
〈ま
な
ざ
さ
れ
る
﹀
脆
さ
と
加
害
性

︱
︱
安
部
公
房
﹃
他
人
の
顔
﹄
論

岩

本

知

恵

は
じ
め
に

安
部
公
房
﹃
他
人
の
顔
﹄
は
奇
怪
な
小
説
で
あ
る
︒﹃
群
像
﹄
︵
一
九
六
四
年
一

月
︶
に
掲
載
さ
れ
︑
顔
や
仮
面
に
関
す
る
省
察
な
ど
が
大
き
く
加
筆
さ
れ
た
う
え

で
︑
同
年
九
月
︑
講
談
社
よ
り
単
行
本
が
刊
行
さ
れ
た(

)

本
作
は
︑
実
験
中
の
事
故

1

に
よ
っ
て
顔
面
が
﹁
ケ
ロ
イ
ド
の
蛭
﹂
に
覆
わ
れ
て
し
ま
っ
た
﹁
ぼ
く
﹂
が
︑
他

人
︵
特
に
妻
︶
と
の
関
係
性
を
修
復
す
べ
く
︑
本
物
の
顔
の
よ
う
に
見
え
る
仮
面

を
作
り
︑
別
人
に
な
り
切
っ
て
二
重
生
活
を
す
る
と
い
う
話
で
あ
る
︒﹁
ぼ
く
﹂

が
目
指
す
妻
と
の
関
係
修
復
は
︑
主
に
性
交
の
達
成
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
︒
そ
れ

ゆ
え
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
妻
と
の
性
交
の
達
成
が
同
時
に
間
男
と
の
情
事
を
目
撃
す
る

関
係
で
も
あ
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
葛
藤
し
︑
悩
み
︑
と
う
と
う
仮
面
の
秘
密
を

妻
に
向
け
て
告
白
す
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
妻
と
の
関
係
性
の
修
復
を
目
指
し
た
﹁
ぼ

く
﹂
の
告
白
は
失
敗
す
る
︒
妻
は
︑
仮
面
の
男
が
﹁
ぼ
く
﹂
で
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
い
た
と
告
げ
︑﹁
ぼ
く
﹂
の
欺
瞞
を
告
発
し
た
上
で
失
踪
す
る
の
だ
︒
打
ち
の

め
さ
れ
た
﹁
ぼ
く
﹂
は
妻
を
襲
う
た
め
︑
空
気
拳
銃
を
手
に
取
る
︒

本
作
は
安
部
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
た
め
︑
先
行
論
の
切
り
口
は
多
岐
に
わ

た
り
︑
す
べ
て
を
概
括
す
る
の
は
難
し
い
が
︑
特
に
同
時
代
に
お
い
て
は
自
己
疎

外
論
の
文
脈
で
読
み
解
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た(

)

︒
こ
う
し
た
指
摘
は
︑
太
田
草

2

子(

)

や
片
野
智
子
の
概
括
に
詳
し
い
︒
特
に
片
野
は
︑﹁
顔
の
喪
失
﹂
を
﹁
何
ら
か

3の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
﹂
読
解
し
て
し
ま
う
こ
と
を
批
判
し
つ
つ
︑﹁
比
喩
と
し

て
で
は
な
い
顔
﹂
が
根
源
的
に
持
つ
﹁
自
己
疎
外
性
﹂
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る(

)

︒
4

片
野
の
言
う
通
り
﹁
顔
の
喪
失
﹂
を
比
喩
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ

る
︒
し
か
し
︑
片
野
の
論
が
主
に
表
情
を
問
題
に
し
て
い
る
点
に
は
注
意
が
必
要

だ
ろ
う
︒
失
わ
れ
る
前
か
ら
︑
顔
が
元
来
自
己
疎
外
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
片
野
の
み
な
ら
ず
︑
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
の
先
行
研
究
は
︑
顔
を
︑

表
情
や
人
格
の
座
と
い
う
抽
象
的
機
能
と
し
て
論
じ
て
き
た
︒
顔
に
関
す
る
哲
学

と
し
て
は
︑
鷲
田
の
他
に
︑
和
辻
哲
郎
﹁
面
と
ペ
ル
ソ
ナ
﹂
︵﹃
思
想
﹄
一
九
三
五

年
六
月
︶
や
坂
部
恵
﹃
仮
面
の
解
釈
学
﹄
︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
七
六
年
一
月
︶

が
援
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く(

)

︑
顔
が
人
間
存
在
の
﹁
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
﹂
と
し
て
見

5

な
さ
れ
︑
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
密
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
特
権
的
な
部
位
で
あ

る
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
て
き
た
︒

表
情
で
あ
れ
︑
人
格
で
あ
れ
︑﹁
顔
の
喪
失
﹂
が
意
味
す
る
の
は
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
喪
失
で
あ
る
と
い
う
観
点
は
重
要
で
は
あ
る
︒
し
か
し
︑
容
貌
の
問

題
を
算
入
す
る
こ
と
な
し
に
︑
他
人
の
顔
に
お
け
る
顔
の
問
題
は
解
明
で
き
な

い
︒
と
い
う
の
も
︑﹁
ぼ
く
﹂
の
言
及
と
は
裏
腹
に
︑﹁
ぼ
く
﹂
は
顔
を
喪
失
な
ど

し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒﹁
ケ
ロ
イ
ド
の
蛭
﹂
に
覆
わ
れ
た
顔
貌
に
な
っ
た
と

し
て
も
︑
そ
れ
は
彼
の
新
し
い
顔
と
な
る
は
ず
だ
︒
ま
た
︑
表
情
も
残
っ
て
い

る
︒
己
の
醜
く
変
貌
し
て
し
ま
っ
た
顔
を
隠
す
た
め
の
覆
面
の
機
能
こ
そ
が
﹁
イ

ン
デ
ッ
ク
ス
﹂
や
表
情
の
消
去
な
の
で
あ
り
︑
彼
が
失
っ
た
の
は
顔
と
い
う
象
徴

的
機
能
で
は
な
い
︒

〈ま
な
ざ
さ
れ
る
﹀
脆
さ
と
加
害
性
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『他
人
の
顔
﹄
が
戦
争
の
記
憶
や
人
種
問
題
の
痕
跡
を
潜
性
さ
せ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
た
の
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
カ
リ
チ
マ
ン(

)

で
あ
る
︒
カ
リ
チ
マ
ン
は
︑
作
品

6

が
﹁
人
種
と
は
︑
よ
く
あ
る
よ
う
に
生
物
学
的
な
座
標
で
理
解
す
べ
き
も
の
で
は

な
い
﹂
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
述
べ
る
︒
加
え
て
友
田
義
行
が
︑
映
画
版
の

﹃
他
人
の
顔
﹄
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
挿
話
︑﹁
愛
の
片
側
﹂
に
つ
い
て
論

じ
︑﹁
原
爆
乙
女
﹂
と
い
う
被
爆
者
女
性
表
象
に
刻
み
込
ま
れ
た
ス
テ
ィ
グ
マ
を

読
み
解
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る(

)

︒
こ
の
論
お
よ
び
映
画
を
逆
輸
入
す
る
形
で
小
説

7

に
向
き
合
う
と
︑﹁
ぼ
く
﹂
の
受
け
た
傷
が
︑
抽
象
的
な
﹁
顔
の
喪
失
﹂
な
ど
で

は
な
く
︑
生
々
し
い
傷
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑﹁
ぼ
く
﹂

が
経
験
し
て
い
る
の
は
顔
＝
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
喪
失
な
ど
で
は
な
く
︑
顔
＝

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
刻
ま
れ
た

傷
ス
テ
ィ
グ
マ

な
の
だ
︒

だ
と
し
た
ら
︑
こ
こ
で
重
要
な
の
は
︑
顔
に
刻
み
つ
け
ら
れ
た
傷
に
よ
っ
て
経

験
さ
れ
る
﹁
ぼ
く
﹂
の
苦
し
み
の
内
実
に
つ
い
て
︑
今
一
度
問
う
こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒﹁
ぼ
く
﹂
の
苦
悩
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
喪
失
に
よ
る
も
の
で
は

な
い
の
な
ら
︑﹁
ぼ
く
﹂
の
目
指
す
﹁
他
人
と
の
通
路
﹂
の
回
復
は
︑
別
の
意
味

を
持
っ
て
く
る
は
ず
だ
︒
妻
と
の
通
路
の
回
復
を
性
交
の
達
成
に
仮
託
さ
せ
て
し

ま
う
﹁
ぼ
く
﹂
の
偏
っ
た
価
値
観
を
是
正
し
︑
解
き
ほ
ぐ
し
︑
今
一
度
﹁
ぼ
く
﹂

の
構
築
し
そ
こ
な
っ
た
﹁
他
人
と
の
通
路
﹂
を
組
み
立
て
直
す
こ
と
が
︑
本
論
の

試
み
で
あ
る
︒

一

顔
の

傷
ス
テ
ィ
グ
マ

と
ル
ッ
キ
ズ
ム

こ
れ
ま
で
﹃
他
人
の
顔
﹄
に
お
け
る
﹁
ぼ
く
﹂
の
苦
悩
の
発
端
は
︑﹁
顔
の
喪

失
﹂
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒﹁
顔
の
喪
失
﹂
は
す
な
わ
ち
表
情
の
喪
失
で
あ

り
︑
表
情
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
他
人
と
の
通
路
が
遮
断
さ
れ
る
と
い
う
論
理
展

開
は
作
中
で
繰
り
返
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
実
は
こ
の
﹁
ぼ
く
﹂
の
認
識
に
は

最
初
か
ら
大
き
な
誤
認
が
あ
る
︒

｢顔
の
喪
失
﹂
が
人
間
関
係
の
喪
失
に
直
結
す
る
こ
と
を
﹁
ぼ
く
﹂
に
指
摘
し

た
の
は
︑︽
Ｋ
高
分
子
科
学
研
究
所
︾
の
Ｋ
氏
で
あ
る
︒
彼
は
﹁
顔
と
い
う
の
は
︑

つ
ま
り
︑
表
情
の
こ
と
な
ん
で
す
よ
﹂
と
語
り
︑
顔
を
﹁
自
分
と
他
人
を
結
ぶ
通

路
﹂
と
し
て
位
置
付
け
て
い
く
︒
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
の
セ
リ
フ

が
登
場
す
る
に
至
る
前
後
関
係
で
あ
る
︒

も
し
︑
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
ら
︑
あ
な
た
は
き
っ
と
︑
一
生
を
繃
帯
し

た
ま
ま
で
送
っ
て
し
ま
う
に
ち
が
い
な
い
︒
現
に
︑
そ
う
し
て
い
る
こ
と
自

体
が
︑
い
ま
の
繃
帯
の
下
に
あ
る
も
の
よ
り
も
︑
幾
分
か
で
も
ま
し
だ
と
考

え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
証
拠
で
す
か
ら
ね
︒
ま
あ
当
分
は
︑
傷
つ
く
以
前
の
あ

な
た
の
顔
が
︑
な
ん
と
か
周
囲
の
人
々
の
記
憶
の
な
か
で
生
き
つ
づ
け
て
い

て
く
れ
る
か
ら
で
し
ょ
う
⁝
⁝
し
か
し
︑
時
間
は
︑
待
っ
て
い
て
は
く
れ
ま

せ
ん
よ
⁝
⁝
し
だ
い
に
そ
の
記
憶
も
薄
ら
い
で
い
く
⁝
⁝
さ
ら
に
︑
あ
な
た

の
顔
を
知
ら
な
い
連
中
が
次
々
に
現
れ
て
き
て
︑
つ
い
に
は
︑
繃
帯
の
約
束

手
形
に
︑
不
渡
り
が
宣
告
さ
れ
る
⁝
⁝
あ
な
た
は
︑
生
き
な
が
ら
に
し
て
︑

世
間
か
ら
葬
り
去
ら
れ
て
し
ま
う
ん
だ
︒
︵
三
三
八
頁
︶

実
は
Ｋ
氏
が
﹁
顔
の
喪
失
﹂
と
し
て
言
及
し
て
い
る
の
は
︑
繃
帯
に
よ
っ
て
傷

つ
い
た
顔
を
隠
し
て
い
る
現
状
︑
つ
ま
り
﹁
覆
面
﹂
の
こ
と
な
の
だ
︒﹁
覆
面
﹂

に
覆
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
顔
は
そ
の
下
に
︑
傷
つ
く
以
前
の
﹁
ぼ
く
﹂
の
姿

を
幻
視
さ
せ
る
機
能
を
持
つ
︒
今
現
在
の
傷
つ
い
た
顔
を
隠
し
続
け
る
こ
と
で
︑

﹁
ぼ
く
﹂
は
元
の
顔
で
あ
り
続
け
ら
れ
る
︒

し
か
し
Ｋ
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
そ
れ
は
期
限
付
き
の
機
能
で
あ
る
︒
だ
か

ら
こ
そ
Ｋ
氏
は
﹁
ぼ
く
﹂
に
治
療
を
勧
め
る
︒
し
か
し
︑
彼
の
治
療
は
︑
表
情
を

重
要
視
す
る
た
め
に
︑
傷
の
痕
跡
を
な
か
っ
た
こ
と
に
は
で
き
な
い
︒
そ
れ
を
拒

一
四
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否
す
る
﹁
ぼ
く
﹂
が
目
指
し
た
の
が
︑
通
気
性
の
問
題
を
無
視
し
た
︑
表
情
の
あ

