
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
お
け
る
欲
望
の
無
限
の
問
題

幸、
専

田
　
　
真

人

（77）　デュルケームにおける欲望の無限の問題

序
「
豊
か
な
杜
会
」

と
そ
の
危
機

　
後
に
「
ベ
ル
エ
ポ
ッ
ク
（
良
き
時
代
）
」
と
郷
愁
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
一
九
世
紀
の
世
紀
末
（
弐
ま
色
腎
－
①
）
、
そ
し
て
第
一

次
犬
戦
勃
発
ま
で
の
二
〇
世
紀
初
頭
の
十
数
年
。
未
曾
有
の
物

質
的
繁
栄
が
大
衆
的
に
調
歌
さ
れ
る
な
か
、
「
豊
か
な
杜
会
」
は

す
で
に
一
世
紀
前
の
揺
る
ぎ
が
た
い
現
実
で
あ
っ
た
。
し
か
し

こ
の
「
豊
か
さ
」
は
本
物
か
。
人
々
は
本
当
に
幸
福
と
い
え
る

か
。
そ
う
生
涯
問
い
つ
づ
け
た
杜
会
学
考
が
い
た
。
エ
ミ
ー

ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
で
あ
る
。
「
豊
か
さ
」
の
増
犬
に
比
例
し

て
自
殺
老
も
ま
た
増
加
す
る
と
い
う
確
か
な
事
実
を
、
彼
は
な

お
ざ
り
に
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
デ
ェ
ル
ケ
ー
ム
の
自
殺
へ
の
関
心
は
、
か
な
り
早
い
時
期
か

ら
芽
生
え
て
い
た
も
の
だ
。
半
年
間
の
ド
イ
ツ
留
学
を
終
え
て

ま
も
な
い
一
八
八
八
年
、
三
〇
歳
の
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
早
く
も

自
殺
に
つ
い
て
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
処
女
作
『
杜
会
分
業

論
』
に
先
立
つ
こ
と
五
年
、
『
自
殺
論
』
に
先
立
つ
こ
と
九
年
で

あ
る
。
ド
イ
ツ
留
学
を
通
じ
て
杜
会
学
の
存
在
意
義
に
確
信
を

↑
）

深
め
、
具
体
的
な
現
実
問
題
に
つ
い
て
の
発
言
が
目
立
ち
始
め

る
ま
さ
に
そ
の
努
頭
を
飾
る
が
、
こ
と
く
に
、
そ
れ
は
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。

　
こ
の
論
文
「
自
殺
と
出
生
率
」
で
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
［
S
N
署
」
ξ
－
べ
］
、
ま
た
や
が
て
『
杜
会
分
業
論
』

で
言
及
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
［
D
T
一
暑
・
旨
－
ω
し
畠
－

267



一橋論叢　第109巻　第2号　平成5年（1993年）2月号　｛78〕

s
］
、
そ
し
て
『
自
殺
論
』
そ
の
も
の
が
薯
作
全
体
で
示
す
こ
と

に
な
る
よ
う
に
、
彼
が
自
殺
の
問
題
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
科

学
や
産
業
の
進
展
、
あ
る
い
は
消
費
の
増
犬
等
に
よ
る
生
活
条

件
の
改
善
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
あ
る
い
は
そ
れ
ゆ
え
に
？
）
、
同

時
に
自
殺
率
が
激
増
し
て
い
る
と
い
う
事
実
の
た
め
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ぱ
か
り
で
は
な
い
。
も
っ
と
広
い
視
野
で
見
る
な
ら
、
自

殺
は
（
近
代
）
文
明
の
進
展
度
に
正
確
に
符
合
し
て
増
加
し
て

い
る
。
世
界
の
自
穀
地
図
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ

地
域
が
広
犬
な
黒
い
斑
点
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
の
が
目
に

留
ま
る
。
自
殺
は
近
代
杜
会
の
ま
さ
に
「
風
土
病
的
状
態
に
あ

る
」
の
だ
！
［
D
T
ら
。
曽
①
］
－
こ
れ
ら
の
事
実
を
前
に
し

て
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
幸
福
だ
な
ど
と
酔
い
痴

れ
て
い
ら
れ
よ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
彼
に
と
っ
て
、
自
穀
（
率
）
は
、
時
代
の
幸
福

度
を
測
定
す
る
客
観
的
な
杜
会
学
的
指
標
と
し
て
の
意
味
を
も

　
　
　
　
　
　
（
2
）

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
殺
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ

ー
は
、
そ
れ
が
特
に
対
象
と
す
る
特
殊
な
問
題
群
［
1
1
自
殺
の

二
と
］
を
こ
え
る
射
程
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
提
起
し
て
い

る
間
題
は
、
現
在
提
起
さ
れ
て
い
る
き
わ
め
て
重
大
な
実
践
的

問
題
と
、
深
く
関
連
し
て
い
る
。
自
殺
の
異
常
な
増
加
と
、
現

代
杜
会
が
こ
う
む
っ
て
い
る
一
般
的
な
病
と
は
、
同
じ
原
因
に

由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
L
［
S
u
も
。
含
o
］

　
い
い
か
え
れ
ば
自
殺
は
彼
に
と
っ
て
単
な
る
自
殺
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
時
代
の
潮
流
の
波
頭
を
な
す
、
ひ
と
つ
の
象
徴
的
範

例
で
あ
っ
た
。
自
ら
す
す
ん
で
命
を
断
つ
人
々
も
、
一
見
平
穏

に
生
き
続
け
て
い
る
人
々
と
、
さ
ほ
ど
遠
い
境
遇
で
は
な
い
は

ず
だ
。
同
じ
時
代
潮
流
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
、
具
体
的
に
ど
の

