と
い
う
仕
方
で
起
こ
る
か
も

し
れ
な
い
︒
︵
H
ua.
X
LII,86︶

空
腹
を
満
た
し
た
い
と
い
う
欲
求
と
特
定
の
料
理
が
食
べ
た
い
と
い
う
欲
求
が
︑

い
つ
で
も
調
和
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
︒
と
き
に
私
は
︑
空
腹
を
満
た
す
こ
と
よ

り
も
特
定
の
料
理
を
食
べ
る
こ
と
を
優
先
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
︑
あ
る
い
は
空

腹
が
満
た
さ
れ
た
上
で
も
な
お
特
定
の
料
理
を
食
べ
続
け
た
い
と
思
う
か
も
し
れ

な
い
︒
そ
の
よ
う
な
特
定
の
味
へ
の
﹁
切
望
︵
Sehnsucht︶
﹂
︱
︱
不
快
を
伴
う

こ
と
が
分
か
っ
て
い
て
も
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
切
実
な
欲
求
︱
︱

も
︑
た
だ
飢
え
を
満
た
し
た
い
と
い
う
差
し
迫
っ
た
食
欲
も
︑
ど
ち
ら
も
私
た
ち

を
衝
き
動
か
す
衝
動
の
発
露
で
あ
る
︒
衝
動
は
︑
必
ず
し
も
選
り
好
み
を
し
な
い

闇
雲
な
も
の
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
︒
だ
か
ら
こ
そ
私
た
ち
は
︑
選
り
好
み
を

し
た
結
果
と
し
て
気
持
ち
を
乱
す
よ
う
な
﹁
不
快
な
食
べ
過
ぎ
︵
die
unlustige

Ü
bersättigung
︶
﹂
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
重
要
な
の
は
︑
不
快
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
こ
で
は
た
し
か
に
獲
得
さ
れ
た
衝
動
が
充
実
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
︒

も
し
仮
に
感
覚
的
な
快
・
不
快
を
数
値
化
で
き
る
の
だ
と
し
た
ら
︑
満
腹
の
限

度
を
超
え
て
好
物
を
食
べ
つ
づ
け
る
過
程
で
︑
い
つ
か
不
快
の
大
き
さ
が
快
の
大

き
さ
を
上
回
る
と
き
が
く
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
好
物
へ
の
切
望

は
充
実
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
切
望
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た

衝
動
を
充
実
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
単
に
快
を
感
じ
る
こ
と
で
は
な
い
︒
そ
こ
で

衝
動
の
充
実
を
説
明
す
る
た
め
の
概
念
と
し
て
︑﹁
快
﹂
に
代
わ
っ
て
﹁
享
受
﹂

フ
ッ
サ
ー
ル
の
享
受
論

一
〇
三
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へ
の
言
及
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

料
理
を
︑
ま
さ
に
そ
の
内
容
を
も
っ
た
味
覚
欲
望
の
目
標
と
し
て
表
象
す
る

こ
と
は
︑
お
な
じ
み
の
仕
方
で
私
の
気
に
入
る
何
か
︑
そ
し
て
私
が
今
ふ
た

た
び
享
受
し
た
い
︹
genieß
en
m
öchten
︺
何
か
を
表
象
す
る
こ
と
で
あ
る
︒

︵
H
ua.
X
LII,86︶

こ
こ
で
は
食
事
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
︑
genieß
en
を
﹁
享
受
す
る
﹂

で
は
な
く
﹁
味
わ
う
﹂
と
訳
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
︒
享
受
す
る
こ
と
︵
味
わ
う
こ

と
︶
は
快
と
部
分
的
に
は
重
な
り
合
う
が
完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
た

と
え
快
さ
が
確
約
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
︑
私
は
と
に
か
く
そ
れ
を
味
わ
い
た

い
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
本
稿
第
一
節
で
は
︑﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
﹄
に
お
い
て
﹁
享
受
﹂
を
説
明