る
完
全
な
﹁
他
人
の
顔
﹂
の
仮
面
制
作
で
あ
る
こ
と
は
︑
無
視
の
で
き
な
い
重
要

な
点
で
あ
る
︒﹁
ぼ
く
﹂
が
求
め
た
も
の
は
︑
表
情
の
回
復
に
よ
る
﹁
他
人
と
の

通
路
﹂
の
回
復
で
は
な
く
︑
顔
の
傷
の
痕
跡
の
消
去
で
あ
っ
た
の
だ
︒
そ
し
て
そ

の
目
的
は
い
つ
し
か
横
滑
り
し
︑
傷
の
痕
跡
を
消
し
去
れ
ば
﹁
他
人
と
の
通
路
﹂

が
回
復
す
る
と
い
う
論
理
を
煮
詰
ま
ら
せ
て
い
く
の
で
あ
る
︒

こ
の
こ
と
は
二
つ
の
点
で
重
要
な
視
座
を
与
え
て
く
れ
る
︒
一
つ
は
︑﹁
ぼ
く
﹂

の
苦
悩
が
顔
＝
表
情
の
喪
失
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
︑
傷
つ
い
た
顔
に
あ
る
と
い

う
こ
と
︒
も
う
一
つ
は
︑﹁
ぼ
く
﹂
の
感
じ
る
﹁
他
人
と
の
通
路
﹂
の
断
絶
が
︑

Ｋ
氏
の
言
う
表
情
の
喪
失
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
︑
顔
の
帯
び
た
ス
テ
ィ
グ
マ
性

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

し
か
も
︑﹁
ぼ
く
﹂
の
顔
に
刻
ま
れ
た
傷
は
︑
歴
史
化
の
難
し
い
ス
テ
ィ
グ
マ

で
あ
る
︒
ゆ
え
に
﹁
ぼ
く
﹂
は
苦
悩
の
根
拠
を
︑
人
種
や
国
籍
な
ど
に
も
見
出
せ

ず
︑
連
帯
可
能
な
所
属
も
見
出
せ
な
い
︒
堀
田
義
太
郎
は
西
倉
実
季
と
の
対
談
に

お
い
て
︑
外
見
に
基
づ
く
差
別
と
い
わ
れ
る
﹁
ル
ッ
キ
ズ
ム
﹂
が
︑
結
局
レ
イ
シ

ズ
ム
や
セ
ク
シ
ズ
ム
に
包
摂
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
疑
念
を
述
べ
て
い

る
の
だ
が
︑
顔
に
あ
ざ
や
傷
を
持
つ
女
性
の
経
験
に
つ
い
て
研
究
し
て
き
た
西
倉

は
︑
既
定
の
枠
組
み
に
解
消
で
き
な
い
も
の
が
確
か
に
存
在
す
る
と
返
答
し
て
い

る(

)

︒
8

少
な
く
と
も
﹁
ぼ
く
﹂
の
経
験
す
る
苦
悩
は
︑
こ
う
し
た
問
題
と
呼
応
し
て
い

る
だ
ろ
う
︒
こ
こ
で
必
要
な
の
は
︑
脱
歴
史
化
さ
れ
た
﹁
ぼ
く
﹂
の
顔
の
傷
に
つ

い
て
︑
再
度
歴
史
の
文
脈
に
置
き
直
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
実
験

中
の
事
故
に
よ
る
﹁
ぼ
く
﹂
の
顔
の
傷
自
体
に
︑
歴
史
的
な
意
味
を
読
み
込
む
こ

と
は
不
可
能
だ
ろ
う
︒
そ
こ
で
本
論
で
は
︑
外
見
が
差
別
の
根
拠
と
な
る
歴
史
︑

容
貌
と
い
う
場
に
ふ
る
わ
れ
る
権
力
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
︒

二

ま
な
ざ
す
権
力
と
見
ら
れ
る
客
体

そ
も
そ
も
レ
イ
シ
ズ
ム
は
︑
特
定
の
外
見
を
有
徴
化
す
る
こ
と
で
︑
自
ら
の
根

拠
を
捏
造
し
て
き
た
︒
生
物
学
的
な
実
体
と
し
て
の
人
種
概
念
は
も
は
や
失
効
し

て
い
る
が
︑
今
な
お
人
種
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
機
能
し
続
け
︑
そ
れ
に
依
拠
し

た
差
別
感
情
は
発
生
し
て
い
る
︒
中
村
隆
之
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
植
民
地
主
義
を

推
進
す
る
際
に
︑
自
然
科
学
が
︑
他
者
を
野
蛮
化
す
る
﹁
客
観
的
﹂
根
拠
と
し
て

用
い
ら
れ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る(

)

が
︑
そ
の
中
で
も
興
味
深
い
の
が
﹁
観
相

9

学
﹂
の
一
つ
︑﹁
顔
面
角
理
論
﹂
と
﹁
骨
相
学
﹂
で
あ
る
︒
平
野
亮
に
よ
る
と
︑

オ
ラ
ン
ダ
の
ペ
ト
ル
ス
・
カ
ン
パ
ー
は
︑
横
顔
か
ら
見
た
額
の
角
度
を
基
準
に
サ

ル
か
ら
人
間
ま
で
の
序
列
化
を
行
っ
た
と
い
う(

)

︒
10

こ
こ
で
﹁
観
相
学
﹂
に
注
目
す
る
の
は
︑
他
で
も
な
く
﹁
ぼ
く
﹂
が
ア
ン
リ
・

ブ
ラ
ン
な
る
人
物
の
著
書
﹃
顔
﹄
に
依
拠
し
て
︑
様
々
に
顔
を
分
類
し
て
い
く
こ

と
に
よ
る
︒
管
見
の
限
り
ア
ン
リ
・
ブ
ラ
ン
な
る
人
物
も
︑
﹃
顔
﹄
と
い
う
著
作

も
確
認
で
き
な
い
︒
こ
こ
で
は
十
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
︑
シ
ャ
ル
ル
・

ル
・
ブ
ラ
ン
の
影
響
を
示
唆
し
た
い
︒

バ
ル
ト
ル
シ
ャ
イ
テ
ィ
ス
に
よ
れ
ば
︑
ル
・
ブ
ラ
ン
の
理
論
は
四
つ
の
典
拠
か

ら
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る(

)

︒
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
の

11

デ
ッ
サ
ン
蒐
集
室
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
ブ
ラ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン(

)

で
あ
る
︒
デ
ッ

12

サ
ン
を
確
認
し
て
も
わ
か
る
通
り
︑
彼
の
理
論
は
︑
顔
面
上
に
正
三
角
形
に
代
表

さ
れ
る
幾
何
学
図
形
を
描
き
出
し
︑
そ
の
角
度
を
計
測
す
る
こ
と
で
︑
人
間
の
精

神
と
動
物
の
天
性
と
を
導
き
出
す
も
の
で
あ
る
︒
動
物
の
顔
貌
の
特
徴
と
そ
の
性

質
を
関
連
付
け
︑
そ
の
顔
面
的
特
性
を
保
持
す
る
人
間
の
性
格
を
計
測
す
る
手
法

と
も
言
い
変
え
ら
れ
よ
う(

)

︒
そ
し
て
︑
ル
・
ブ
ラ
ン
は
こ
の
方
法
論
に
よ
っ
て
多

13

く
の
表
情
を
計
測
し
︑﹃
表
情
論
﹄
を
著
し
た
と
さ
れ
る(

)

︒
14

こ
こ
で
改
め
て
﹃
他
人
の
顔
﹄
作
中
の
ア
ン
リ
・
ブ
ラ
ン
に
関
す
る
記
述
を
見

〈ま
な
ざ
さ
れ
る
﹀
脆
さ
と
加
害
性
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て
み
た
い
︒﹁
ぼ
く
﹂
は
ブ
ラ
ン
の
﹃
顔
﹄
を
要
約
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
︒

ま
ず
︑
鼻
を
中
心
に
し
て
︑
鼻
と
顎
の
先
の
距
離
を
半
径
に
し
た
大
円
を
描

き
︑
つ
ぎ
に
︑
鼻
と
唇
の
距
離
を
半
径
に
し
て
小
円
を
描
く
︒
そ
の
両
者
の

関
係
に
よ
っ
て
︑
中
心
突
起
型
と
︑
中
心
陥
没
型
と
に
二
分
し
︑
さ
ら
に
そ

の
そ
れ
ぞ
れ
を
︑
骨
質
と
脂
肪
質
と
に
区
別
し
て
︑
計
四
つ
の
基
本
型
を
考

え
る
︒
︵
三
五
七
頁
︶

ル
・
ブ
ラ
ン
の
手
法
と
は
も
ち
ろ
ん
違
っ
て
い
る
が
︑
顔
面
に
幾
何
学
図
形
を

素
描
す
る
こ
と
で
そ
の
人
物
の
性
格
ま
で
を
も
計
測
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る

こ
と
は
共
通
し
て
い
る
︒

重
要
な
の
は
︑
十
七
世
紀
に
﹁
観
相
学
﹂
を
科
学
的
な
領
域
に
ま
で
引
き
上
げ

た
ル
・
ブ
ラ
ン
の
理
論
が
︑
前
述
の
︑
十
八
世
紀
の
カ
ン
パ
ー
の
﹁
顔
面
角
理

論
﹂
や
頭
蓋
骨
計
測
に
よ
る
人
種
分
類
を
準
備
し
た
側
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
︒
ル
・
ブ
ラ
ン
を
思
わ
せ
る
ア
ン
リ
・
ブ
ラ
ン
の
理
論
を
取
り
入
れ
る
﹁
ぼ

く
﹂
の
様
子
が
描
か
れ
る
こ
と
で
︑
外
見
を
差
別
の
根
拠
と
す
る
論
理
が
身
近
に

潜
在
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
だ
︒

頭
蓋
骨
計
測
に
よ
る
分
類
を
行
っ
た
人
々
に
差
別
的
な
意
図
が
あ
っ
た
か
ど
う

か
は
さ
て
お
き
︑
こ
の
よ
う
に
レ
イ
シ
ズ
ム
が
︑
解
剖
・
分
析
と
い
う
対
象
化

と
︑
外
見
的
特
徴
の
マ
ー
キ
ン
グ
と
い
う
有
徴
化
に
よ
っ
て
﹁
野
蛮
な
﹂
被
差
別

者
を
定
義
し
て
い
っ
た
こ
と
は
重
要
だ
ろ
う
︒﹁
野
蛮
な
﹂
存
在
の
発
見
は
︑
見

ら
れ
る
客
体
の
創
出
で
あ
り
︑
ま
な
ざ
す
こ
と
が
権
力
で
あ
る
こ
と
と
響
き
合
っ

て
い
る
︒

レ
イ
シ
ズ
ム
に
加
え
て
︑
こ
こ
に
セ
ク
シ
ズ
ム
の
問
題
を
算
入
す
れ
ば
︑
見
る

こ
と
が
権
力
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
︒
ロ
ー
ラ
・
マ
ル
ヴ
ィ

は
︑
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
に
お
い
て
女
性
ス
タ
ー
が
視
覚
的
快
楽
を
充
足
さ
せ
る
見

世
物
と
し
て
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
分
析
し
て
い
る(

)

︒
マ
ル
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ヴ
ィ
は
︑
男
性
中
心
主
義
の
中
で
︑
見
る
快
楽
が
男
性
的
な
も
の
と
し
て
組
織
さ

れ
て
い
る
こ
と
︑﹁
男
性
化
﹂
さ
れ
た
観
客
の
視
線
が
︑
カ
メ
ラ
や
男
優
の
視
線

と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
隠
蔽
さ
れ
︑
見
返
さ
れ
る
恐
怖
な
く
一
方
的
に
相
手

を
凝
視
可
能
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
︒
映
画
は
視
覚
的
快
楽
お
よ
び
窃
視
欲
望
を

充
足
さ
せ
る
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
で
あ
る
︒
ま
な
ざ
す
主
体
は
︑
見
ら
れ
る
存
在
を
対

象
化
す
る
︒

『他
人
の
顔
﹄
作
中
に
も
︑
見
る
こ
と
が
権
力
を
帯
び
︑
見
ら
れ
る
こ
と
が
居

心
地
の
悪
い
苦
痛
を
﹁
ぼ
く
﹂
に
与
え
る
こ
と
が
描
写
さ
れ
て
い
る
︒
電
車
の
中

で
子
ど
も
の
不
用
意
な
凝
視
に
さ
ら
さ
れ
た
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
人
々
の
様
々
な
視
線

に
過
敏
に
な
る
︒
人
々
の
視
線
が
﹁
ぼ
く
﹂
を
﹁
怪
物
﹂
と
し
て
定
義
し
て
い
く

恐
怖
を
感
じ
た
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
見
ら
れ
る
こ
と
︑
そ
し
て
見
ら
れ
な
が
ら
無
視
さ