特
定
の
個
人
が
自
殺
す
る
こ
と
に
な
る
か
は
、
こ
れ
は
た
し
か

に
各
人
の
個
人
的
要
因
に
よ
っ
て
決
ま
る
ほ
か
な
い
。
し
か
し
、

杜
会
が
根
源
的
に
危
機
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
明
日
は
自
分
も
自

殺
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
、
誰
が
断
言
で
き
よ
う
か
。
自
殺

老
の
苦
悩
は
、
彼
を
取
り
巻
く
人
々
の
苦
悩
で
も
あ
っ
て
、
彼

は
た
だ
周
囲
の
苦
悩
を
少
し
ば
か
り
尖
鋭
に
表
現
し
て
し
ま
っ

た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
さ
に
「
自
殺
す
る
も
の
た
ち
の
世
界
を
描

い
て
、
そ
の
実
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
『
わ
れ
わ
れ
』
の
世
界
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

あ
ざ
や
か
に
検
証
し
た
の
で
あ
る
。
」
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（79〕　デュノレケームにおける欲望の無限の問題

一
一
　
工

ゴ
イ
ス
ム
と
ア
ノ
ミ
ー

　
し
か
し
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
自
殺
一
般
を
区
別
な
く
論
じ
て

い
る
の
で
は
な
い
。
近
代
杜
会
に
お
い
て
と
り
わ
け
問
題
に
な

る
自
殺
は
、
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
的
自
殺
（
ω
邑
O
巨
①
紺
O
尋
5
鳥
）
」

お
よ
び
「
ア
ノ
ミ
ー
的
自
殺
（
ω
巨
O
巳
①
曽
O
昌
昼
亮
）
」
と
さ
れ

て
い
る
［
S
u
一
署
．
窒
9
§
o
。
］
。
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
近
代
杜
会

全
体
の
、
と
り
わ
け
「
豊
か
な
杜
会
」
の
深
部
に
潜
む
危
機
と

は
、
「
エ
ゴ
イ
ス
ム
」
と
「
ア
ノ
ミ
i
」
で
あ
る
。

　
な
ら
ぱ
彼
の
言
う
「
エ
ゴ
イ
ス
ム
（
紺
O
房
昌
①
）
」
と
は
、
「
ア

ノ
ミ
ー
（
彗
O
昌
包
」
と
は
い
っ
た
い
何
か
。

　
ま
ず
第
一
に
、
ど
ち
ら
も
近
代
個
人
主
義
の
病
的
状
態
で
あ

る
。
と
り
わ
け
、
過
度
に
肥
大
し
た
個
人
主
義
で
あ
る
。
な
る

ほ
ど
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
近
代
個
人
主
義
の
理
念
を
高
く
評
価

し
、
そ
の
確
固
た
る
実
現
に
向
け
て
生
涯
を
さ
さ
げ
て
さ
え

（
4
）

い
る
。
し
か
し
こ
の
実
現
す
べ
き
個
人
主
義
の
理
念
が
、
十
分

に
定
着
せ
ず
に
か
え
っ
て
過
度
に
展
開
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
病

的
で
あ
る
。
彼
の
表
現
を
借
り
れ
ぱ
、
「
無
限
の
病
（
一
①
旨
巴

皆
一
．
巨
饒
邑
）
」
［
S
u
一
P
ω
豊
］
で
あ
る
。
こ
の
無
限
の
病
の

う
ち
、
と
く
に
反
省
的
知
性
や
懐
疑
や
夢
想
に
生
じ
る
無
限
病

が
エ
ゴ
イ
ス
ム
、
感
性
的
・
物
質
的
な
欲
望
に
生
じ
る
無
限
病

が
ア
ノ
、
ミ
ー
な
の
で
あ
る
［
S
u
一
〇
．
ω
違
L
。
こ
の
こ
と
の
系

と
し
て
、
エ
ゴ
イ
ス
ム
的
自
殺
は
主
に
知
的
な
職
業
の
人
々
に

み
ら
れ
、
ア
ノ
ミ
ー
的
自
殺
は
主
に
商
工
業
界
で
み
ら
れ
る
タ

イ
プ
の
自
殺
と
さ
れ
る
［
S
u
一
ヲ
N
0
．
o
。
］
。
も
う
少
し
敷
延
す

る
な
ら
ぱ
、
前
老
は
近
代
杜
会
に
お
け
る
合
理
化
の
側
面
に
伴

な
っ
て
進
行
し
て
き
た
病
理
で
あ
り
、
後
老
は
近
代
杜
会
に
お

け
る
産
業
化
の
側
面
に
伴
な
っ
て
進
行
し
て
き
た
病
理
で
あ
る
。

　
第
二
に
倫
理
学
的
見
地
か
ら
み
れ
ば
、
エ
ゴ
イ
ス
ム
は
〈
愛

着
〉
（
算
3
o
ぼ
昌
⑭
津
）
の
位
相
で
の
病
理
で
あ
る
の
に
対
し
、

ア
ノ
、
ミ
ー
は
〈
規
制
〉
（
H
措
一
①
昌
①
津
き
9
）
の
位
相
で
の
病
理

で
あ
る
［
S
u
一
P
N
賓
］
。
外
界
に
愛
着
す
べ
き
意
味
の
充
実

を
見
い
出
し
え
ず
、
逆
に
世
界
を
眺
め
る
自
己
意
識
そ
の
も
の

に
し
か
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
え
な
い
と
き
に
は
エ
ゴ
イ
ス
ム