す

る

文

脈

で
﹁
屈

す

る

こ

と
︵
nachgeben
︶
﹂
や
﹁
没

頭

す

る

こ

と

︵
hingeben
︶
﹂
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
た
︒
こ
れ
ら

の
語
は
︑
実
は
目
下
の
草
稿
に
お
い
て
も
登
場
し
て
い
る
︵
H
ua.
X
LII,87︶
︒
料

理
を
味
わ
う
と
い
う
こ
と
は
︑
単
に
味
覚
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
説
明

し
尽
く
せ
な
い
︒
感
じ
ら
れ
た
味
覚
が
私
を
魅
了
し
︑
そ
の
魅
了
に
屈
し
て
そ
こ

に
没
頭
す
る
と
き
に
︑
私
は
そ
れ
を
享
受
す
る
︵
味
わ
う
︶
︒
私
の
屈
伏
の
程
度

が
強
い
と
き
に
は
︑
享
受
に
伴
う
不
快
︵
食
べ
過
ぎ
に
よ
る
胸
の
む
か
つ
き
や
腹
の

苦
し
さ
な
ど
︶
も
︑
そ
こ
で
の
体
験
を
価
値
判
断
へ
と
高
め
よ
う
と
い
う
理
論
的

関
心
も
︑
私
を
享
受
の
対
象
か
ら
引
き
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
よ

う
に
︑
味
覚
を
感
じ
る
こ
と
に
も
快
を
感
じ
る
こ
と
に
も
還
元
で
き
な
い
独
自
の

体
験
を
表
わ
す
た
め
に
︑
享
受
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

三

む
す
び
に
か
え
て
︱
︱
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
享
受
論
と
の
比
較

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
本
稿
の
目
的
は
﹁
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
﹁
享
受
﹂
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
も
ち
︑
そ
れ
を
自
ら
の
現
象
学
の
う
ち
に
ど
の
よ
う

に
位
置
づ
け
て
い
た
の
か
﹂
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
本

稿
は
︑
主
と
し
て
一
九
一
〇
年
代
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
テ
キ
ス
ト
を
典
拠
と
し
て
彼

の
享
受
論
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
通
じ
て
︑
こ
の
問
い
に
取
り
組
ん
で
き
た
︒
そ

れ
に
よ
り
判
明
し
た
こ
と
は
︑
ま
ず
﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
﹄
︵
一
九
一
二
～
一
五
︶
に
お

い
て
︑﹁
享
受
﹂
が
理
論
と
実
践
の
両
側
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
︵
本
稿
第
一
節
︶
︒
理
論
的
側
面
に
関
し
て
言
え
ば
︑
享
受
は
そ
こ
に
お

い
て
価
値
が
根
源
的
に
与
え
ら
れ
る
体
験
と
し
て
説
明
さ
れ
︑
そ
れ
が
価
値
判
断

を
根
拠
づ
け
る
と
い
う
役
割
を
果
た
す
と
さ
れ
る
︒
他
方
で
実
践
的
側
面
に
関
し

て
言
え
ば
︑
享
受
は
︑
主
観
が
対
象
に
﹁
魅
了
﹂
と
い
う
仕
方
で
引
き
つ
け
ら
れ

る
こ
と
か
ら
始
ま
る
実
践
的
活
動
の
目
的
と
し
て
説
明
さ
れ
る
︒
こ
の
と
き
享
受

は
︑
対
象
か
ら
の
魅
了
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
た
主
観
の
欲
求
を
充
実
す
る
と

い
う
役
割
を
果
た
す
と
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
次
に
本
稿
は
︑
一
九
一
六
～
一
八
年
に