れ
る
こ
と
の
苦
痛
に
耐
え
き
れ
ず
︑
映
画
館
に
逃
げ
込
む
︒
映
画
館
は
﹁
怪
物
に

と
っ
て
は
︑
唯
一
の
安
息
の
地
で
あ
る
︑﹁
暗
黒
﹂
の
売
り
場
﹂
だ
と
描
写
さ
れ

る
︒
こ
こ
で
も
マ
ル
ヴ
ィ
の
映
画
論
は
有
効
だ
ろ
う
︒﹁
ぼ
く
﹂
は
映
画
館
が
︑

見
ら
れ
る
恐
怖
な
し
に
見
る
主
体
に
な
れ
る
場
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の

だ
︒こ

こ
ま
で
レ
イ
シ
ズ
ム
と
セ
ク
シ
ズ
ム
が
︑
ま
な
ざ
す
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
を

対
象
化
し
︑
見
ら
れ
る
客
体
と
し
て
構
造
化
し
て
い
く
方
途
の
一
端
を
確
認
し
て

き
た
︒
容
貌
の
問
題
が
︑
い
か
に
歴
史
化
さ
れ
た
複
合
的
な
差
別
に
よ
っ
て
構
築

さ
れ
た
場
で
あ
る
か
が
理
解
で
き
る
︒
傷
つ
い
た
顔
が
﹁
ぼ
く
﹂
に
与
え
る
苦
痛

の
要
因
が
︑
レ
イ
シ
ズ
ム
と
セ
ク
シ
ズ
ム
に
あ
る
と
言
い
た
い
の
で
は
な
い
︒
相

手
を
ま
な
ざ
す
権
力
が
︑
そ
れ
自
体
の
持
つ
歴
史
性
の
中
で
︑
相
手
を
対
象
化
す

る
暴
力
性
と
切
り
離
せ
な
い
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
︒
﹁
ぼ
く
﹂
の
傷
つ
い
た

異
形
の
顔
は
︑
レ
イ
シ
ズ
ム
と
も
セ
ク
シ
ズ
ム
と
も
名
指
さ
れ
な
い
な
が
ら
︑
他

一
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者
を
対
象
化
し
そ
の
異
質
さ
を
排
除
し
よ
う
と
い
う
ま
な
ざ
し
に
晒
さ
れ
る
の
で

あ
る
︒

三

傷
つ
く
﹁
ぼ
く
﹂
の
﹁
男
性
性
﹂︑﹁
男
性
性
﹂
に

傷
つ
く
﹁
ぼ
く
﹂

そ
れ
で
は
ど
う
し
て
﹁
ぼ
く
﹂
は
妻
と
の
性
交
の
達
成
を
も
っ
て
︑
こ
う
し
た

問
題
を
解
決
で
き
る
と
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
︒﹁
ぼ
く
﹂
と
妻
と
の
関
係
に
つ
い

て
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
算
入
す
る
こ
と
で
読
解
し
よ
う
と
試
み
る
の
が
景
山
藍

の
論
で
あ
る
︒
景
山
は
︑﹁
顔
の
喪
失
﹂
に
よ
っ
て
﹁
ぼ
く
﹂
の
﹁﹁
男
と
し
て
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
﹂
が
危
機
に
陥
り
︑
妻
と
い
う
女
性
と
の
﹁
性
行
為
を
通

し
て
そ
れ
を
取
り
戻
そ
う
﹂
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
﹂
と
述
べ
︑﹁
回
復
﹂
す
べ

き
﹁
男
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
﹂
が
社
会
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
に
よ
っ

て
﹁
ぼ
く
﹂
に
押
し
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
確
立
と
性
行
為
の
達
成
と

が
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る(

)

︒
た
だ
し
︑﹁
顔
の
喪
失
﹂
を

16

﹁
男
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
﹂
喪
失
と
同
一
視
す
る
の
は
や
や
性
急
に

過
ぎ
よ
う
︒
で
は
︑
顔
の
傷
が
﹁
男
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
﹂
を
損
ね

る
と
感
じ
ら
れ
る
と
し
た
ら
︑
そ
れ
は
ど
う
し
て
な
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
こ
で
︑﹁
ぼ
く
﹂
が
妻
と
の
断
絶
を
意
識
す
る
契
機
が
︑
彼
女
か
ら
の
性
行

為
の
拒
否
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
た
い
︒
妻
の
意
図
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
テ

ク
ス
ト
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
︑
半
ば
暴
力
的
に
襲
い
掛
か
っ

た
﹁
ぼ
く
﹂
を
妻
が
拒
否
す
る
の
は
納
得
の
で
き
る
反
応
で
あ
り
︑
ま
た
︑
ど
の

よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
︑
性
行
為
を
拒
否
す
る
の
は
当
然
の
権
利
で
あ
る
︒
し

か
し
︑﹁
ぼ
く
﹂
は
そ
れ
を
妻
か
ら
の
自
身
に
対
す
る
拒
絶
で
あ
る
と
捉
え
︑
そ

の
拒
絶
の
原
因
を
自
ら
の
顔
に
求
め
て
い
く
︒

自
ら
を
異
質
な
も
の
と
し
て
対
象
化
し
よ
う
と
す
る
視
線
に
晒
さ
れ
な
が
ら

も
︑﹁
ぼ
く
﹂
は
職
を
失
っ
た
り
直
接
の
暴
力
や
不
均
衡
に
見
舞
わ
れ
た
り
す
る

わ
け
で
は
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
﹁
ぼ
く
﹂
が
看
取
し
た
最
初
の

﹁
被
害
﹂
が
︑
妻
か
ら
の
性
交
の
拒
否
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
︑﹁
ぼ
く
﹂
は
自
ら
の
受

け
る
抑
圧
を
︑
性
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
否
認
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
と
焦
点
化

し
て
い
く
の
で
あ
る
︒﹁
ぼ
く
﹂
が
結
末
部
に
お
い
て
言
及
す
る
﹁
愛
の
片
側
﹂

が
︑
そ
の
傷
つ
い
た
容
貌
を
一
因
と
し
て
社
会
か
ら
隔
絶
さ
れ
る
女
性
を
描
い
た

映
画
だ
と
い
う
こ
と
も
示
唆
的
だ
ろ
う
︒﹁
ぼ
く
﹂
に
と
っ
て
顔
の
傷
は
何
よ
り
︑

性
的
な
身
体
を
否
認
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
︒

も
ち
ろ
ん
︑﹁
ぼ
く
﹂
が
妻
か
ら
性
交
を
拒
否
さ
れ
る
こ
と
を
﹁
被
害
﹂
と
し

て
受
け
止
め
る
こ
と
が
︑
婚
姻
関
係
に
あ
る
女
性
の
身
体
を
自
ら
の
所
有
物
と
見

な
す
父
権
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
す
る
必

要
が
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
ぼ
く
﹂
に
と
っ
て
性
交
の
で
き
な
い
存
在
と
し
て
自
ら

を
規
定
す
る
こ
と
が
︑
自
己
像
を
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
︒

澁
谷
知
美
は
︑
近
代
に
お
い
て
男
性
の
身
体
が
ど
の
よ
う
な
言
説
に
よ
っ
て
管

理
さ
れ
意
味
づ
け
ら
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
﹁
生
産
称
揚
言
説
﹂
と

﹁
男
性
身
体
＝
頑
強
言
説
﹂
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
で
︑
男
性
身
体
は
生
産
に
適
し

た
身
体
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
く
︒
同
時
に
︑
性
的
な
も
の
と
し
て
意
味
づ

け
る
に
あ
た
っ
て
は
︑﹁
抑
制
不
能
言
説
﹂
と
﹁
再
生
産
称
揚
言
説
﹂
が
書
き
込

ま
れ
︑
性
的
な
交
渉
を
持
つ
こ
と
が
可
能
な
身
体
が
称
揚
さ
れ
て
い
く(

)

︒
つ
ま

17

り
︑﹁
ぼ
く
﹂
は
歴
史
的
に
付
与
さ
れ
た
﹁
男
性
性
﹂
に
そ
ぐ
わ
な
い
自
ら
の
現

状
に
苦
し
ん
で
い
る
の
だ
︒

と
こ
ろ
が
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑﹁
男
性
性
﹂
が
傷
つ
い
た
と
は
言
わ
な
い
︒
い
や
︑

言
う
こ
と
が
で
き
な
い
︒
だ
か
ら
当
然
︑
傷
つ
い
た
の
が
﹁
男
性
性
﹂
で
は
な

く
︑﹁
男
性
性
﹂
に﹅

よ﹅

っ﹅

て﹅

傷
つ
い
た
の
だ
と
気
付
く
こ
と
も
な
い
︒
そ
の
結
果
︑

妻
と
の
性
交
渉
を
求
め
る
動
機
を
﹁
他
人
と
の
通
路
﹂
の
回
復
と
ま
で
︑
誇
大
に

〈ま
な
ざ
さ
れ
る
﹀
脆
さ
と
加
害
性
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表
現
し
て
し
ま
う
︒

前
述
の
澁
谷
は
︑
金
田
淳
子
と
の
対
談
に
お
い
て
︑﹁
男
性
が
性
的
身
体
の
脆

弱
な
部
分
に
か
ん
し
て
語
ろ
う
と
す
る
と
き
﹂︑
あ
る
い
は
性
的
な
物
事
に
関
わ

る
被
害
を
語
ろ
う
と
す
る
と
き
︑
脱
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
し
た
発
話
に
な
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
﹁﹁
男
性
性
ゆ
え
に
傷
を
受
け
た
﹂
︵
中
略
︶
そ
う
い
う
書

き
方
を
す
る
と
男
性
を
余
計
に
傷
つ
け
て
し
ま
う
﹂
か
ら
だ
と
述
べ
ら
れ
る(

)

︒
18

﹁
ぼ
く
﹂
は
自
ら
の
傷
つ
い
た
﹁
男
性
性
﹂
を
守
る
た
め
︑
自
ら
の
傷
つ
き
を
一

足
飛
び
に
過
大
な
と
こ
ろ
に
結
び
付
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
妻
と
の
性
交
の
達

成
が
︑﹁
他
人
と
の
通
路
﹂
の
回
復
に
な
る
と
い
う
﹁
ぼ
く
﹂
の
論
理
は
︑
こ
の

よ
う
に
し
て
完
成
す
る
の
だ
︒

四

他
人
と
の
通
路

≠

傷
つ
き
や
す
さ
の
隠
蔽

≠

見
る

主
体
の
回
復

≠

他
人
の
客
体
化

留
意
し
た
い
の
は
︑
レ
イ
シ
ズ
ム
と
も
セ
ク
シ
ズ
ム
と
も
分
類
で
き
な
い
な
が

ら
︑
自
ら
を
異
質
な
も
の
と
し
て
排
斥
し
よ
う
と
い
う
ま
な
ざ
し
に
傷
つ
く
﹁
ぼ

く
﹂
の
苦
し
み
を
︑
個
人
的
な
悩
み
の
拡
大
解
釈
と
し
て
一
笑
に
付
す
よ
う
な
態

度
を
︑
本
論
は
と
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
傷
つ
き
ス
テ
ィ
グ
マ
化
さ
れ
た

顔
を
抱
え
る
﹁
ぼ
く
﹂
が
社
会
構
造
の
中
で
対
象
化
さ
れ
排
除
さ
れ
て
い
く
こ
と

は
︑
現
に
存
在
す
る
差
別
構
造
と
し
て
問
題
化
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

し
か
し
︑
同
時
に
︑
連
帯
で
き
な
い
﹁
ぼ
く
﹂
の
苦
痛
を
︑
そ
の
他
の
被
差
別

者
た
ち
の
苦
痛
よ﹅

り﹅

も﹅

重
い
も
の
と
し
て
規
定
す
る
態
度
に
も
注
意
が
必
要
で
あ

る
︒
例
え
ば
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
在
日
朝
鮮
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
し
て
親
近
感
を
抱

く
の
だ
が
︑
そ
の
心
性
が
欺
瞞
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る

場
面
が
あ
る
︒
こ
こ
で
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
在
日
朝
鮮
人
の
人
々
が
差
別
に
対
し
て
抗

す
る
権
利
や
連
帯
す
る
仲
間
を
持
つ
の
に
対
し
て
︑
自
身
は
孤
独
で
あ
り
分
断
さ

れ
て
い
る
と
考
え
る
の
だ
が
︑
複
合
差
別
や
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
議

論
に
照
ら
せ
ば
︑﹁
ぼ
く
﹂
は
や
や
単
純
に
事
態
を
理
解
し
す
ぎ
て
い
る
よ
う
だ
︒

自
身
を
全
き
被
害
者
と
し
て
造
形
し
認
識
す
る
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
現
に
存
在
し
て
い

る
は
ず
の
構
造
的
差
別
の
実
態
や
︑
差
別
の
複
合
性
︑
生
存
が
脅
か
さ
れ
る
状
態

に
あ
る
者
と
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
考
え
が
及
ん
で
い
な
い
︒

こ
う
し
た
﹁
ぼ
く
﹂
の
欺
瞞
性
は
︑
妻
に
対
す
る
態
度
に
如
実
に
表
れ
て
い

る
︒
先
行
論
に
お
い
て
も
繰
り
返
し
問
題
視
さ
れ
て
い
る
が(

)