（
的
自
殺
）
が
、
ま
た
自
己
の
物
質
的
欲
求
を
統
御
で
き
ず
、
逆

に
ひ
と
り
歩
き
を
始
め
る
欲
求
に
翻
弄
さ
れ
て
、
た
え
ざ
る
欲

求
不
満
に
陥
っ
て
し
ま
う
と
き
に
は
ア
ノ
ミ
ー
（
的
自
殺
）
が
、

そ
れ
ぞ
れ
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
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し
か
し
第
三
に
、
エ
ゴ
イ
ス
ム
と
ア
ノ
ミ
ー
は
単
に
二
つ
の

無
限
病
で
は
な
く
、
二
つ
の
欲
求
の
無
限
病
で
あ
る
。
ア
ノ
、
・
・

ー
は
た
っ
た
今
見
た
よ
う
に
、
感
性
的
・
物
質
的
な
欲
求
の
無

限
病
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
エ
ゴ
イ
ス
ム
は
、
『
自
殺
論
』

を
以
後
の
仕
事
と
連
続
す
る
文
脈
に
置
き
直
し
て
み
る
と
浮
き

彫
り
に
な
る
よ
う
に
［
E
M
ら
』
3
F
E
も
o
－
①
旨
ふ
冒
］
、
物

質
的
欲
求
で
は
な
く
物
質
的
欲
求
を
方
向
づ
け
る
も
の
へ
の
欲

求
の
無
限
病
、
そ
の
意
味
で
「
一
種
独
特
の
（
ω
巨
O
q
8
邑
ω
）
」

欲
求
［
S
P
も
S
］
の
無
限
病
、
い
う
な
れ
ば
メ
タ
欲
求
の
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
〕

限
病
、
意
味
へ
の
欲
求
（
鶴
亘
s
饒
o
易
）
の
無
限
病
で
あ
る
。

要
す
る
に
二
種
類
の
欲
求
（
と
そ
の
病
理
）
が
あ
る
。
ア
ノ
、
ミ

ー
と
エ
ゴ
イ
ス
ム
が
近
代
に
お
け
る
二
つ
の
危
機
で
あ
っ
た
と

す
れ
ぱ
、
近
代
に
お
け
る
二
つ
の
危
機
と
は
、
近
代
に
お
け
る

欲
求
の
二
つ
の
危
機
な
の
で
も
あ
る
。

　
第
四
に
、
エ
ゴ
イ
ス
ム
と
ア
ノ
ミ
ー
は
単
に
人
間
の
欲
求
の

無
限
病
で
は
な
く
、
杜
会
的
人
問
欲
求
の
無
限
病
で
あ
る
。
意

味
へ
の
欲
求
の
無
限
病
と
し
て
の
エ
ゴ
イ
ス
ム
と
物
質
的
欲
求

の
無
限
病
と
し
て
の
ア
ノ
ミ
ー
は
、
い
ず
れ
も
杜
会
を
形
成
す

る
人
間
に
お
い
て
、
杜
会
的
に
形
成
さ
れ
る
欲
求
の
問
題
で
あ

る
。　

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
生
涯
一
貫
し
た
人
間
観
に
よ
る
と
、
人
間

は
つ
ね
に
、
「
肉
体
的
人
間
」
に
「
杜
会
的
人
間
」
が
添
加
さ
れ

（
窒
『
と
昌
蒜
）
重
畳
さ
れ
た
（
誓
潟
昌
O
紙
）
「
二
重
性
」

（
O
冨
－
恵
）
に
お
い
て
あ
る
。
「
肉
体
的
人
間
」
に
お
い
て
は
欲

求
は
無
限
に
拡
大
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
こ
れ
に
対
し
人

問
が
杜
会
を
な
し
、
反
省
的
意
識
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
、
欲
望
の
無
際
限
昂
進
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
く
る

と
い
う
の
で
あ
る
［
S
u
一
暑
』
畠
歩
ミ
㌣
ω
］
。
こ
の
意
味
で

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
欲
求
論
は
、
狂
奔
せ
る
動
物
的
本
能
を
理
性

の
力
で
制
御
す
る
と
い
っ
た
、
俗
流
フ
ロ
イ
ト
主
義
的
道
徳
を

持
ち
出
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
、
は
っ
き
り
確
認
し
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
。
制
御
さ
れ
る
べ
き
無
限
病
的
欲
求
が
す
で
に
、

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
杜
会
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

杜
会
的
に
形
成
さ
れ
た
欲
求
を
杜
会
的
に
制
御
し
よ
う
と
い
う
、

徹
底
的
に
杜
会
の
土
俵
の
う
え
に
展
開
さ
れ
た
立
論
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

　
そ
こ
で
最
後
に
、
エ
ゴ
イ
ス
ム
と
ア
ノ
ミ
ー
は
杜
会
的
な
原

因
を
も
つ
無
限
病
で
あ
り
、
近
代
杜
会
の
原
理
そ
の
も
の
に
よ
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（81）　デュルケームにおける欲望の無限の間題