執
筆
さ
れ
た
草
稿
﹁
本
能
的
な
行
い
﹂
に
即
し
て
︑
こ
の
充
実
に
関
す
る
フ
ッ

サ
ー
ル
の
立
場
を
示
し
た
︵
本
稿
第
二
節
︶
︒
同
草
稿
に
よ
れ
ば
︑
何
か
が
欲
し

い
・
し
た
い
と
い
う
欲
求
は
︑
と
き
と
し
て
漠
然
と
し
た
も
の
で
も
あ
り
う
る
よ

う
な
何
ら
か
の
表
象
か
ら
の
衝
き
動
か
し
に
よ
っ
て
生
じ
る
﹁
衝
動
﹂
に
ほ
か
な

ら
な
い
︒
そ
し
て
こ
う
し
た
衝
動
・
欲
求
に
お
い
て
は
︑
そ
れ
が
向
か
う
先
に
あ

る
も
の
が
当
人
に
と
っ
て
価
値
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
︒
そ
の
価
値
が
与
え
ら
れ
る

体
験
と
し
て
の
享
受
は
︑
知
覚
や
快
の
感
覚
か
ら
区
別
さ
れ
る
独
自
の
体
験
で
あ

る
︒
そ
の
独
自
さ
は
料
理
を
味
わ
う
と
い
う
事
例
に
即
し
て
説
明
さ
れ
た
が
︑
同

様
の
説
明
は
他
の
事
例
に
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
︒
味
わ
う
こ
と
︑
見
惚
れ
る
こ

と
︑
聞
き
惚
れ
る
こ
と
︑
香
り
や
触
り
心
地
に
魅
了
さ
れ
る
こ
と
︱
︱
フ
ッ
サ
ー

一
〇
四
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ル
の
享
受
論
の
意
義
は
︑
こ
う
し
た
経
験
を
理
論
と
実
践
の
両
面
か
ら
記
述
す
る

た
め
の
理
論
と
し
て
︑
彼
の
現
象
学
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
ひ
と

ま
ず
本
稿
で
確
認
で
き
た
の
は
彼
の
享
受
論
の
初
期
形
態
で
あ
る
た
め
︑
そ
の
一

九
二
〇
年
代
・
三
〇
年
代
に
お
け
る
展
開
を
た
ど
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
し
た

い
︒最

後
に
︑
本
稿
で
再
構
成
で
き
た
か
ぎ
り
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
享
受
論
を
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
の
そ
れ
と
対
比
し
て
み
た
い
︒
と
い
う
の
も
︑
周
知
の
と
お
り
﹁
享
受

︵
jouissance︶
﹂
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
現
象
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
た
め
︑
両
者
を

見
比
べ
る
こ
と
で
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
の
享
受
論
を
よ
り
広
い
文
脈
に
お
い
て
評
価
で

き
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
︒

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
享
受
論
と
し
て
は
︑
さ
し
あ
た
り
彼
の
第
一
の
主
著
で
あ
る

﹃
全
体
性
と
無
限
﹄
︵
一
九
六
一
︶
第
Ⅱ
部
を
参
照
し
て
み
よ
う(

)
︒
そ
こ
で
の
レ

3

ヴ
ィ
ナ
ス
の
主
張
は
︑
大
き
く
分
け
て
以
下
の
三
つ
の
点
で
フ
ッ
サ
ー
ル
と
対
立

し
て
い
る
︒

①
享
受
と
表
象
の
関
係

第
一
の
対
立
点
は
︑
享
受
が
表
象
に
基
づ
い
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
で
あ

る
︒﹁
享
受
﹂
概
念
が
導
入
さ
れ
る
﹃
全
体
性
と
無
限
﹄
第
Ⅱ
部
Ａ
２
は
︑
次
の

よ
う
な
文
章
か
ら
始
ま
る
︒

私
た
ち
は
﹁
お
い
し
い
ス
ー
プ
﹂︑
空
気
︑
陽
光
︑
見
世
物
︑
労
働
︑
想
念
︑

睡
眠
︑
等
々
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
表
象
の
対
象
で
は
な
い
︒

私
た
ち
は
︑
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
か
ら
だ
︒(

)
4

こ
こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
︑﹁
享
受
﹂
を
﹁
⁝
に
よ
っ
て
生
き
る
︵
vivre
de⁝
︶
﹂

と
言
い
換
え
︑
さ
ら
に
そ
の
内
容
を
な
す
空
気
や
陽
光
な
ど
が
﹁
表
象
の
対
象
﹂

で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
︒
そ
の
理
由
は
︑
同
書
に
お
け
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
︑