︑﹁
ぼ
く
﹂
の
加
害

19

性
は
︑
概
し
て
妻
か
ら
の
応
答
の
文
章
を
契
機
に
解
釈
さ
れ
る
︒﹁
ぼ
く
﹂
が
手

記
の
中
で
好
き
勝
手
に
描
く
妻
＝
﹁
お
ま
え
﹂
が
︑
彼
女
の
実
像
か
ら
か
け
離

れ
︑﹁
ぼ
く
﹂
に
よ
っ
て
独
り
よ
が
り
に
解
釈
さ
れ
た
虚
像
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ

と
が
暴
露
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
妻
は
こ
う
語
る
︒

そ
れ
に
し
て
も
︑
恐
ろ
し
い
告
白
で
し
た
︒
ど
こ
も
悪
く
な
い
の
に
︑
む
り

や
り
手
術
台
に
引
き
上
げ
ら
れ
︑
用
途
も
︑
使
用
法
も
分
ら
な
い
よ
う
な
︑

や
や
こ
し
い
形
を
し
た
︑
何
百
種
類
も
の
メ
ス
や
鋏
で
︑
と
こ
ろ
か
ま
わ
ず

切
り
刻
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
思
い
で
し
た
︒
そ
の
つ
も
り
に
な
っ
て
︑
も
う

一
度
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
を
読
み
返
し
て
ご
ら
ん
な
さ
い
︒
あ
な
た
に

だ
っ
て
︑
き
っ
と
私
の
悲
鳴
が
聞
え
て
く
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
︒
︵
四

八
五
頁
︶

レ
イ
シ
ズ
ム
が
解
剖
と
分
析
に
よ
っ
て
ま
な
ざ
さ
れ
る
客
体
を
創
出
し
︑
対
象

に
権
力
を
ふ
る
っ
て
き
た
こ
と
を
思
い
出
せ
ば
︑
手
術
台
を
比
喩
と
し
て
使
用
す

る
妻
の
訴
え
が
︑
一
方
的
に
ま
な
ざ
さ
れ
客
体
化
さ
れ
る
こ
と
へ
の
忌
避
感
で
あ

る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
︒
見
る
こ
と
が
権
力
性
を
帯
び
︑
そ
の
権
力
に
よ
っ
て

対
象
を
掌
握
し
︑
従
属
さ
せ
る
機
能
を
持
つ
な
ら
ば
︑
書
く
こ
と
も
同
様
の
権
力

性
を
持
っ
て
い
る
︒
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し
か
し
︑
な
ぜ
﹁
ぼ
く
﹂
は
妻
を
客
体
化
し
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒﹁
ぼ

く
﹂
が
回
復
し
よ
う
と
す
る
妻
と
の
﹁
他
人
と
の
通
路
﹂
が
︑
た
と
え
妻
と
の
性

交
の
完
遂
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
し
て
も
︑
そ
れ
が
彼
女
を
一
方
的
に
客
体

化
す
る
も
の
で
あ
る
必
然
性
は
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
ど
う
や
ら
︑﹁
ぼ
く
﹂
の
目

指
し
た
も
の
は
︑
単
に
﹁
男
性
性
﹂
の
回
復
＝
性
交
渉
を
持
て
る
よ
う
に
な
る
こ

と
で
は
な
い
ら
し
い
︒﹁
ぼ
く
﹂
の
望
む
性
交
が
︑
相
手
の
客
体
化
と
不
可
分
な

の
だ
と
し
た
ら
︑
彼
が
回
復
し
た
い
﹁
他
人
と
の
通
路
﹂
と
は
何
な
の
か
︒

性
交
の
中
に
発
生
す
る
政
治
性
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
た
ア
ン
ド
レ
ア
・
ド

ウ
ォ
ー
キ
ン
は
︑
女
性
身
体
を
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化
す
る
性
交
の
在
り
方
が
︑
自

我
の
境
界
を
な
く
す
性
交
に
な
り
得
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
︒
特
に
︑﹃
他
人

の
顔
﹄
に
つ
い
て
は
︑﹁
彼
は
︑
肉
体
的
自
我
を
喪
失
し
て
も
︑
そ
の
喪
失
を
手

掛
か
り
に
し
て
︑
自
分
自
身
に
関
す
る
本
質
的
な
強
迫
観
念
を
超
越
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
︒
だ
か
ら
︑
妻
は
︑
彼
に
と
っ
て
︑
知
り
得
な
い
存
在
の
ま
ま
で
あ

り
︑
性
交
の
際
に
彼
が
彼
女
に
対
し
て
︑
ま
た
彼
女
と
共
に
何
を
し
よ
う
と
︑
結

局
︑
触
れ
て
は
い
な
い
存
在
の
ま
ま
で
あ
る
﹂
と
述
べ
︑﹁
ぼ
く
﹂
が
成
そ
う
と

し
た
妻
と
の
性
交
が
︑
達
成
さ
れ
た
か
に
見
え
て
失
敗
し
︑﹁
ぼ
く
﹂
の
欲
望
が
︑

自
身
の
裸
性
を
忘
れ
る
た
め
の
他
者
の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化
で
あ
る
と
論
じ
る(

)

︒
20

前
述
の
景
山
は
﹁
ぼ
く
﹂
の
﹁
性
暴
力
﹂
へ
の
欲
望
が
﹁
自
分
の
抱
え
る
心
理
的

な
課
題
を
︑
他
者
を
支
配
す
る
こ
と
の
快
楽
で
乗
り
越
え
た
い
﹂
こ
と
に
起
因
す

る
と
論
じ
て
い
た(

)

が
︑
ド
ウ
ォ
ー
キ
ン
の
論
を
借
り
れ
ば
︑﹁
ぼ
く
﹂
の
抱
え
る

21

心
理
的
課
題
と
は
︑
自
身
の
裸
性
で
あ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
こ
で
の
裸
性
と
は
︑

﹁
ぼ
く
﹂
の
傷
つ
い
た
顔
が
誘
発
す
る
傷
つ
き
や
す
さ
︑
す
な
わ
ち
︑
自
ら
も
ま

な
ざ
さ
れ
︑
見
ら
れ
る
客
体
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
は
自
ら
の

﹁
男
性
性
﹂
を
否
認
す
る
︒
何
故
な
ら
﹁
男
性
性
﹂
と
は
︑
男
性
身
体
は
頑
強
で

傷
つ
く
こ
と
が
な
い
と
い
う
﹁
男
性
身
体
＝
頑
強
言
説
﹂
と
︑
性
交
渉
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
称
揚
す
る
﹁
再
生
産
称
揚
言
説
﹂
と
い
う
意
味
が
付

与
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
だ(

)

︒
だ
か
ら
﹁
ぼ
く
﹂
は
自
ら
の
脆
弱
性
を
忌
避
す

22

る
︒﹁
ぼ
く
﹂
は
妻
を
通
し
て
︑
多
く
の
視
線
に
晒
さ
れ
対
象
化
さ
れ
る
自
ら
の

傷
つ
き
や
す
さ
を
︑
忘
れ
去
り
た
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
そ
れ
は
︑
妻
を
対
象
化
し
︑
妻
を
一
方
的
に
ま
な
ざ
す
こ
と
に
よ
っ
て

達
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
し
ま
う
︒﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
見
ら
れ
る
客
体
と
し
て
の
傷
つ

き
や
す
さ
を
︑
見
る
主
体
と
し
て
自
ら
を
回
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
贖
お
う
と
し

て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒

思
い
返
せ
ば
︑
多
く
の
人
々
の
ま
な
ざ
し
に
苦
し
ん
だ
﹁
ぼ
く
﹂
が
逃
げ
込
む

先
は
映
画
館
で
あ
っ
た
︒
マ
ル
ヴ
ィ
が
︑
映
画
を
︑
見
返
さ
れ
る
こ
と
な
く
窃
視

す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
視
覚
的
快
楽
の
装
置
で
あ
り
︑
観
客
の
視
線
を
エ
ロ
ス

化
す
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
た
こ
と
を
思
い
出
せ
ば
︑﹁
ぼ
く
﹂
の
目
指
し
た

﹁
他
人
と
の
通
路
﹂
の
回
復
が
︑
自
ら
の
脆
弱
性
の
隠
蔽
で
あ
り
︑
見
る
主
体
と

し
て
の
復
権
で
あ
る
こ
と
が
了
解
で
き
よ
う
︒
﹁
ぼ
く
﹂
が
作
成
す
る
﹁
仮
面
﹂

も
ま
た
︑
自
身
の
傷
つ
い
た
﹁
素
顔
﹂
を
隠
し
︑
見
る
権
力
を
奪
還
す
る
道
具
で

あ
る
︒

｢ぼ
く
﹂
は
︑
性
交
を
す
る
こ
と
︑
見
る
こ
と
︑
書
く
こ
と
を
通
し
て
︑
相
手

を
一
方
的
に
対
象
化
し
︑
自
ら
の
主
体
と
し
て
の
位
置
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
︒

そ
れ
は
︑
言
い
換
え
れ
ば
︑﹁
ぼ
く
﹂
が
何
者
か
に
対
し
て
客
体
化
す
る
権
力
を

ふ
る
う
こ
と
な
し
に
は
︑
自
ら
の
主
体
性
を
確
認
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
︒
そ
れ
は
︑﹁
ぼ
く
﹂
が
本
質
的
に
自
ら
の
傷
つ
き
や
す
さ
を
曝
け
出
せ
ず
認

め
る
こ
と
も
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
︒
﹁
ぼ
く
﹂
の
目
指
し
た

﹁
他
人
と
の
通
路
﹂
と
は
︑
自
ら
の
脆
弱
性
の
隠
蔽
の
た
め
に
存
在
し
て
い
た
︒

し
か
し
︑
興
味
深
い
こ
と
に
︑﹁
ぼ
く
﹂
の
こ
の
目
論
見
は
こ
と
ご
と
く
失
敗

す
る
︒
僕
の
傷
を
隠
蔽
す
る
仮
面
は
︑
そ
の
内
部
に
﹁
ぼ
く
﹂
の
顔
を
﹁
素
顔
﹂

と
し
て
作
り
出
し
︑
そ
の
存
在
の
強
固
さ
を
思
い
出
さ
せ
る
︒
汗
腺
は
残
っ
て
い

る
の
で
︑
吹
き
出
す
汗
と
そ
の
不
快
な
感
触
は
︑
自
身
と
仮
面
と
の
境
目
を
常
に

〈ま
な
ざ
さ
れ
る
﹀
脆
さ
と
加
害
性

一
九
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現
出
さ
せ
︑
消
え
去
る
こ
と
の
な
い
傷
の
跡
を
主
張
す
る
︒
妻
と
の
﹁
密
通
﹂
が

成
功
し
て
も
︑
妻
と
の
性
交
を
達
成
し
た
の
は
﹁
仮
面
﹂
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
自

覚
が
﹁
ぼ
く
﹂
を
苦
し
め
︑﹁
一
人
二
役
の
三
角
関
係
﹂
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
︒
映
画
館
に
逃
げ
込
ん
だ
先
で
︑﹁
ぼ
く
﹂
に
待
っ
て
い
た
の
は
観
客
が
自

ら
を
突
然
見
返
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
居
心
地
の
悪
さ
で
あ
る
︒
そ
し

て
最
後
の
手
段
と
し
て
︑
編
纂
し
︑
妻
に
提
示
し
て
見
せ
た
手
記
で
さ
え
も
︑
妻

か
ら
そ
の
欺
瞞
を
糾
弾
さ
れ
る
に
至
る
︒﹁
ぼ
く
﹂
は
主
体
の
位
置
を
決
し
て
取

り
戻
せ
な
い
︒﹁
ぼ
く
﹂
の
︑
他
者
を
客
体
化
し
よ
う
と
す
る
権
力
は
い
つ
も
脱

臼
す
る
︒﹃
他
人
の
顔
﹄
は
︑﹁
ぼ
く
﹂
の
失
敗
の
物
語
な
の
で
あ
る
︒

安
部
作
品
は
︑
多
く
の
場
合
︑
失
敗
を
用
意
す
る
︒
し
か
し
そ
れ
は
︑
あ
る
権

力
が
︑
権
力
で
あ
る
こ
と
に
失
敗
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
切
れ
目
の
な
い
規

範
に
対
し
て
︑
傷
を
現
出
さ
せ
る
試
み
で
も
あ
る
︒﹁
仮
面
﹂
と
﹁
ぼ
く
﹂
と
の

間
に
い
つ
も
間
隙
が
あ
る
よ
う
に
︑
そ
の
裂
け
目
か
ら
覗
く
傷
は
︑
権
力
へ
の
抵

抗
を
兆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒﹁
ぼ
く
﹂
の
失
敗
か
ら
︑
ま
な
ざ
し
客
体
化

す
る
こ
と
の
脱
臼
と
︑
ま
な
ざ
さ
れ
客
体
化
さ
れ
る
こ
と
へ
の
抵
抗
の
方
途
を
読

み
取
り
た
い
︒

五

﹁
ぼ
く
﹂
の
失
敗
の
物
語
︱
︱
脆
さ
の
発
見

改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
︑﹁
ぼ
く
﹂
が
受
け
る
被
害
は
異
質
な
も
の