っ
て
惹
起
さ
れ
た
無
限
病
で
あ
る
。
近
代
化
と
い
う
歴
史
的
趨

勢
の
基
軸
を
な
す
合
理
化
と
産
業
化
の
お
の
お
の
の
場
面
で
、

ま
さ
し
く
近
代
個
人
主
義
原
理
が
病
的
に
肥
大
し
、
過
度
に
展

開
す
る
に
い
た
っ
た
個
人
主
義
が
エ
ゴ
イ
ス
ム
と
ア
ノ
ミ
ー
な

の
で
あ
る
。
合
理
化
の
場
面
で
の
意
味
へ
の
欲
求
の
無
限
病
、

こ
の
い
わ
ぱ
過
度
の
合
理
主
義
が
エ
ゴ
イ
ス
ム
、
産
業
化
の
場

面
で
の
物
質
的
欲
求
の
無
限
病
、
こ
の
い
わ
ば
過
度
の
進
歩
主

義
な
い
し
平
等
主
義
が
ア
ノ
ミ
ー
な
の
で
あ
る
。

　
で
は
ア
ノ
、
、
、
ー
と
エ
ゴ
イ
ス
ム
は
、
近
代
化
の
歴
史
的
過
程

の
な
か
で
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う

か
。

三
　
合
理
主
義
的
個
人
主
義
の
逆
説
．

工
｛
　
　
　
　
　
　
　
“

コ
イ
ス
ム

　
エ
ゴ
イ
ス
ム
は
、
合
理
化
と
い
う
近
代
化
の
歴
史
的
過
程
の

な
か
で
、
意
味
へ
の
欲
求
が
病
肘
に
無
際
限
昂
進
す
る
に
至
っ

た
事
態
で
あ
る
。

　
ま
ず
前
近
代
杜
会
で
は
、
伝
統
主
義
的
な
道
徳
や
宗
教
が
安

定
的
な
秩
序
と
世
界
観
を
提
供
し
、
人
々
に
懐
疑
の
余
地
な
き

生
の
意
味
づ
け
を
保
証
し
て
い
た
。
し
か
し
近
代
化
過
程
に
お

け
る
杜
会
の
「
密
度
」
と
「
容
積
」
の
増
加
に
つ
れ
て
、
こ
の

伝
統
的
観
念
体
系
が
動
揺
し
は
じ
め
る
と
、
意
味
へ
の
欲
求
の

伝
統
的
な
充
足
バ
タ
ー
ン
が
崩
壊
し
、
人
々
は
生
存
理
由
を
見

い
だ
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
［
S
u
一
P
§
o
o
］
。
そ
こ
で
「
穿

た
れ
た
空
隙
を
埋
め
る
た
め
に
」
［
S
u
一
P
H
｝
o
。
］
、
反
省
的
知

性
へ
の
欲
求
が
派
生
す
る
。
こ
う
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
に
代
表
さ
れ
る
「
自
由
検
討
の
嗜
好
」
［
S
u
・
巳
S
］

が
、
も
し
く
は
「
知
の
欲
求
」
［
S
u
一
P
－
窪
］
が
、
要
す
る
に

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

合
理
主
義
が
育
ま
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
、
そ
れ
自
体
が
伝
統
的
価
値
体
系
の
解

体
を
前
提
に
し
、
伝
統
的
価
値
体
系
の
解
体
か
ら
生
じ
て
き
た

も
の
だ
っ
た
。
「
人
間
が
獲
得
し
た
知
識
が
宗
教
を
解
体
さ
せ

る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
宗
教
が
解
体
し
た
か
ら

こ
そ
、
知
識
欲
が
覚
醒
さ
れ
る
の
だ
。
」
［
S
u
ら
．
H
胃
］

　
と
こ
ろ
が
い
っ
た
ん
実
施
さ
れ
始
め
た
自
由
検
討
は
、
今
や

意
味
づ
け
機
能
を
失
な
い
つ
つ
あ
る
伝
統
的
価
値
体
系
自
体
に

も
懐
疑
を
向
け
、
そ
の
解
体
を
い
っ
そ
う
促
進
し
、
つ
い
に
は

消
滅
に
追
い
込
ん
で
ゆ
く
。
そ
れ
は
、
諸
個
人
を
包
摂
し
て
い

た
集
合
意
識
か
ら
の
個
々
人
の
自
立
化
の
、
正
確
な
対
応
物
で
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あ
る
。
合
理
主
義
と
は
そ
の
よ
う
な
個
人
主
義
の
一
側
面
な
の

で
あ
っ
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
自
身
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ぱ
、

「
知
的
個
人
主
義
（
－
、
ぎ
昌
く
己
§
豪
冒
巴
暮
①
昌
①
9
亮
－
）
」
［
S
u
一

p
芦
d
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
宗
教
的
世
界
解
釈
が

崩
壊
し
た
後
に
、
残
さ
れ
た
唯
一
の
拠
り
所
で
あ
る
人
問
の
理

性
だ
け
を
た
よ
り
に
し
て
、
世
界
と
人
生
と
を
意
味
づ
け
よ
う

と
す
る
企
て
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
理
性
の
発
展
は
、
伝
統
的
観
念
体
系
の
絶
対
的
権

威
を
確
実
に
瓦
解
さ
せ
る
。
こ
れ
は
ま
ち
が
い
な
く
近
代
の
解

放
的
側
面
だ
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
唯
一
の
案
内
人
で
あ
る
の
な

ら
、
そ
の
よ
う
な
理
性
自
身
が
今
度
は
新
た
に
絶
対
化
し
て
し

ま
う
危
険
に
つ
ね
に
さ
ら
さ
れ
る
。
「
知
的
個
人
主
義
が
誇
大

化
し
え
な
い
よ
う
な
杜
会
は
、
た
と
え
そ
の
必
要
が
あ
っ
て
も

伝
統
の
く
び
き
を
ゆ
す
ぷ
っ
た
り
、
そ
の
信
仰
を
ゆ
さ
ぷ
っ
た

り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
」
［
s
u
も
、
昌
ご
1
合

理
主
義
は
誇
犬
化
す
る
ほ
ど
で
は
じ
。
め
て
、
合
理
主
義
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、

立
派
に
機
能
す
る
。
逆
に
言
え
ば
、
合
理
主
義
が
い
つ
で
も
過

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

度
の
合
理
主
義
へ
と
転
回
し
て
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
の
逆