フ
ッ
サ
ー
ル
の
﹁
表
象
﹂
概
念
を
︑
基
本
的
に
は
﹁
客
観
化
作
用
︵
l’acte

objectivant︶
﹂
と
い
う
意
味
で
理
解
し
て
い
る
か
ら
だ(

)
︒
実
際
の
と
こ
ろ
﹃
論
理

5

学
研
究
﹄
︵
一
九
〇
〇
／
〇
一
︶
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
見
解
に
よ
れ
ば
︑
表
象
は
客

観
化
作
用
の
典
型
と
し
て
︑
つ
ま
り
何
か
を
理
論
的
探
究
の
た
め
の
対
象
︵
客

観
︶
と
す
る
作
用
の
一
種
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た(
)
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
享
受
の
根
底

6

に
表
象
が
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
︑
享
受
を
理
論
的
志
向
性
に
従
属
さ
せ
る
こ

と
に
な
る
︒
そ
の
よ
う
な
見
方
に
対
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
︑
享
受
が
理
論
に
も
実

践
に
も
先
立
つ
﹁
私
の
生
を
満
た
す
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
内
実
に
つ
い
て
の
究
極
的

な
意
識
﹂
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
だ
っ
た(

)
︒

7

た
だ
し
本
稿
第
二
節
で
見
た
よ
う
に
︑
享
受
に
つ
い
て
論
じ
る
と
き
の
フ
ッ

サ
ー
ル
は
︑
そ
の
根
底
に
あ
る
表
象
を
︑
理
論
的
志
向
性
の
始
端
と
見
な
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
表
象
は
︑
主
観
を
衝
き
動
か
す
﹁
そ
れ
︵
es︶
﹂
の

正
体
と
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
と
は
い
え
た
し
か
に
︑
そ
の
よ
う
に

未
規
定
な
何
も
の
か
を
本
当
に
表
象
と
見
な
す
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
は

疑
問
も
残
る
︒
そ
の
一
方
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
場
合
に
は
︑
表
象
を
初
め
と
し
た
い

か
な
る
客
観
化
作
用
の
対
象
で
も
な
い
よ
う
な
享
受
の
対
象
は
︑
い
か
な
る
権
利

で
﹁
対
象
︵
客
観
)
(
)
﹂
と
呼
ば
れ
う
る
の
か
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
︒

8

ま
た
︑
特
定
の
料
理
を
強
く
欲
す
る
と
き
の
よ
う
に
︑
享
受
の
対
象
が
と
き
に
特

定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
事
態
を
説
明
で
き
る
と
い
う
点
で
は
︑
フ
ッ
サ
ー

ル
の
説
明
に
も
そ
れ
な
り
の
理
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
享
受
と
い
う
体
験

は
何
か
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
志
向
性
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ

れ
が
向
か
う
先
に
あ
る
も
の
に
関
し
て
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
ど
ち
ら

の
説
明
が
適
切
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
︒

フ
ッ
サ
ー
ル
の
享
受
論

一
〇
五
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②
享
受
の
範
囲

第
二
の
対
立
点
は
︑
享
受
が
生
の
全
面
に
及
ぶ
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
︒
先

述
の
よ
う
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
は
︑﹁
生
を
満
た
す
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
内
実
﹂

が
享
受
の
対
象
と
な
る
︒
そ
こ
で
享
受
さ
れ
る
も
の
は
︑
パ
ン
や
空
気
な
ど
の
外

的
な
も
の
に
限
ら
れ
な
い
︒
そ
れ
ら
は
生
を
養
う
糧
と
し
て
享
受
の
対
象
に
な
る

が
︑
彼
に
よ
れ
ば
︑
そ
れ
ら
を
獲
得
す
る
た
め
の
自
分
の
活
動
も
ま
た
享
受
の
対

象
と
な
る
︒

糧
と
の
関
わ
り
の
う
ち
に
は
︑
対
象
と
の
関
わ
り
が
あ
る
一
方
で
︑
同
じ
く

生
を
養
い
︑
生
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
の
関
わ
り
と
の
関
わ
り
が
同
時
に