と
し
て
ま
な
ざ
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
︑﹁
男
性
性
﹂
の
否
認
に
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
何
ら
か
の
類
型
に
よ
っ
て
︑
特
定
の
身
体
に
有
徴
化
を
行

い
異
物
と
し
て
排
除
す
る
／
搾
取
す
る
こ
と
は
︑
ま
な
ざ
さ
れ
る
側
の
過
失
で
は

な
く
︑
ま
な
ざ
す
側
の
加
害
で
あ
り
︑
社
会
構
造
が
解
決
す
べ
き
問
題
で
あ
る
︒

だ
か
ら
本
作
に
お
い
て
﹁
ぼ
く
﹂
が
目
指
す
べ
き
は
︑﹁
ぼ
く
﹂
の
傷
つ
い
た
身

体
を
︑
社
会
に
添
わ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
︒
顔
の
傷
に
よ
っ
て
﹁
男
性
性
﹂
が
傷

つ
い
た
と
考
え
て
し
ま
う
︑
自
ら
の
身
体
に
刻
ま
れ
た
言
説
を
問
い
直
す
こ
と
で

あ
り
︑﹁
男
性
性
﹂
か
ら
降
り
る
方
法
を
模
索
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
何
よ
り
︑
何

者
か
を
客
体
化
す
る
こ
と
が
自
ら
の
主
体
的
な
位
置
の
回
復
に
繋
が
る
と
い
う
狭

量
な
二
分
法
に
よ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
技
法
に
疑
い
を
差
し
は

さ
む
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
ま
な
ざ
す
側
＝
主
体
の
位
置
を
奪
い
合
う
権

力
の
ゲ
ー
ム
を
解
体
す
る
構
造
を
︑
作
品
か
ら
読
み
取
っ
て
い
き
た
い
︒

と
こ
ろ
で
︑
そ
も
そ
も
︑
見
る
／
見
ら
れ
る
関
係
と
は
一
方
的
な
も
の
だ
ろ
う

か
︒
鷲
田
清
一
は
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

だ
れ
か
の
顔
を
真
正
面
か
ら
見
つ
め
る
こ
と
は
︑
ふ
つ
う
で
き
な
い
︒
見
つ

め
あ
う
と
い
う
こ
と
は
ほ
ん
の
瞬
間
に
し
か
で
き
な
い
︒
ま
な
ざ
し
が
接
触

す
る
と
︑
ま
な
ざ
し
は
と
た
ん
に
金
縛
り
に
あ
っ
た
よ
う
に
︑
凍
り
つ
き
︑

凝
固
し
て
し
ま
う
︒
眼
が
か
ち
あ
う
と
︑
ま
な
ざ
し
は
た
が
い
に
密
着
し
て

し
ま
い
︑
相
手
の
ま
な
ざ
し
を
見
る
と
い
う
こ
と
︑
つ
ま
り
距
離
を
お
い
て

対
象
と
し
て
見
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
︒(

)
23

こ
こ
で
の
視
線
は
相
互
的
な
も
の
で
あ
る
︒
誰
か
を
見
る
行
為
は
︑
普
通
は
︑

自
ら
も
見
ら
れ
る
可
能
性
を
賭
け
る
こ
と
で
し
か
成
し
得
な
い
︒
ゆ
え
に
誰
か
を

対
象
化
し
て
見
よ
う
と
す
る
と
き
の
ま
な
ざ
し
は
盗
み
見
と
な
り
︑
見
る
こ
と
に

よ
る
対
象
化
の
欲
望
は
窃
視
欲
望
と
な
る
︒
し
か
し
窃
視
は
︑
見
返
さ
れ
︑
そ
の

ま
な
ざ
し
を
糾
弾
さ
れ
る
可
能
性
を
持
つ
が
ゆ
え
に
︑
絶
え
ず
中
断
の
可
能
性
を

は
ら
ん
で
い
る
︒

た
だ
し
︑
窃
視
の
可
能
性
は
非
対
称
で
あ
る
︒
社
会
の
構
造
は
窃
視
が
容
易
い

者
と
難
し
い
者
を
作
り
出
す
︒
あ
る
い
は
︑
窃
視
の
欲
望
を
喚
起
す
る
者
や
︑
窃

視
に
対
し
て
糾
弾
と
抵
抗
を
し
辛
い
者
を
作
り
出
す
︒
見
る
／
見
ら
れ
る
関
係
は

相
互
的
な
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
可
能
性
は
不
均
衡
に
配
置
さ
れ
て
い
る
︒

二
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と
こ
ろ
が
︑
こ
う
し
た
不
均
衡
さ
の
亀
裂
を
露
わ
に
す
る
よ
う
な
場
面
を
﹃
他

人
の
顔
﹄
は
頻
繁
に
描
出
す
る
︒
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
︑﹁
ぼ
く
﹂
が
映
画
館
に

逃
げ
込
ん
だ
先
で
︑
見
る
主
体
と
し
て
自
ら
を
構
築
す
る
の
に
失
敗
す
る
場
面
で

あ
る
︒
暗
い
映
画
館
で
︑﹁
ぼ
く
﹂
以
外
の
観
客
の
ま
な
ざ
し
も
ス
ク
リ
ー
ン
に

誘
導
さ
れ
︑﹁
ぼ
く
﹂
は
見
ら
れ
る
こ
と
な
く
︑
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
る

俳
優
の
顔
や
身
体
を
窃
視
で
き
る
は
ず
だ
っ
た
︒
し
か
し
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑﹁
ふ
と
︑

前
の
列
の
座
席
が
︑
不
自
然
な
振
動
を
し
は
じ
め
た
﹂
こ
と
に
気
を
取
ら
れ
︑
男

女
二
人
の
観
客
の
姿
を
見
つ
け
る
︒﹁
ぼ
く
﹂
は
二
人
の
様
子
が
気
に
な
り
︑
彼

ら
を
見
よ
う
と
す
る
︒

と
つ
ぜ
ん
女
が
︑
大
声
を
あ
げ
て
笑
い
だ
し
た
︒
ぼ
く
は
︑
平
手
打
を
く
っ

た
よ
う
に
︑
身
を
す
く
め
︑
そ
の
唐
突
な
笑
い
が
︑
自
分
の
責
任
で
あ
る
か

の
よ
う
な
錯
覚
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
︒
︵
三
六
六
頁
︶

対
象
を
ま
な
ざ
そ
う
と
し
て
い
る
﹁
ぼ
く
﹂
は
無
防
備
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の

無
防
備
さ
は
︑
見
返
さ
れ
る
可
能
性
を
提
示
さ
れ
た
途
端
﹁
平
手
打
を
く
っ
た
よ

う
に
︑
身
を
す
く
め
﹂
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
衝
撃
を
与
え
る
︒﹁
女
﹂
が

﹁
ぼ
く
﹂
の
ま
な
ざ
し
に
気
付
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
見

て
い
る
こ
と
に
気
付
か
れ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
た
じ
ろ
ぎ
は
︑﹁
ぼ
く
﹂
に

平
静
で
は
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
衝
撃
を
与
え
る
︒
映
画
が
視
覚
的
快
楽
の
装
置
た

り
得
る
の
は
︑
見
返
さ
れ
る
こ
と
な
く
見
た
い
と
い
う
後
ろ
め
た
い
欲
望
が
充
足

さ
れ
る
か
ら
で
︑﹁
ぼ
く
﹂
は
見
る
こ
と
が
対
象
に
対
し
て
権
力
を
ふ
る
う
行
為

で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
︒
見
返
さ
れ
る
可
能
性
が
現
出
す
る
こ
と
は
︑
そ

れ
だ
け
で
︑
そ
の
後
ろ
め
た
さ
を
想
起
さ
せ
︑
行
動
や
思
考
を
縛
り
付
け
る
も
の

で
あ
る
︒

ま
た
︑﹁
ぼ
く
﹂
自
身
も
ま
な
ざ
し
返
す
こ
と
の
効
用
に
は
自
覚
的
で
あ
る
︒

そ
れ
を
示
す
よ
う
に
︑﹁
ぼ
く
﹂
は
何
度
も
﹁
覆
面
﹂
や
﹁
仮
面
﹂
を
剥
ぎ
取
っ

て
見
せ
る
こ
と
を
︑
加
虐
的
な
思
惑
で
も
っ
て
妄
想
す
る
︒
そ
し
て
実
際
︑
﹁
ぼ

く
﹂
の
﹁
仮
面
﹂
が
不
意
に
剥
が
れ
て
し
ま
う
事
件
は
起
き
る
︒
そ
の
時
の
こ
と

を
振
り
返
っ
て
︑﹁
ぼ
く
﹂
は
﹁
追
記
﹂
に
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
︒

あ
の
入
れ
墨
男
は
む
ろ
ん
の
こ
と
︑
あ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
野
次
馬
た
ち

に
︑
ぼ
く
の
悲
喜
劇
は
︑
い
っ
た
い
ど
ん
な
ふ
う
に
見
え
た
の
だ
ろ
う
か
︒

い
く
ら
笑
っ
て
も
︑
た
だ
笑
っ
た
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
ま
い
︒
お
そ
ら
く
︑

一
生
忘
れ
ら
れ
な
い
記
憶
に
な
っ
て
︑
残
る
は
ず
で
あ
る
︒
だ
が
︑
い
っ
た

い
︑
ど
ん
な
形
で
？
︵
中
略
︶
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
は
っ
き
り
言
え
る
こ
と

は
︑
彼
等
が
二
度
と
︑
他
人
の
素
顔
の
上
に
︑
視
線
を
固
定
す
る
こ
と
は
出

来
ま
い
と
い
う
こ
と
だ
︒
︵
四
五
一
・
四
五
二
頁
︶

見
返
す
こ
と
は
︑
ま
な
ざ
す
こ
と
の
権
力
性
を
露
わ
に
し
︑
そ
の
加
害
性
を
糾

弾
す
る
︒
け
れ
ど
そ
れ
は
︑
同
時
に
自
ら
を
苦
し
め
る
行
為
で
も
あ
る
︒
事
故
に

よ
っ
て
﹁
仮
面
﹂
が
剝
が
れ
た
時
の
﹁
ぼ
く
﹂
は
﹁
公
衆
の
面
前
で
︑
い
き
な
り

ズ
ボ
ン
を
脱
が
さ
れ
で
も
し
た
よ
う
な
衝
撃
﹂
を
与
え
ら
れ
る
︒
突
き
刺
さ
る
ま

な
ざ
し
が
︑﹁
ぼ
く
﹂
を
過
剰
な
ま
で
に
傷
つ
け
て
い
る
︒

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
暴
力
に
抗
す
る
倫
理
の
発
現
の
場
と
し
て

﹁
顔
﹂
を
位
置
づ
け
︑﹁
顔
﹂
が
︑
自
ら
を
殺
そ
う
と
す
る
相
手
に
対
し
て
﹁
殺
人

を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
呼
び
か
け
を
行
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る(

)

︒
レ

24

ヴ
ィ
ナ
ス
が
こ
こ
で
持
ち
出
す
﹁
顔
﹂
は
も
ち
ろ
ん
一
種
の
象
徴
で
あ
り
︑
実
際

の
部
位
と
し
て
の
顔
で
は
な
い
︒
存
在
そ
の
も
の
と
で
も
表
現
す
べ
き
も
の
だ
ろ

う
︒
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
他
人
を
殺
そ
う
と
す
る
力
の
前
に
︑
殺
さ
れ
よ
う
と
す
る
他

人
が
無
力
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
な
が
ら
︑
同
時
に
他
人
が
︑
そ
の
﹁
顔
﹂
に
常
に

既
に
現
前
す
る
﹁
全
体
に
対
す
る
自
ら
の
存
在
の
超
越
そ
の
も
の
﹂
＝
﹁
無
限
﹂

〈ま
な
ざ
さ
れ
る
﹀
脆
さ
と
加
害
性

二
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＝
﹁﹁
殺
人
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
最
初
の
言
葉
﹂
に
よ
っ
て
︑
殺
人

を
制
止
す
る
力
を
持
つ
と
述
べ
る
︒
自
ら
を
傷
つ
け
る
ま
な
ざ
し
を
見
返
し
︑
そ

の
暴
力
の
遂
行
を
宙
づ
り
に
し
て
し
ま
う
顔
と
は
︑
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
こ
の
よ

う
な
﹁
顔
﹂
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

し
か
し
そ
れ
は
自
ら
の
脆
弱
性
を
晒
す
こ
と
で
も
あ
る
︒
傷
を
晒
さ
な
け
れ
ば

反
撃
す
ら
で
き
な
い
と
い
う
非
対
称
性
は
︑
依
然
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
︒
だ
か
ら

決
し
て
こ
れ
を
称
揚
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
だ
か
ら
こ
こ
で
本
論
が
問
題
に
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
は
︑
見
返
さ
れ
る
側
の
反
応
に
つ
い
て
︑
見
返
さ
れ
る
側
の