謝
。

　
理
性
の
絶
対
化
と
は
、
い
い
か
え
れ
ぱ
理
性
と
い
う
名
の
内

面
生
活
の
絶
対
化
で
あ
る
。
知
と
い
う
も
の
が
そ
も
そ
も
、
外

界
の
対
象
か
ら
一
定
の
距
離
を
取
り
、
そ
れ
を
表
象
と
し
て
内

在
化
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
以
上
、
人
々
は
次
第

に
内
面
生
活
の
探
索
に
ぱ
か
り
向
か
う
よ
う
に
な
る
［
S
u
一

〇
・
ω
宝
］
。
世
界
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
、
わ

れ
わ
れ
は
世
界
か
ら
離
れ
て
行
く
ば
か
り
だ
。
こ
う
し
て
自
己

の
内
面
世
界
が
外
界
か
ら
遮
断
さ
れ
れ
ぱ
、
も
は
や
た
し
か
な

リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
今
思
惟
し
て
い
る
こ
の

自
分
自
身
以
外
に
、
一
体
何
が
あ
ろ
う
か
（
コ
ギ
ト
・
エ
ル

ゴ
・
ス
ム
！
）
。
「
・
…
：
彼
は
世
界
じ
ゅ
う
ど
こ
を
さ
が
し
て
も
、

彼
個
人
以
外
に
現
実
的
な
も
の
を
見
る
こ
と
は
な
い
。
」
［
S
u
一

p
豊
ω
］

　
こ
の
よ
う
に
理
性
が
、
意
味
を
求
め
る
老
と
し
て
で
は
な
く
、

お
の
れ
自
身
意
味
を
生
み
出
す
源
泉
と
し
て
あ
ら
わ
れ
は
じ
め

る
と
き
、
し
た
が
っ
て
知
る
こ
と
そ
の
も
の
の
な
か
に
世
界
の

意
味
を
集
約
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
と
き
世
界
は
、
「
知
る

た
め
に
の
み
知
る
」
絶
対
老
た
る
わ
れ
わ
れ
の
眼
の
前
で
、
み

る
み
る
脱
色
さ
れ
て
行
く
ぱ
か
り
で
あ
る
。
世
界
の
意
味
を
探

2η
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り
だ
す
こ
と
だ
け
を
求
め
て
働
き
始
め
た
理
性
が
、
逆
に
世
界

の
意
味
を
寡
奪
し
、
お
の
れ
自
身
に
意
味
を
収
束
せ
し
め
る
に

至
る
こ
の
逆
説
こ
そ
が
、
過
度
の
合
理
主
義
に
伴
な
う
理
性
の

絶
対
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
理
性
と
し
て
の
自
我
に
価
値
の
唯

一
の
根
拠
を
置
く
態
度
、
ひ
と
こ
と
で
い
え
ぱ
「
自
我
崇
拝

　
　
　
　
　
＾
6
）

（
Ω
』
試
o
①
昌
o
－
）
」
［
E
M
一
〇
1
胃
］
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
だ
が
合
理
主
義
は
、
自
我
崇
拝
と
い
う
逆
説
で
お
の
れ
を
裏

切
る
だ
け
で
は
な
い
。
今
度
は
そ
の
よ
う
な
自
我
崇
拝
そ
の
も

の
が
、
同
じ
く
お
の
れ
を
裏
切
っ
て
し
ま
う
。
意
識
内
容
は
も

と
も
と
外
界
に
由
来
す
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
が
思
考
し
う
る

の
は
対
象
あ
る
い
は
対
象
に
つ
い
て
の
思
健
だ
け
な
の
だ
か
ら
、

も
し
も
内
面
生
活
の
絶
対
化
に
よ
っ
て
、
外
界
を
遮
断
し
暗
闇

と
化
す
な
ら
ぱ
、
結
局
自
己
の
内
面
を
も
暗
闇
と
化
す
こ
と
に

し
か
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
［
S
u
一
P
ω
旨
］
。
意

味
の
源
泉
と
し
て
絶
対
化
さ
れ
る
は
ず
の
内
面
に
、
こ
う
し
て

空
漠
た
る
虚
無
の
空
間
が
浸
食
す
る
。
逆
説
が
、
ま
た
逆
説
に

よ
っ
て
裏
切
ら
れ
る
！

　
す
な
わ
ち
ま
ず
第
一
に
、
失
な
わ
れ
た
意
味
を
求
め
て
覚
醒

し
た
理
性
は
、
意
味
を
求
め
れ
ぱ
求
め
る
ほ
ど
、
か
え
っ
て
お

の
れ
自
身
の
う
ち
に
意
味
を
沈
殿
さ
せ
る
ぱ
か
り
の
逆
説
に
逢

着
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
今
、
そ
の
よ
う
に
自
己
を

絶
対
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ま
さ
に
そ
の
た
だ
な
か
で
自
己
を

虚
無
た
ら
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
も
う
ひ
と
つ
の
逆
説
に
、
理
性
は

逢
着
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
淵
に
ま
で
追
い
つ
め
ら
れ
た
と