存
在
す
る
︹
⁝
︺︒
行
為
が
み
ず
か
ら
の
活
動
性
そ
の
も
の
を
糧
に
す
る
こ

の
仕
方
が
︑
ま
さ
に
享
受
で
あ
る
︒(

)
9

こ
う
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
は
︑
外
的
な
も
の
で
あ
れ
そ
れ
を
得
る
た
め
の

活
動
で
あ
れ
︑
生
を
織
り
な
す
す
べ
て
の
も
の
ご
と
が
享
受
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
対

し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
︑
享
受
は
あ
く
ま
で
私
の
﹁
気
に
入
る
﹂
も
の
に
よ
っ

て
の
み
達
成
さ
れ
る
体
験
で
あ
っ
た
︒
フ
ッ
サ
ー
ル
の
想
定
し
て
い
る
享
受
は
知

覚
と
並
列
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
あ
く
ま
で
生
の
特
定
の
場
面
で
特
定
の
志
向

を
充
実
す
る
働
き
に
す
ぎ
な
い
︒

た
だ
し
本
稿
第
二
節
で
検
討
し
た
﹁
本
能
的
な
行
い
﹂
草
稿
に
お
い
て
は
︑

﹁
生
の
プ
ロ
セ
ス
と
は
︑
間
断
な
く
衝
き
動
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
﹂
︵
H
ua.

X
LII,87︶
等
の
発
言
が
見
い
だ
さ
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
こ
の
時
期
の
フ
ッ
サ
ー

ル
が
︑
衝
動
︵
お
よ
び
そ
の
充
実
と
し
て
の
享
受
︶
を
︑
可
能
な
か
ぎ
り
広
い
意

味
で
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
︒
さ
ら
に
後
年
に
フ
ッ
サ
ー

ル
は
︑
リ
ン
ゴ
を
食
べ
る
と
い
う
活
動
に
関
し
て
︑
リ
ン
ゴ
だ
け
で
な
く
︑
食
べ

る
こ
と
︵
嚙
み
ち
ぎ
り
︑
嚙
み
砕
き
︑
咀
嚼
し
て
い
く
こ
と
︶
も
享
受
の
対
象
と

な
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
︵
vgl.H
ua.
X
LII,94︶
︒
そ
の
よ
う
に
享
受
を
衝

動
と
の
関
連
で
幅
広
く
捉
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
︑
お
よ
び
活
動
そ
の
も
の
が
享
受

の
対
象
と
な
る
と
い
う
発
想
に
関
し
て
言
え
ば
︑
実
は
フ
ッ
サ
ー
ル
と
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
の
距
離
は
見
か
け
ほ
ど
遠
く
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
︒

③
享
受
論
を
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
か

た
だ
し
別
の
と
こ
ろ
に
目
を
転
じ
る
な
ら
︑
依
然
と
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
と
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
の
あ
い
だ
に
は
無
視
で
き
な
い
隔
た
り
が
あ
る
︒
そ
れ
が
彼
ら
の
第
三

の
対
立
点
︑
す
な
わ
ち
享
受
論
を
ど
の
よ
う
な
方
向
に
展
開
す
る
か
と
い
う
点
で

あ
る
︒

﹃
全
体
性
と
無
限
﹄
の
構
成
に
お
い
て
︑
第
Ⅱ
部
の
享
受
論
は
︑
顔
と
の
出
会

い
を
め
ぐ
る
第
Ⅲ
部
の
他
者
論
に
つ
な
が
っ
て
い
る
︒
渡
名
喜
に
よ
れ
ば
︑
こ
の

つ
な
が
り
は
単
な
る
享
受
論
か
ら
他
者
論
へ
の
﹁
乗
り
越
え
﹂
で
は
な
く
︑﹁
つ

ね
に
反
転
可
能
な
表
裏
の
関
係
﹂
で
あ
る(

)
︒
た
し
か
に
享
受
に
よ
っ
て
私
が
分
離

10

し
た
仕
方
で
存
在
す
る
こ
と
は
他
者
と
出
会
う
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
り
︑
か