﹁
感
度
﹂
の
こ
と
だ
︒

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
及
を
辿
り
な
が
ら
︑﹁
顔
﹂
は

他
者
の
脆
さ
を
表
す
も
の
で
あ
り
︑﹁
顔
﹂
に
対
峙
し
た
時
に
発
現
す
る
倫
理
を
︑

﹁
そ
れ
は
他
者
の
脆
さ
を
理
解
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
読
解
す
る(

)

︒
25

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
﹁
顔
﹂
が
他
者
の
他
者
性
＝
﹁
無
限
﹂
に
根
差
し
た
も
の
で
あ

り
︑
バ
ト
ラ
ー
の
述
べ
る
通
り
︑﹁
私
自
身
の
脆
さ
を
理
解
す
る
こ
と
か
ら
敷
衍

し
て
他
者
の
脆
さ
が
理
解
さ
れ
る
﹂
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
は
確
か
な
の

だ
が
︑
こ
こ
で
は
逆
の
道
筋
︑
す
な
わ
ち
︑
他
者
の
脆
さ
を
目
の
当
た
り
に
す
る

こ
と
が
︑
自
ら
の
脆
さ
と
加
害
性
に
目
覚
め
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
提
示

し
て
み
た
い
︒
そ
れ
は
つ
ま
り
︑
見
る
主
体
で
あ
ろ
う
と
す
る
行
為
が
︑
ど
こ

か
︑
自
ら
の
傷
つ
き
や
す
さ
を
隠
蔽
し
よ
う
と
い
う
欲
望
︱
︱
他
者
を
ま
な
ざ
す

こ
と
が
で
き
る
自
分
を
確
認
す
る
こ
と
で
そ
の
客
体
性
を
忘
れ
去
ろ
う
と
い
う
行

為
で
あ
る
な
ら
︑
見
返
さ
れ
た
時
︑
そ
の
ま
な
ざ
し
て
い
た
対
象
の
生
々
し
い
傷

に
対
面
す
る
と
き
︑
そ
こ
に
自
ら
の
脆
さ
と
加
害
性
を
二
重
写
し
に
発
見
す
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

マ
ル
ヴ
ィ
の
論
と
は
対
照
的
に
︑
映
画
館
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
た
女

の
顔
は
︑﹁
ぼ
く
﹂
か
ら
の
ま
な
ざ
し
の
権
力
性
を
脱
臼
さ
せ
る
︒
ス
ク
リ
ー
ン

で
女
の
顔
は
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
部
位
に
細
切
れ
に
さ
れ
る
︒

﹁
焼
き
た
て
の
腸
詰
の
よ
う
な
唇
﹂
が
﹁
思
い
っ
き
り
ね
じ
曲
げ
ら
れ
﹂
て
笑
顔

を
作
り
︑﹁
ひ
し
ゃ
げ
た
ゴ
ム
ホ
ー
ス
を
輪
切
に
し
た
よ
う
な
鼻
の
穴
﹂︑
﹁
皺
の

束
に
ま
ぎ
れ
込
ん
で
し
ま
い
そ
う
な
ほ
ど
︑
固
く
閉
ざ
さ
れ
た
上
下
の
瞼
﹂
が
映

さ
れ
る
︒
い
ず
れ
も
︑
そ
れ
が
顔
の
部
位
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
よ
う
な
形
容
で

示
さ
れ
︑
顔
の
一
部
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
剥
奪
さ
れ
て
い
る
︒
極
度
の
細
分
化

と
対
象
化
は
︑
顔
に
意
味
を
読
み
込
も
う
と
す
る
ま
な
ざ
し
か
ら
逃
れ
て
い
く
と

同
時
に
︑
対
象
化
が
事
物
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
力
で
あ
る
こ
と
を

見
せ
つ
け
︑
相
手
を
︑
統
一
体
と
し
て
規
定
し
よ
う
と
い
う
こ
と
の
暴
力
性
と
不

可
能
性
を
露
わ
に
す
る
︒
こ
う
し
た
映
像
を
目
の
当
た
り
に
し
た
﹁
ぼ
く
﹂
は

﹁
不
愉
快
に
な
っ
て
﹂
し
ま
う
︒

さ
ら
に
重
要
な
の
は
﹁
ぼ
く
﹂
と
妻
と
の
性
交
の
場
面
だ
︒﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
妻

が
応
じ
た
の
が
﹁
ぼ
く
﹂
自
身
で
は
な
く
﹁
仮
面
﹂
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
嫉
妬

し
妻
を
殺
す
欲
望
に
囚
わ
れ
る
の
だ
が
︑﹁
そ
れ
で
も
︑
や
は
り
︑
死
刑
執
行
人

に
だ
け
は
な
れ
な
か
っ
た
﹂
と
語
っ
て
い
る
︒﹁
ぼ
く
﹂
は
そ
の
時
の
自
ら
の
心

の
内
を
饒
舌
に
述
懐
し
な
が
ら
も
︑
結
局
︑
上
手
く
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
す

ぐ
間
近
に
殺
人
の
可
能
性
と
欲
望
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
れ
に
至
ら
な

か
っ
た
理
由
を
﹁
ぼ
く
﹂
は
さ
ま
ざ
ま
に
語
ろ
う
と
試
み
る
が
︑
結
局
何
も
言
い

表
せ
な
い
︒
た
だ
︑﹁
そ
の
と
き
植
え
つ
け
ら
れ
た
敗
北
感
が
︑
つ
い
に
最
後
ま

で
⁝
⁝
す
く
な
く
も
︑
こ
れ
を
書
い
て
い
る
現
在
ま
で
⁝
⁝
消
え
な
い
染
に
な
っ

て
残
っ
て
し
ま
っ
た
﹂︒

こ
こ
か
ら
は
︑
一
見
︑
他
者
の
脆
弱
性
か
ら
自
ら
の
加
害
性
と
脆
弱
性
を
発
見

す
る
と
い
う
よ
う
な
営
為
は
読
み
取
れ
な
い
︒
し
か
し
そ
の
萌
芽
と
し
て
︑﹁
ぼ

く
﹂
の
︑
相
手
を
対
象
化
し
よ
う
と
い
う
欲
望
は
挫
折
し
︑
﹁
ぼ
く
﹂
は
﹁
敗
北

感
﹂
を
味
わ
っ
て
い
る
︒﹁
ぼ
く
﹂
は
見
る
主
体
に
な
れ
な
い
と
同
時
に
︑
妻
も

客
体
に
な
ら
な
い
︒﹁
ぼ
く
﹂
は
﹁
ぼ
く
に
は
︑
お
ま
え
が
分
か
ら
な
い
﹂
と
繰

り
返
す
︒

二
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｢殺
す
こ
と
は
支
配
す
る
こ
と
で
は
な
く
︑
無
化
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
了
解

︹
＝
包
摂
︺
を
完
全
に
諦
め
る
こ
と
で
あ
る
﹂(

)

な
ら
︑
相
手
を
殺
し
て
も
相
手
を

26

所
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
他
者
の
他
者
性
＝
﹁
無
限
﹂
は
︑
他
者
が
傷

つ
き
や
す
く
容
易
く
殺
せ
る
と
い
う
状
況
に
あ
る
か
ら
こ
そ
立
ち
現
れ
る
も
の
で

も
あ
る
︒
こ
こ
に
至
っ
て
﹁
ぼ
く
﹂
が
﹁
敗
北
感
﹂
を
感
じ
る
な
ら
︑
そ
れ
は
ま

さ
に
﹁
ぼ
く
﹂
が
妻
の
脆
弱
性
と
︑
そ
こ
に
同
居
す
る
﹁
わ
か
り
得
な
さ
﹂
に
対

峙
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
相
手
が
脆
弱
な
の
は
︑
自
ら
の
加
害

性
の
前
に
対
し
て
で
あ
り
︑
一
方
で
そ
の
加
害
性
は
相
手
を
客
体
化
し
よ
う
と
望

ん
で
も
︑
け
し
て
そ
の
欲
望
を
充
足
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

｢ぼ
く
﹂
が
そ
こ
か
ら
︑
相
手
を
客
体
化
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
︑
自
ら
の
脆

さ
を
忘
れ
去
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
直
面
で
き
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
︒

た
だ
︑﹁
ぼ
く
﹂
の
﹁
素
顔
﹂
に
見
返
さ
れ
た
人
々
に
対
し
て
︑﹁
彼
等
が
二
度

と
︑
他
人
の
素
顔
の
上
に
︑
視
線
を
固
定
す
る
こ
と
は
出
来
ま
い
﹂
と
︑﹁
追
記
﹂

︵
妻
に
あ
て
た
手
紙
が
書
か
れ
る
三
日
前
の
文
章(

)

︶
で
語
る
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
少
な
く
と

27

も
こ
の
時
点
で
︑
ま
な
ざ
し
返
さ
れ
る
こ
と
︑
晒
さ
れ
た
脆
弱
な
﹁
顔
﹂
が
︑
相

手
の
加
害
性
を
暴
露
さ
せ
︑
そ
の
加
害
性
の
内
奥
に
自
ら
の
脆
弱
性
を
︑
恥
じ
ら

い
を
伴
っ
て
写
し
出
す
こ
と
を
知
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
︒

六

﹁
ぼ
く
﹂
の
失
敗
の
物
語
︱
︱
ひ
び
割
れ
る
手
記

こ
の
よ
う
な
中
で
︑
結
末
部
に
お
け
る
﹁
妻
の
手
紙
﹂
は
︑
書
く
こ
と
に
よ
っ

て
妻
を
対
象
化
し
よ
う
と
し
た
﹁
ぼ
く
﹂
を
︑﹁
見
返
す
﹂
こ
と
と
し
て
機
能
し

て
い
る
︒﹁
あ
な
た
は
︑
何
か
ら
何
ま
で
︑
思
い
違
い
を
し
て
い
ま
し
た
ね
﹂
と
︑

﹁
ぼ
く
﹂
の
誤
認
を
糾
弾
す
る
妻
の
言
葉
は
︑﹁
ぼ
く
﹂
が
や
は
り
妻
を
何
も
知
り

得
な
か
っ
た
こ
と
︑
対
象
化
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
露
わ
に
す
る
︒
そ
れ
ば
か
り

か
﹁
ぼ
く
﹂
が
︑
他
者
を
ま
な
ざ
し
対
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
主
体
的

な
位
置
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
を
看
破
し
︑﹁
ど
ん
な
他
人
も
︑
あ
な
た

に
と
っ
て
は
︑
い
ず
れ
自
分
を
映
す
鏡
に
し
か
す
ぎ
な
い
﹂
の
だ
と
告
げ
る
︒
妻

は
︑
自
身
に
向
け
ら
れ
た
﹁
ぼ
く
﹂
の
対
象
化
の
欲
望
が
︑﹁
ぼ
く
﹂
自
身
を
傷

つ
け
た
世
間
の
ま
な
ざ
し
と
通
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
る
︒

し
か
し
︑
本
当
に
﹁
ぼ
く
﹂
は
最
後
ま
で
︑
妻
を
一
方
的
に
ま
な
ざ
し
た
い
と

い
う
対
象
化
の
欲
望
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

｢ぼ
く
﹂
の
妻
へ
の
手
紙
は
︑﹁
ぼ
く
﹂
と
﹁
仮
面
﹂
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と

の
告
白
に
よ
っ
て
︑
歪
な
三
角
関
係
を
清
算
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
も
の
だ
っ

た
︒
妻
の
不
貞
を
糾
弾
す
る
意
図
と
い
う
側
面
か
ら
こ
の
手
紙
を
捉
え
れ
ば
︑
性

交
を
達
成
し
て
も
妻
と
の
﹁
他
人
と
の
通
路
﹂
の
回
復
︵
＝
自
ら
の
脆
弱
性
の
隠
蔽

と
見
る
主
体
と
し
て
の
位
置
の
復
権
︶
が
で
き
な
か
っ
た
﹁
ぼ
く
﹂
の
︑
最
後
の
対

象
化
の
手
段
で
あ
る
と
も
読
め
る
だ
ろ
う
︒
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
キ
ー
は
︑
パ
ト
リ

シ
ア
・
ウ
ォ
ー
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
を
紹
介
し
な
が
ら
﹁﹃
他
人
の
顔
﹄
に

お
け
る
﹁
ぼ
く
﹂
が
ノ
ー
ト
で
偽
り
の
な
い
自
己
の
姿
を
暴
露
す
る
こ
と
を
希
求

し
て
も
︑
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒﹁
真
の
目
的
は
︑
自
分
の

語
る
物
語
の
正
統
性
を
彼
の
読
者
︑
即
ち
妻
に
信
じ
さ
せ
る
た
め
︑
い
わ
ば
﹁
権

威
と
し
て
の
語
り
﹂
を
構
築
す
る
こ
と
に
あ
る
﹂
た
め
だ(

)

︒
こ
れ
は
波
潟
の
︑

28

﹁
本
文
中
に
介
入
す
る
い
く
つ
か
の
注
記
的
文
章
﹂
が
﹁﹁
お
ま
え
﹂
と
い
う
読
み

手
に
弁
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
よ
う
な
本
文
の
不
都
合
さ
﹂
を
訂
正
す
る

た
め
の
機
能
を
持
つ
と
い
う
指
摘
と
合
わ
せ
る
と
よ
り
明
快
に
な
る
だ
ろ
う(

)