き
、
人
々
は
も
は
や
内
側
に
も
外
側
に
も
存
在
理
由
を
失
な
っ

て
、
自
殺
へ
の
道
を
選
ば
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

四
　
産
業
主
義
的
個
人
主
義
の
逆
説

ア
ノ
ミ
ー

　
次
に
ア
ノ
、
ミ
ー
は
、
産
業
化
と
い
う
近
代
化
の
歴
史
的
過
程

の
な
か
で
、
物
質
的
欲
求
が
病
的
に
無
際
限
昂
進
す
る
に
至
っ

た
事
態
で
あ
る
。

　
最
初
に
前
近
代
杜
会
で
は
、
伝
統
主
義
的
な
規
範
体
系
が
経

済
の
総
生
産
量
を
お
さ
え
（
「
停
滞
主
義
（
ぎ
昌
O
巨
＝
ω
昌
①
）
」

［
D
T
一
P
×
曽
×
］
）
、
階
層
間
の
生
産
物
の
分
配
を
秩
序
づ
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
（
い
わ
ぱ
知
足
安
分
主
義
）
、
物
質
的
欲
求
は
・

一
定
の
レ
ベ
ル
に
規
制
さ
れ
、
産
業
活
動
は
単
な
る
杜
会
の
一

機
能
と
し
て
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
近
代
化
過
程
に

お
け
る
杜
会
の
「
密
度
」
と
「
容
積
」
の
増
加
に
つ
れ
て
、
経
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済
に
対
す
る
伝
統
的
規
制
や
知
足
安
分
的
な
身
分
制
秩
序
が
弱

体
化
し
は
じ
め
る
と
、
物
質
的
欲
求
の
伝
統
的
な
充
足
バ
タ
ー

ン
が
崩
壊
し
、
生
産
に
お
い
て
も
分
配
に
お
い
て
も
、
人
々
は

そ
の
規
制
原
理
を
見
い
だ
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て

ま
ず
《
生
産
》
の
分
野
で
、
生
産
力
の
増
加
と
市
場
の
拡
大
が
、

そ
し
て
そ
れ
に
対
応
し
て
欲
求
の
解
放
（
急
｝
g
亮
昌
昌
芹
）

が
、
要
す
る
に
進
歩
主
義
が
育
ま
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
、
そ
れ
自
体
が
伝
統
的
価
値
体
系
の
解

体
を
前
提
に
し
、
伝
統
的
価
値
体
系
の
解
体
か
ら
生
じ
て
き
た

も
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
も
、
近
代
の
経
済
が
道
徳
を
解
体
さ
せ

る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
道
徳
が
解
体
し
た
か
ら

こ
そ
、
経
済
が
覚
醒
さ
れ
た
の
だ
。

　
と
こ
ろ
が
い
っ
た
ん
進
行
し
始
め
た
産
業
的
生
活
様
式
は
、

も
は
や
規
制
力
を
失
な
い
つ
つ
あ
る
伝
統
的
価
値
体
系
の
解
体

を
さ
ら
に
い
っ
そ
う
促
進
し
、
つ
い
に
は
そ
の
消
減
に
追
い
込

ん
で
ゆ
く
。
省
み
れ
ぱ
人
類
は
は
じ
め
、
自
然
の
中
に
埋
も
れ

て
い
た
。
そ
の
後
次
第
に
杜
会
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
徐
々

に
自
然
か
ら
の
自
立
化
を
と
げ
て
行
っ
た
［
D
工
P
ω
o
。
ご
F

耳
P
鵠
㊤
］
。
杜
会
を
な
す
か
ぎ
り
で
の
自
然
か
ら
の
自
立
化

で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
こ
で
は
対
自
然
関
係
と
し
て
の
産
業
活
動

は
し
か
し
ま
だ
、
依
然
と
し
て
杜
会
の
も
と
に
埋
め
こ
ま
れ
て

い
た
。
だ
が
今
や
、
こ
の
当
の
杜
会
か
ら
個
々
人
が
自
立
化
す

る
に
つ
れ
て
、
産
業
活
動
も
ま
た
自
立
化
し
、
固
有
の
意
味
で

の
産
業
杜
会
化
が
進
行
す
る
［
D
T
も
、
－
く
］
。
す
な
わ
ち
「
進

歩
主
義
」
は
そ
の
よ
う
な
産
業
主
義
的
個
人
主
義
の
一
側
面
な

の
で
あ
る
（
も
う
ひ
と
つ
の
側
面
は
後
に
見
る
「
平
等
主
義
」

で
あ
る
）
。

　
こ
う
し
て
産
業
の
発
展
は
、
伝
統
的
規
範
体
系
の
絶
対
的
権

威
を
確
実
に
瓦
解
さ
せ
る
。
二
れ
は
ま
ち
が
い
な
く
近
代
の
解

放
的
側
面
だ
。
停
滞
的
な
伝
統
的
欲
求
充
足
バ
タ
ー
ン
の
か
な

た
に
、
か
ぎ
り
な
く
広
が
る
欲
求
の
未
来
を
解
放
す
る
。

　
け
れ
ど
も
、
生
産
の
発
達
と
欲
求
の
拡
大
が
自
己
目
的
化
さ

れ
、
た
え
ず
未
来
へ
と
拡
大
す
る
欲
求
が
神
格
化
さ
れ
る
の
で

あ
れ
ぱ
－
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
二
の
事
態
を
「
物
質
的
幸
福
の

神
格
化
（
僧
9
蒜
o
器
き
巨
彗
－
9
冨
）
」
［
S
u
一
P
N
0
。
さ
S

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

L
一
p
墨
H
］
と
呼
ん
で
い
る
L
東
縛
か
ら
自
由
な
欲
求
の

充
足
は
、
自
由
な
充
足
を
求
め
れ
ぱ
求
め
る
ほ
ど
か
え
っ
て
、

ま
さ
に
そ
の
た
し
か
な
充
足
の
瞬
間
を
、
い
ま
こ
こ
に
で
は
な
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く
、
先
へ
先
へ
と
引
き
伸
ぱ
し
ゆ
く
逆
説
に
、
逢
着
せ
ざ
る
を