つ
︑
他
者
と
出
会
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
私
の
享
受
が
全
面
的
に
停
止
す
る
こ
と
は

な
い
︒
そ
の
よ
う
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
︑
享
受
論
を
他
者
論
と
並
ぶ
も
の
と
し
て
︑

二
つ
の
理
論
の
関
係
を
丹
念
に
論
じ
よ
う
と
し
て
い
た
︒

で
は
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
た
し
か
に
彼
も
︑
感
性
的
な

レ
ベ
ル
で
の
享
受
を
手
放
し
で
肯
定
す
る
こ
と
は
な
い
︒
世
界
の
な
か
の
諸
対
象

に
惚
れ
込
む
こ
と
は
生
の
重
要
な
一
契
機
だ
と
し
て
も
︑
生
の
全
て
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
本
稿
第
二
節
で
紹
介
し
た
﹁
本
能
的
な
行
い
﹂
草

稿
の
執
筆
直
後
の
一
九
一
七
年
か
ら
一
八
年
に
か
け
て
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
は
﹁
フ
ィ

ヒ
テ
の
人
間
の
理
想
﹂
と
題
し
た
講
演
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒

実
際
の
と
こ
ろ
︑
感
性
界
を
絶
対
的
現
実
と
確
信
し
て
い
る
素
朴
な
独
断
論

一
〇
六
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者
は
︑
ま
さ
に
こ
の
確
信
ゆ
え
に
︑
実
践
の
場
面
で
も
感
性
的
人
間
に
な

り
︑
こ
の
地
上
の
世
界
の
奴
隷
に
な
る
︒
快
楽
と
苦
痛
︑
欲
望
と
享
受
の
な

か
で
︑
独
断
論
者
は
常
に
地
上
の
世
界
に
関
係
づ
け
ら
れ
︑
そ
こ
に
依
存
し

て
い
る
︒
そ
の
よ
う
な
感
性
的
人
間
と
し
て
︑
独
断
論
者
は
常
に
何
か
を
欲

し
て
お
り
︑
希
望
と
恐
怖
と
の
あ
い
だ
で
翻
弄
さ
れ
︑
ず
っ
と
浄
福
に
至
ら

な
い
ま
ま
で
あ
る
︒
︵
H
ua.
X
X
V
,279︶

こ
こ
で
の
発
言
は
︑
直
接
的
に
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
の
紹
介
で
あ
る
︒
し
か
し
︑

感
性
で
捉
え
ら
れ
る
世
界
が
主
観
か
ら
独
立
に
そ
れ
自
体
で
存
在
し
て
い
る
と
考

え
る
﹁
素
朴
な
﹂
独
断
論
者
の
姿
は
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
が
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て

乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
た
自
然
的
態
度
に
お
け
る
人
間
の
姿
と
大
き
く
重
な

る
︒
さ
ら
に
こ
こ
で
は
︑
そ
う
し
た
態
度
が
理
論
だ
け
で
な
く
実
践
に
ま
で
影
響

を
及
ぼ
し
︑
感
性
的
な
快
楽
や
享
受
だ
け
を
欲
求
す
る
よ
う
な
﹁
地
上
の
世
界
の

奴
隷
﹂
を
作
り
出
し
て
し
ま
う
と
さ
れ
る
︒
そ
の
よ
う
な
態
度
か
ら
の
転
換
に

よ
っ
て
フ
ィ
ヒ
テ
が
導
こ
う
と
し
て
い
た
の
は
︑﹁
浄
福
︵
Seligkeit︶
﹂︑
す
な
わ

ち
﹁
不
変
に
し
て
永
遠
な
る
も
の
と
の
一
致(

)
﹂
で
あ
っ
た
︒

11

こ
の
講
演
が
第
一
次
世
界
大
戦
に
赴
く
学
生
の
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
そ
こ
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
発
言
は
慎
重
な
検
討
を
要
す