︒
29

だ
が
︑﹁
ぼ
く
﹂
は
手
記
を
編
纂
す
る
こ
と
で
︑
本
当
に
﹁
権
威
と
し
て
の
語

り
﹂
を
構
築
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
︒
答
え
は
否
で
あ
る
︒
何
故
な
ら
も
し
こ
の
手

記
が
﹁
権
威
と
し
て
の
語
り
﹂
を
構
成
で
き
た
な
ら
︑
妻
は
﹁
ぼ
く
﹂
の
欺
瞞
性

を
糾
弾
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
だ
︒

『他
人
の
顔
﹄
は
首
尾
一
貫
し
た
テ
ク
ス
ト
で
は
な
い
︒
過
去
の
﹁
ぼ
く
﹂
の

書
い
た
文
章
の
痕
跡
と
︑
今
の
﹁
ぼ
く
﹂
の
記
述
と
が
混
然
一
体
と
な
っ
た
パ
ッ

〈ま
な
ざ
さ
れ
る
﹀
脆
さ
と
加
害
性

二
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チ
ワ
ー
ク
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
誰
に
見
せ
る
つ

も
り
の
な
か
っ
た
手
記
を
慌
て
て
編
集
し
た
の
だ
ろ
う
︒
だ
か
ら
記
述
は
混
乱
を

極
め
て
し
ま
う
︒﹁
ぼ
く
﹂
と
﹁
仮
面
﹂
が
同
一
人
物
だ
と
告
白
し
た
い
な
ら
︑

一
言
そ
う
書
け
ば
い
い
だ
け
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
ぼ
く
﹂
は
そ
う
し

な
か
っ
た
の
だ
︒

前
述
の
キ
ー
は
︑
読
書
行
為
が
性
的
欲
望
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
関
係
で
あ
る
こ
と

を
論
じ
︑
読
者
の
読
む
欲
望
を
喚
起
し
誘
惑
す
る
た
め
に
︑
テ
ク
ス
ト
が
自
ら
に

注
目
す
る
よ
う
に
呼
び
か
け
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
キ
ー
は
︑﹃
他
人
の
顔
﹄

を
構
成
す
る
﹁
ぼ
く
﹂
の
ノ
ー
ト
も
︑
妻
に
何
度
も
自
ら
を
読
む
よ
う
に
促
す
こ

と
を
示
し
︑﹁
つ
ま
り
︑
妻
と
の
性
的
な
関
係
を
再
確
立
し
よ
う
と
し
て
︑
ノ
ー

ト
を
書
く
の
だ
﹂
と
論
じ
る(

)

︒
30

見
る
こ
と
︑
書
く
こ
と
が
権
力
で
あ
る
の
と
同
様
︑
読
む
こ
と
も
権
力
で
あ

る
︒
読
書
行
為
は
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
物
事
を
分
析
し
︑
解
剖
し
︑
対
象
化
す

る
権
力
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
る
し
︑
読
む
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
の
は
読
む
側

で
あ
る
か
ら
︑
テ
ク
ス
ト
は
自
ら
を
客
体
化
し
︑
自
ら
を
読
む
よ
う
に
読
み
手
を

誘
惑
す
る
︒
し
か
も
︑
こ
の
よ
う
に
し
て
妻
に
提
示
さ
れ
た
文
章
は
︑
過
去
と
現

在
と
の
記
述
が
交
錯
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
あ
ま
り
に
無
防
備
で
あ
る
︒﹁
権
威
と

し
て
の
語
り
﹂
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
も
︑
た
く
さ
ん
の
︑
統
御
で
き
な
い
記
述

が
亀
裂
を
入
れ
る
︒﹁
ぼ
く
﹂
は
自
ら
を
統
一
体
と
し
て
︑
あ
る
い
は
主
体
と
し

て
認
識
で
き
な
い
し
統
制
も
で
き
な
い
︒﹁
ぼ
く
﹂
の
手
記
は
無
防
備
に
晒
さ
れ

て
い
る
︒﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
ど
れ
ほ
ど
自
ら
を
見
る
／
書
く
主
体
と
し
て
取
り
繕
お

う
と
思
っ
て
も
︑
そ
の
傷
つ
き
や
す
さ
か
ら
は
自
由
で
な
い
︒
見
る
主
体
︑
書
く

主
体
と
し
て
自
ら
を
造
形
し
構
築
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
︑
そ
の
脆
弱
性
は

露
わ
に
な
る
︒

｢ぼ
く
﹂
が
妻
宛
て
に
手
記
を
編
纂
す
る
行
為
は
︑
何
よ
り
も
ま
ず
︑
そ
う

い
っ
た
自
ら
の
脆
弱
性
と
統
御
の
不
可
能
性
を
目
の
当
た
り
に
す
る
行
為
で
あ
っ

た
は
ず
だ
︒﹁
追
記
﹂
で
取
り
繕
っ
て
も
︑
絶
え
ず
ひ
び
割
れ
︑
脆
弱
性
を
晒
し

て
し
ま
う
自
身
の
手
記
の
構
造
に
つ
い
て
︑
果
た
し
て
﹁
ぼ
く
﹂
は
無
自
覚
で
あ

り
続
け
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
︒
手
記
を
書
く
こ
と
を
決
心
し
て
か
ら
結
局
﹁
も
う
二

た
月
近
く
経
っ
て
し
ま
っ
た
﹂
と
語
る
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
自
ら
の
生
み
出
し
た
テ
ク

ス
ト
群
が
︑
も
は
や
自
ら
の
手
を
離
れ
︑
統
御
不
能
な
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
を
理
解
し
て
い
る
は
ず
で
は
な
い
か
︒﹁
権
威
的
な
語
り
﹂
な
ど
構
築
で
き

な
か
っ
た
こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
︑﹁
ぼ
く
﹂
は
そ
れ
で
も
こ
の
手
記
を
妻
に
宛

て
る
こ
と
を
選
ぶ
︒﹁
ぼ
く
﹂
は
自
ら
の
こ
と
さ
え
自
分
で
理
解
で
き
ず
︑
対
象

化
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
差
し
出
そ
う
と
す
る
︒
こ
こ
で
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
自
ら

の
主
体
化
の
た
め
に
他
者
を
客
体
化
す
る
自
己
認
知
の
方
法
を
︑
止
揚
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
だ
︒

そ
れ
は
︑
自
身
と
相
手
が
共
に
︑
知
り
得
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
交

換
す
る
行
為
だ
︒﹁
ぼ
く
﹂
の
歪
な
手
記
た
ち
は
︑
相
手
の
対
象
化
に
よ
る
﹁
他

人
と
の
通
路
﹂
の
回
復
に
挫
折
し
た
﹁
ぼ
く
﹂
が
︑
ま
な
ざ
す
側
＝
主
体
の
位
置

を
奪
い
合
う
権
力
の
ゲ
ー
ム
を
降
り
て
︑
別
の
仕
方
で
﹁
他
人
と
の
通
路
﹂
を
回

復
し
よ
う
と
し
た
兆
し
で
も
あ
る
の
だ
︒

結
果
的
に
は
︑﹁
ぼ
く
﹂
は
妻
に
対
象
化
の
加
害
性
を
糾
弾
さ
れ
る
に
至
っ
て

し
ま
う
︒
た
だ
し
︑
そ
の
糾
弾
の
契
機
さ
え
︑
﹁
ぼ
く
﹂
が
妻
に
手
記
を
提
示
す

る
こ
と
な
し
に
は
現
出
し
な
か
っ
た
こ
と
は
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
︒

む
ろ
ん
︑
結
末
で
﹁
ぼ
く
﹂
が
空
気
拳
銃
を
手
に
﹁
人
間
を
憎
ん
で
や
る
﹂
と

他
者
に
対
す
る
加
害
性
を
露
わ
に
し
て
い
く
こ
と
は
擁
護
で
き
な
い
︒
こ
こ
で
本

論
が
目
指
し
て
き
た
﹁
ぼ
く
﹂
の
加
害
性
の
解
体
は
︑
そ
の
兆
し
を
見
出
す
に
と

ど
ま
り
︑
打
ち
止
め
に
な
っ
て
し
ま
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
こ
で
一
度
︑﹁
ぼ
く
﹂
か
ら
離
れ
︑﹃
他
人
の
顔
﹄
の
テ
ク
ス
ト

群
を
﹁
読
ん
で
い
る
﹂
読
者
で
あ
る
私
た
ち
に
注
目
し
て
み
た
い
︒
指
摘
し
た
い

の
は
︑
書
く
こ
と
で
妻
を
一
方
的
に
分
析
し
て
い
た
﹁
ぼ
く
﹂
と
同
じ
権
力
を
︑
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読
者
は
﹁
ぼ
く
﹂
に
も
妻
に
も
行
使
す
る
／
で
き
る
立
場
に
い
る
と
い
う
こ
と

だ
︒
妻
に
宛
て
て
書
か
れ
た
文
章
を
︑
読
者
で
あ
る
私
た
ち
も
読
む
こ
と
が
で
き

る
︒
だ
か
ら
本
論
は
︑﹁
ぼ
く
﹂
に
ふ
る
わ
れ
る
ま
な
ざ
し
の
暴
力
性
を
読
み
取

れ
た
の
で
あ
り
︑
同
時
に
﹁
ぼ
く
﹂
が
ふ
る
お
う
と
す
る
ま
な
ざ
し
の
権
力
性
を

読
解
で
き
た
︒
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
︑﹁
ぼ
く
﹂
を
対
象
化
し
理
解
し
よ
う
と

す
る
権
力
の
行
使
で
も
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
だ
ろ

う
︒読

者
に
差
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
群
は
︑
様
々
な
位
相
の
記
述
が
乱

立
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
過
去
と
現
在
と
の
記
述
が
交
錯
し
︑﹁
ぼ
く
﹂
が
手

記
を
編
纂
し
て
い
た
﹁
現
在
﹂
も
︑
読
め
ば
読
む
ほ
ど
﹁
過
去
﹂
に
遠
ざ
か
っ
て

い
く
︒
し
か
も
そ
こ
に
妻
か
ら
の
返
事
も
書
き
込
ま
れ
︑
妻
か
ら
は
﹁
ぼ
く
﹂
の

記
述
の
誤
認
と
︑
新
た
な
解
釈
可
能
性
を
知
ら
さ
れ
る
︒
読
者
で
あ
る
私
た
ち

は
︑
自
ら
が
読
ん
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
︑
読
め
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実

を
突
き
つ
け
ら
れ
︑
再
度
︑
読
む
行
為
に
回
帰
し
て
い
く
︒
読
む
た
び
に
︑
テ
ク

ス
ト
は
ひ
び
割
れ
︑
増
幅
す
る
︒
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
︑
ひ
び
割
れ
︑

統
一
体
と
し
て
対
象
化
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
︒﹁
ぼ

く
﹂
も
妻
も
︑
読
み
手
で
あ
る
﹁
私
た
ち
﹂
の
読
む
権
力
を
擦
り
抜
け
て
い
く
︒

妻
に
宛
て
た
手
記
だ
っ
た
は
ず
の
本
作
は
︑
い
つ
の
間
に
か
そ
の
役
目
を
終

え
︑
し
か
し
語
る
こ
と
を
辞
め
な
い
︒﹁︽
灰
色
の
ノ
ー
ト
を
逆
さ
に
使
っ
て
︑
そ

の
余
白
に
最
後
の
ぺ
ー
ジ
か
ら
書
き
加
え
ら
れ
た
︑
自
分
だ
け
の
た
め
の
記
録
︾﹂

は
︑﹁
自
分
だ
け
の
た
め
﹂
と
言
い
な
が
ら
︑
読
者
で
あ
る
私
た
ち
に
投
げ
出
さ

れ
て
い
る
︒
こ
の
作
品
は
︑
再
度
編
纂
さ
れ
︑
読
者
で
あ
る
私
た
ち
に
向
け
て
提

示
さ
れ
て
い
る
の
だ
︒
そ
れ
に
気
づ
か
さ
れ
た
時
︑
読
者
で
あ
る
私
た
ち
は
テ
ク

ス
ト
を
﹁
窃
視
﹂
し
て
い
た
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
︒
そ
の
瞬
間
︑
テ
ク
ス
ト
が

﹁
見
返
し
て
﹂
く
る
︒

本
論
は
︑
行
使
さ
れ
る
権
力
を
︑
ま
な
ざ
さ
れ
る
側
が
解
決
す
べ
き
問
題
と
し

て
扱
わ
な
い
こ
と
を
宣
言
し
た
︒
だ
か
ら
︑﹁
顔
﹂
や
﹁
見
返
す
﹂
こ
と
の
持
つ

潜
勢
力
を
︑
ま
な
ざ
さ
れ
る
側
の
持
つ
抵
抗
と
し
て
希
望
的
に
位
置
づ
け
な
い
と

も
述
べ
た
︒
ゆ
え
に
︑
こ
こ
で
本
論
が
提
起
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
︑
ま
な
ざ

す
側
の
反
応
︑
見
返
さ
れ
る
側
の
﹁
感
度
﹂
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
今
や
︑
﹃
他
人