え
な
い
。
「
人
々
は
目
新
し
い
も
の
、
未
知
の
享
楽
、
ま
だ
知
ら

れ
て
い
な
い
感
覚
を
渇
望
す
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
ら
は
、
い
っ

た
ん
知
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
味
わ
い
を
た
ち
ま
ち
の
う
ち

に
失
な
っ
て
し
ま
う
。
」
［
S
u
も
．
N
0
。
凹
未
来
の
解
放
で
あ
る

は
ず
の
も
の
が
、
い
つ
の
ま
に
か
未
来
の
絶
対
化
に
す
り
か
わ

っ
て
し
ま
う
。

　
「
と
に
か
く
進
歩
を
、
し
か
も
で
き
る
だ
け
急
速
な
進
歩
を
、

と
い
う
教
説
が
、
一
つ
の
信
仰
箇
条
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
」

［
S
u
・
P
N
o
．
d
l
進
歩
主
義
は
誇
犬
化
す
る
ほ
ど
で
は
じ

め
て
、
進
歩
主
義
と
し
て
立
派
に
機
能
す
る
。
逆
に
言
え
ぱ
、

進
歩
主
義
が
い
つ
で
も
過
度
の
進
歩
主
義
へ
と
転
回
し
て
い
っ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
の
逆
説
。

　
だ
が
進
歩
主
義
は
、
未
来
の
絶
対
化
と
い
う
逆
説
で
お
の
れ

を
裏
切
る
だ
け
で
は
な
い
。
今
度
は
そ
の
よ
う
な
未
来
の
絶
対

化
そ
の
も
の
が
、
同
じ
く
お
の
れ
を
裏
切
っ
て
し
ま
う
。
未
来

を
絶
対
化
し
、
人
間
の
最
大
の
自
由
を
、
欲
望
の
具
体
的
な
充

足
で
な
く
欲
望
の
無
際
限
の
可
能
性
に
見
い
だ
す
と
き
、
そ
の

絶
対
自
由
が
た
ち
ま
ち
最
犬
限
の
不
自
由
へ
と
転
化
し
て
い
っ

て
し
ま
う
か
ら
だ
。
「
少
し
反
省
し
て
み
れ
ば
、
絶
対
的
全
能

は
ま
っ
た
く
逆
に
、
最
大
限
の
無
能
力
に
付
与
さ
れ
た
別
名
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
る
の
は
簡
単
だ
。

［
…
…
］
ひ
と
こ
と
で
い
え
ぱ
、
わ
れ
わ
れ
の
衝
動
が
い
か
な
る

制
限
か
ら
も
解
放
さ
れ
、
何
も
そ
れ
を
押
し
と
ど
め
る
も
の
が

な
い
と
き
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
衝
動
自
体
が
専
制
君
主
の
よ
う

に
な
る
。
し
か
も
そ
の
第
一
の
奴
隷
は
、
そ
れ
を
感
じ
る
当
の

主
体
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
」
［
E
M
一
暑
。
窒
－
㊤
］

　
ふ
と
わ
が
身
に
か
え
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
自

己
統
御
の
解
体
に
直
面
さ
せ
ら
れ
る
。
自
由
の
源
泉
と
し
て
絶

対
化
さ
れ
る
は
ず
の
未
来
は
、
実
は
空
漠
た
る
虚
無
の
空
問
と

な
り
果
て
て
い
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
逆
説
が
逆
説
に
よ
っ
て

裏
切
ら
れ
る
1
　
し
か
し
未
来
へ
と
た
え
ず
う
わ
す
べ
り
し
な

が
ら
過
去
と
現
在
を
切
り
捨
て
て
来
て
し
ま
っ
た
今
、
そ
の
未

来
自
身
か
ら
も
意
味
が
剥
奪
さ
れ
る
な
ら
ば
、
も
は
や
残
っ
て

い
る
の
は
、
全
人
生
を
通
し
て
容
赦
な
＜
引
き
裂
か
れ
つ
く
し

た
、
、
惨
め
な
お
の
れ
の
赤
裸
々
な
姿
だ
け
だ
ろ
う
。
ア
ノ
ミ
ー

的
自
殺
は
、
ま
ず
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
苦
境
か
ら
生
じ
る
の

だ
。
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他
方
、
近
代
化
過
程
に
お
け
る
杜
会
の
「
密
度
」
と
「
容
積
」

の
増
加
に
つ
れ
て
物
質
的
欲
求
の
伝
統
的
な
充
足
バ
タ
ー
ン
が

崩
壊
し
て
く
る
と
、
《
分
配
》
の
分
野
で
も
知
足
安
分
的
な
身
分

制
秩
序
に
か
わ
っ
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
産
業
主
義
的
個
人
主
義

と
し
て
平
等
主
義
が
育
ま
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
今
や
欲
求

の
無
際
限
の
昂
進
は
、
階
層
の
別
な
く
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
追
求

さ
れ
る
。
「
は
し
ご
の
上
か
ら
下
ま
で
、
諸
々
の
欲
望
が
、
最
終

的
に
ど
こ
に
と
ど
ま
る
べ
き
か
を
知
る
こ
と
な
し
に
、
か
き
た

て
ら
れ
て
い
る
。
」
［
S
u
一
P
N
0
o
凹

　
な
る
ほ
ど
こ
れ
は
、
前
近
代
杜
会
の
「
確
固
た
る
階
級
関
係

（
o
5
窃
①
昌
彗
↓
）
」
［
S
u
も
。
N
o
．
H
］
の
か
な
た
に
、
万
人
の
同
等

な
欲
求
充
足
を
約
束
す
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
欲
求
が
無
際
限