る
︒
フ
ィ
ヒ
テ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
立
場
を
完
全
に
重
ね
て
よ
い
か
ど
う
か(

)
︑
当
該

12

の
状
況
下
で
フ
ィ
ヒ
テ
に
言
及
す
る
こ
と
が
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
か

︱
︱
こ
れ
ら
は
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
べ
き
問
題
だ
ろ
う
︒
少
な
く
と
も
こ
こ

で
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
︑
こ
の
時
期
の
フ
ッ
サ
ー
ル
が
感
性
的
な
水
準
で

の
享
受
を
論
じ
る
と
き
に
は
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
が
か
り
そ
め
の
幸
福

で
し
か
な
い
と
い
う
フ
ィ
ヒ
テ
の
問
題
提
起
が
念
頭
に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
こ
と
だ
︒
本
稿
第
二
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
こ
の
時
期
の
フ
ッ
サ
ー
ル

は
︑﹁
料
理
へ
の
切
望
︵
die
Sehnsucht
nach
der
Speise︶
﹂
や
そ
れ
を
味
わ
う
と

い
う
意
味
で
の
﹁
享
受
﹂
に
つ
い
て
熱
心
に
考
察
し
て
い
た
︵
H
ua.
X
LII,86︶
︒

そ
の
際
に
彼
が
そ
れ
ら
と
対
置
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
︑
フ
ィ
ヒ
テ
が
述
べ

て
い
る
よ
う
な
﹁
永
遠
な
る
も
の
へ
の
切
望
︵
die
Sehnsucht
nach
dem

E
w
igen
︶
﹂
や
そ
れ
と
一
致
す
る
と
い
う
意
味
で
の
﹁
享
受
﹂
で
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い(

)
︒
フ
ッ
サ
ー
ル
の
享
受
論
は
︑
さ
し
あ
た
り
は
感
性
的
な
水
準
の
記
述

13

に
取
り
組
み
つ
つ
も
︑
そ
れ
を
土
台
と
し
て
︑﹁
永
遠
な
る
も
の
﹂
の
水
準
へ
と

上
昇
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

し
か
し
最
後
に
私
見
を
述
べ
る
な
ら
ば
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
の
記
述
力
の
真
骨
頂

は
︑
食
べ
過
ぎ
た
り
︑
散
歩
に
行
っ
て
青
空
を
眺
め
た
り
︑
不
意
に
ピ
ア
ノ
が
弾

き
た
く
な
っ
た
り
す
る
よ
う
な
私
た
ち
の
日
々
の
有
様
を
描
く
と
き
に
表
れ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
対
象
か
ら
の
刺
激
に
屈
す
る
こ
と
が
地
上
の
世
界
の
奴
隷

に
な
る
こ
と
だ
と
し
て
も
︑
や
は
り
私
は
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
に
愛
着
し
︑
自
ら
進

ん
で
そ
れ
に
没
頭
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
︒
フ
ッ
サ
ー
ル
の
享
受
論
を
通
し
て
細

や
か
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
そ
の
よ
う
な
人
間
の
姿
で
あ
っ
た
︒

凡
例

・
フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
︑
バ
イ
エ
ル
ン
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
全
集

︵
G
esam
tausgabe
der
B
ayerischen
A
kadem
ie
der
W
issenschaften：

G
A
︶
の
巻
数
と
頁
数
を
示
す
︒

・
フ
ッ

サ
ー

ル

か

ら

の

引

用

に

際

し

て

は
︑﹃
フ
ッ

サ
ー

ル

全

集

︵
H
usserliana：
H
ua︶﹄
の
巻
数
と
頁
数
を
示
す
︒
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﹀
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澄
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収
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二
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注(
)
F
errarello
は
こ
う
し
た
実
践
的
活
動
を
﹁
実
践
的
志
向
﹂
と
し
て
︑
と
り
わ
け
﹁
空