の
顔
﹄
は
私
た
ち
の
ま
な
ざ
し
を
見
返
し
て
く
る
︒

『他
人
の
顔
﹄
が
見
る
／
見
ら
れ
る
︑
主
体
／
客
体
の
固
定
的
な
関
係
を
脱
臼

さ
せ
︑
ま
な
ざ
す
側
＝
主
体
の
位
置
を
奪
い
合
う
権
力
の
ゲ
ー
ム
を
解
体
す
る
潜

勢
力
を
持
つ
の
は
︑
こ
の
構
造
に
お
い
て
で
あ
る
︒
読
む
／
見
る
行
為
に
付
随
す

る
権
力
性
も
ま
た
︑
誰
か
に
見
ら
れ
て
お
り
︑
何
者
も
︑
安
定
的
で
安
全
な
場
か

ら
権
力
を
ふ
る
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒

注(

)
本
論
で
は
講
談
社
版
を
底
本
に
し
︑
引
用
に
あ
た
っ
て
は
﹃
安
部
公
房
全
集
１
８
﹄︵
新

1

潮
社
︑
一
九
九
九
年
三
月
︶
を
使
用
し
た
︒

(

)
例
え
ば
小
松
左
京
﹁
仮
面
化
反
応
論
︱
﹃
他
人
の
顔
﹄
が
は
ら
む
未
来
﹂
︵﹃
日
本
読
書

2

新
聞
﹄
一
九
六
四
年
一
〇
月
一
九
日
︶
や
︑
平
野
栄
久
﹁
仮
面
の
罪
︱
安
部
公
房
﹃
他

人
の
顔
﹄
に
お
け
る
作
家
主
体
の
作
品
世
界
﹂
︵﹃
新
日
本
文
学
﹄
一
九
六
六
年
七
月
︶
︑

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
リ
ー
﹃
疎
外
の
構
図
︱
安
部
公
房
︑
ベ
ケ
ッ
ト
︑
カ
フ
カ
の
小
説
﹄

︵︵
安
西
徹
雄
訳
︶
新
潮
社
︑
一
九
七
五
年
六
月
︶
な
ど
︒

(

)
太
田
草
子
﹁
安
部
公
房
研
究
︱
﹁
他
人
の
顔
﹂
﹁
箱
男
﹂
に
お
け
る
自
己
と
他
者
﹂﹃
日

3

本
文
學
﹄
二
〇
一
八
年
三
月
︒

(

)
片
野
智
子
﹁
安
部
公
房
﹃
他
人
の
顔
﹄
論
︱
自
己
疎
外
と
加
工
さ
れ
た
顔
︱
﹂﹃
学
習
院

4

大
学
人
文
学
科
論
集
﹄
二
〇
一
五
年
一
〇
月
︒

(

)
全
て
を
列
挙
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
例
え
ば
︑
武
石
保
志
﹁
﹃
他
人
の
顔
﹄
試
論
︱

5

︿
書
く
﹀
こ
と
と
︿
読
む
﹀
こ
と
を
通
し
て
の
﹁
他
人
﹂
︱
﹂︵
﹃
日
本
文
学
論
叢
﹄
一
九

八
二
年
三
月
︶
や
︑
守
安
敏
久
﹁
安
部
公
房
﹃
他
人
の
顔
﹄
︱
︱
小
説
か
ら
映
画
へ

︱
︱
﹂︵﹃
宇
都
宮
大
学
教
育
学
部
紀
要
﹄
二
〇
〇
九
年
三
月
︶︑
中
野
和
典
﹁
安
部
公
房

﹃
他
人
の
顔
﹄
論
︱
仮
面
と
行
為
︱
﹂︵﹃
C
O
M
P
A
R
A
T
IO
﹄
二
〇
〇
二
年
五
月
︶︑
友

田
義
行
﹁
身
体
の
変
貌
と
言
語
︱
︱
小
説
﹃
他
人
の
顔
﹄
論
﹂︵
﹃
戦
後
前
衛
映
画
と
文

学

安
部
公
房
×
勅
使
河
原
宏
﹄
二
〇
一
二
年
二
月
︶
な
ど
︒

(

)
リ
チ
ャ
ー
ド
・
カ
リ
チ
マ
ン
﹁
安
部
公
房
の
﹃
他
人
の
顔
﹄
に
お
け
る
戦
争
の
記
憶
と

6

〈ま
な
ざ
さ
れ
る
﹀
脆
さ
と
加
害
性
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人
種
問
題
﹂﹃
Q
u
a
d
r
a
n
te
：
ク
ヴ
ァ
ド
ラ
ン
テ
：
四
分
儀
：
地
域
・
文
化
・
位
置
の
た

め
の
総
合
雑
誌
﹄
二
〇
一
二
年
三
月
︒

(

)
友
田
義
行
﹁
映
像
の
な
か
の
原
爆
乙
女
︱
︱
映
画
﹃
他
人
の
顔
﹄
論
﹂︵﹃
戦
後
前
衛
映

7

画
と
文
学

安
部
公
房
×
勅
使
河
原
宏
﹄
二
〇
一
二
年
二
月
︶

(

)
西
倉
実
季
・
堀
田
義
太
郎
﹁
外
見
に
基
づ
く
差
別
と
は
何
か

﹁
ル
ッ
キ
ズ
ム
﹂
概
念

8

の
再
検
討
﹂﹃
ユ
リ
イ
カ
﹄
二
〇
二
一
年
十
一
月
︒

(

)
中
村
隆
之
﹃
野
蛮
の
言
説
︱
差
別
と
排
除
の
精
神
史
﹄
春
陽
堂
書
店
︑
二
〇
二
〇
年
二

9

月
︒

(

)
平
野
亮
﹃
骨
相
学
︱
︱
能
力
人
間
学
の
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
﹄
世
織
書
房
︑
二
〇
一
五
年

10

二
月
︒

(

)
ユ
ル
ギ
ス
・
バ
ル
ト
ル
シ
ャ
イ
テ
ィ
ス
﹃
ア
ベ
ラ
シ
オ
ン
︱
︱
形
態
の
伝
説
を
め
ぐ
る

11

四
つ
の
エ
セ
ー
﹄︵
種
村
季
弘
訳
︶
国
書
刊
行
会
︑
一
九
九
一
年
五
月
︒

(

)
現
在
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
で
は
﹁
L
o
u
v
r
e
C
o
lle
c
tio
n
﹂
で
作
品
を
オ
ン
ラ
イ
ン
か
ら
閲

12

覧
で
き
る
︒
ル
・
ブ
ラ
ン
の
デ
ッ
サ
ン
も
閲
覧
可
能
で
あ
る
︒︹
h
ttp
s
:/
/
c
o
lle
c
tio
n
s
.

lo
u
v
r
e
.fr
/
e
n
/︺︵
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
二
三
年
七
月
二
四
日
︶

(

)
ユ
ル
ギ
ス
・
バ
ル
ト
ル
シ
ャ
イ
テ
ィ
ス
﹃
ア
ベ
ラ
シ
オ
ン
︱
︱
形
態
の
伝
説
を
め
ぐ
る

13

四
つ
の
エ
セ
ー
﹄︵
前
掲
︶︒

(

)
平
野
亮
﹃
骨
相
学
︱
︱
能
力
人
間
学
の
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
﹄︵
前
掲
︶︒

14(

)
ロ
ー
ラ
・
マ
ル
ヴ
ィ
︵
斉
藤
綾
子
訳
︶﹁
視
覚
的
快
楽
と
物
語
映
画
﹂
岩
本
憲
児
・
武
田

15

潔
・
斉
藤
綾
子
編
﹃﹁
新
﹂
映
画
理
論
集
成
﹄
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
︑
一
九
九
八
年
二
月

︵
原
著
論
文
は
一
九
七
五
年
︶︒

(

)
景
山
藍
﹁
安
部
公
房
﹃
他
人
の
顔
﹄
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹂﹃
論
叢

国
語
教
育
学
﹄
二
〇
二

16

〇
年
七
月
︒

(

)
澁
谷
知
美
﹃
立
身
出
世
と
下
半
身

男
性
学
生
の
性
的
身
体
の
管
理
の
歴
史
﹄
洛
北
出

17

版
︑
二
〇
一
三
年
三
月
︒

(

)
澁
谷
知
美
・
金
田
淳
子
﹁
新
た
な
る
男
性
身
体
の
︿
開
発
﹀
の
た
め
に
﹂﹃
現
代
思
想
﹄

18

二
〇
一
九
年
二
月
︒

(

)
す
べ
て
を
整
理
し
て
列
挙
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑﹁
ぼ
く
﹂
が
妻
を
他
者
化
／
対
象

19

化
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
指
摘
は
多
い
︒
代
表
的
な
も
の
と
し
て
︑
ア
ン
ド

レ
ア
・
ド
ウ
ォ
ー
キ
ン
﹁
皮
膚
の
喪
失
﹂︵﹃
イ
ン
タ
ー
コ
ー
ス

性
的
行
為
の
政
治
学
﹄

︵
寺
沢
み
づ
ほ
訳
︶
青
土
社
︑
一
九
八
九
年
八
月
︵
原
著
は
一
九
八
七
年
︶
︶
︑
石
保
志

﹁﹃
他
人
の
顔
﹄
試
論
︱
︿
書
く
﹀
こ
と
と
︿
読
む
﹀
こ
と
を
通
し
て
の
﹁
他
人
﹂
︱
﹂

︵
前
掲
︶︑
波
潟
剛
﹁
安
部
公
房
の
﹃
他
人
の
顔
﹄
論
︱
︱
文
章
構
成
の
形
態
と
テ
ー
マ

を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
文
学
研
究
論
集
﹄
一
九
九
六
年
三
月
︶
を
こ
こ
で
は
挙
げ
て
お
き
た

い
︒

(

)
ア
ン
ド
レ
ア
・
ド
ウ
ォ
ー
キ
ン
﹁
皮
膚
の
喪
失
﹂︵
前
掲
︶
︒

20(

)
景
山
藍
﹁
安
部
公
房
﹃
他
人
の
顔
﹄
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹂︵
前
掲
︶
︒

21(

)
澁
谷
知
美
﹃
立
身
出
世
と
下
半
身

男
性
学
生
の
性
的
身
体
の
管
理
の
歴
史
﹄︵
前
掲
︶
︒

22(

)
鷲
田
清
一
﹃︿
ひ
と
﹀
の
現
象
学
﹄
筑
摩
書
房
︑
二
〇
一
三
年
三
月
︒

23(

)
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
﹃
全
体
性
と
無
限
﹄
︵
藤
岡
俊
博
訳
︶
講
談
社
文
庫
︑
二

24

〇
二
〇
年
四
月
︵
原
著
は
一
九
六
一
年
︶
︒

(

)
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
﹁
生
の
あ
や
う
さ
﹂
﹃
生
の
あ
や
う
さ

哀
悼
と
暴
力
の
政
治

25

学
﹄︵
本
橋
哲
也
訳
︶
以
文
社
︑
二
〇
〇
七
年
八
月
︵
原
著
は
二
〇
〇
四
年
︶
︒

(

)
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
﹃
全
体
性
と
無
限
﹄︵
前
掲
︶
︒

26(

)
波
潟
剛
は
︑﹃
他
人
の
顔
﹄
を
構
成
す
る
様
々
な
位
相
の
文
章
を
整
理
し
て
︑﹁
追
記
﹂

27

は
明
確
に
読
み
手
と
し
て
妻
を
意
識
し
て
加
え
ら
れ
た
文
章
で
あ
り
︑
そ
れ
ま
で
の
文

章
を
編
纂
し
修
正
す
る
機
能
を
持
つ
こ
と
を
分
析
し
て
い
る
︒
︵
波
潟
剛
﹁
安
部
公
房
の

﹃
他
人
の
顔
﹄
論
︱
︱
文
章
構
成
の
形
態
と
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
﹂
︵
前
掲
︶
︶︒

(

)
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
キ
ー
﹁
安
部
公
房
の
﹃
他
人
の
顔
﹄
と
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
﹃
冬
の
夜

28

ひ
と
り
の
旅
人
が
﹄
に
お
け
る
﹁
仮
面
﹂
の
役
割
に
つ
い
て
﹂
﹃
比
較
文
学
・
文
化
論

集
﹄
二
〇
〇
二
年
三
月
︒
な
お
︑
こ
こ
で
援
用
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
パ
ト
リ
シ
ア
・

ウ
ォ
ー
﹃
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
︱
︱
自
意
識
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
理
論
と
実
際
﹄
︵
結
城

英
雄
訳
︶
泰
流
社
︑
一
九
八
六
年
七
月
︵
原
著
は
一
九
八
四
年
︶︒

(

)
波
潟
剛
﹁
安
部
公
房
の
﹃
他
人
の
顔
﹄
論
︱
︱
文
章
構
成
の
形
態
と
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ

29

て
﹂︵
前
掲
︶︒

(

)
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
キ
ー
﹁
安
部
公
房
の
﹃
他
人
の
顔
﹄
と
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
﹃
冬
の
夜

30

ひ
と
り
の
旅
人
が
﹄
に
お
け
る
﹁
仮
面
﹂
の
役
割
に
つ
い
て
﹂
︵
前
掲
︶
︒

︵
本
学
衣
笠
総
合
研
究
所

専
門
研
究
員
)
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