1

腹
を
感
じ
る
﹂
と
い
う
感
情
か
ら
﹁
食
事
に
行
く
﹂
と
い
う
実
践
へ
至
る
プ
ロ
セ
ス
に

即
し
て
説
明
し
て
い
る
︵
F
errarello
2016,pp.135-136︶
︒
な
お
﹁
実
践
的
志
向
﹂
と

い
う
語
は
︑
次
節
で
紹
介
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
草
稿
に
も
登
場
す
る
︵
H
ua.X
LII,

87︶︒

(
)
ナ
ミ
ン
・
リ
ー
に
よ
れ
ば
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
の
後
期
哲
学
に
お
い
て
は
︑
衝
動
の
志
向
が

2

﹁
快
い
も
の
︵
Lustvolles︶
﹂
に
向
け
ら
れ
︑
そ
れ
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
﹁
緊
張

の
緩
和
︵
E
ntspannung
︶
﹂
に
よ
っ
て
充
実
に
至
る
と
い
う
見
解
が
提
示
さ
れ
︑
同
様

の
見
解
が
知
覚
の
志
向
の
充
実
に
ま
で
拡
張
さ
れ
る
︵
Lee
1993,p.89︶︒
こ
れ
に
対

し
て
本
稿
が
主
張
し
た
い
の
は
︑
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
︑
快
さ
が
衝
動
の
充
実
に
常

に
伴
う
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

(
)
『全
体
性
と
無
限
﹄
の
み
な
ら
ず
﹃
存
在
の
彼
方
へ
﹄
の
享
受
論
に
も
目
を
向
け
︑
と
り

3

わ
け
後
者
の
享
受
論
を
﹁
傷
つ
き
や
す
さ
﹂
と
の
関
連
で
論
じ
た
研
究
と
し
て
︑
平
石

二
〇
二
二
を
参
照
︒
と
り
わ
け
本
稿
は
︑﹁
苦
痛
は
享
受
の
対
蹠
点
に
見
い
だ
さ
れ
る
の

で
は
な
い
︒
そ
れ
は
︑
あ
る
意
味
で
は
︑
享
受
ゆ
え
に
︑
享
受
そ
の
も
の
か
ら
︑
生
じ

る
の
で
あ
る
﹂
︵
平
石
二
〇
二
二
︑
一
九
九
頁
︶
と
い
う
主
張
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
︒

(
)
Levinas
2008,p.112
／
藤
岡
訳
一
九
一
頁

4(
)
Levinas
2008,p.127
／
藤
岡
訳
二
一
五
頁

5(
)
特
に
﹃
論
理
学
研
究
﹄
第
二
巻
第
五
研
究
を
参
照
︒

6(
)
Levinas
2008,p.114
／
藤
岡
訳
一
九
四
頁

7(
)
｢享
受
の
対
象
︵
objets
de
jouissance
︶﹂
と
い
う
語
句
は
︑
例
え
ば

Levinas
2008,

8

p.112
／
藤
岡
訳
一
九
二
頁
に
登
場
す
る
︒

(
)
Levinas
2008,p.114
／
藤
岡
訳
一
九
三
頁

9(
)
渡
名
喜
二
〇
二
一
︑
三
五
五
頁

10(
)
G
A
I/9,62
／
高
橋
訳
三
〇
頁

11(
)
フ
ィ
ヒ
テ
講
演
を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
展
開
の
中
に
位
置
づ
け
た
研
究
と
し
て
は

H
ahn

12

2014
を
参
照
︒
ハ
ー
ン
に
よ
れ
ば
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
は
主
観
性
が
﹁
実
践
的
な
本
性
﹂
を

も
つ
と
い
う
主
張
︑
お
よ
び
﹁
本
能
的
な
衝
動
﹂
の
レ
ベ
ル
か
ら
高
次
の
レ
ベ
ル
へ
の

主
観
性
の
進
展
を
説
く
と
い
う
発
想
を
フ
ィ
ヒ
テ
と
共
有
し
て
い
る
︵
H
ahn
2014,p.

300,305︶︒

(
)
G
A
I/9,59
／
高
橋
訳
二
五
頁

13

(
本
学
文
学
部
准
教
授
)
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