に
昂
進
す
る
欲
求
に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
い
き
お
い
誰
も
が
同

等
に
ピ
ラ
ミ
ヅ
ド
の
頂
上
に
立
ち
至
ろ
う
と
し
て
、
複
数
の
主

体
が
相
互
背
反
的
に
せ
め
ぎ
あ
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
そ
う
な

れ
ぱ
、
貫
徹
す
る
の
は
「
弱
肉
強
食
の
法
則
（
巨
　
宗
　
亘
易

｛
o
3
」
〔
D
T
一
P
目
］
だ
け
で
は
な
い
か
。
も
は
や
他
老
を
犠

牲
に
し
て
し
か
自
己
の
幸
福
は
成
り
立
ち
え
ず
、
平
等
と
は
、

だ
れ
も
が
他
者
を
犠
牲
に
し
て
生
き
残
ろ
う
と
す
る
権
利
の
平

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、

等
で
し
か
な
い
。
平
等
主
義
が
い
つ
で
も
過
度
の
平
等
主
義
へ

と
転
回
し
て
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
の
逆
説
。

　
だ
が
平
等
主
義
は
、
弱
肉
強
食
と
い
う
逆
説
で
お
の
れ
を
裏

切
る
だ
け
で
は
な
い
。
今
度
は
そ
の
よ
う
な
弱
肉
強
食
そ
の
も

の
が
、
同
じ
く
お
の
れ
を
裏
切
っ
て
し
ま
う
。
実
際
、
い
っ
た

い
誰
が
こ
の
幸
福
を
手
中
に
す
る
だ
ろ
う
か
。
諸
個
人
が
裸
の

姿
で
相
克
し
あ
う
こ
の
ホ
ヅ
ブ
ス
的
闘
争
世
界
は
、
暴
力
的
に

の
み
か
ろ
う
じ
て
維
持
さ
れ
る
、
「
最
強
者
」
と
「
最
弱
者
」
へ

の
近
代
固
有
の
新
た
な
階
級
関
係
を
産
出
す
る
［
D
工
P

冒
］
。
「
最
弱
者
」
の
欲
求
充
足
は
当
然
頓
挫
す
る
だ
ろ
う
［
S

u
一
P
ω
竃
］
。
だ
が
「
弱
肉
強
食
」
の
争
い
に
勝
利
す
る
「
最
強

老
」
が
、
ゆ
る
ぎ
な
い
幸
福
を
獲
得
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
現

に
「
ア
ノ
ミ
ー
状
態
に
最
も
冒
さ
れ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く

雇
主
の
ほ
う
で
あ
る
。
」
［
S
u
一
り
』
o
o
d
－
そ
れ
は
こ
れ
ら

の
勝
利
老
が
、
「
最
弱
者
」
に
は
勝
つ
こ
と
が
で
き
て
も
、
お
の

れ
の
欲
求
自
身
に
は
克
つ
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い

や
む
し
ろ
、
勝
て
ぱ
勝
つ
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
克
つ
こ
と
が
で
き

な
く
な
る
の
で
さ
え
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ビ
ラ
ミ
ヅ
ド
の
頂
上
一
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に
の
ぽ
り
つ
め
、
欲
求
充
足
の
い
か
な
る
障
害
に
も
わ
ず
ら
わ

さ
れ
な
い
「
絶
対
自
由
」
を
手
に
入
れ
た
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
、

か
え
っ
て
無
際
限
に
昂
進
す
る
ア
ノ
ミ
ー
的
な
欲
求
が
、
ち
ょ

う
ど
そ
の
分
だ
け
純
粋
な
形
で
表
現
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。
結
局
こ
こ
で
も
ま
た
、
逆
説
は
も
う
ひ
と
つ
の
逆
説
に
よ

っ
て
裏
切
ら
れ
る
の
だ
。

　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
こ
の
考
察
は
、
彼
が
下
層
階
級
よ
り
も
上

層
階
級
の
苦
悩
の
ほ
う
に
敏
感
だ
っ
た
、
な
ど
と
い
う
こ
と
を

　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
、

示
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
こ
の
杜
会
に
お
い
て
、
欲
求

を
た
え
ず
せ
り
あ
げ
、
ビ
ラ
ミ
ヅ
ド
を
か
け
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
人

生
が
、
結
局
は
ど
の
よ
う
に
空
し
い
末
路
に
帰
着
し
て
し
ま
う

か
と
い
う
悲
喜
劇
を
、
あ
る
い
は
こ
の
ア
ノ
ミ
ー
杜
会
を
前
提

す
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
で
ど
ん
な
に
「
成
功
」
し
た
と
し
て
も
、

結
局
の
と
こ
ろ
幸
福
な
暮
ら
し
な
ど
得
ら
れ
は
し
な
い
と
い
う

冷
厳
な
事
実
の
方
を
、
指
し
示
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ

う
o　

杜
会
主
義
に
つ
い
て
の
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
慧
眼
も
、
こ
の
見

方
を
側
面
か
ら
支
持
し
て
く
れ
る
。
サ
ン
・
シ
モ
ン
の
産
業
主

義
的
杜
会
主
義
を
精
密
に
検
討
し
た
結
論
部
分
で
彼
は
、
ア
ノ

ミ
ー
的
な
欲
求
構
造
を
前
提
に
し
た
ま
ま
で
杜
会
主
義
を
構
想

す
る
サ
ン
・
シ
モ
ン
の
プ
ラ
ン
を
、
「
現
状
況
に
お
い
て
何
が

病
の
原
因
で
あ
る
か
に
つ
い
て
誤
り
を
犯
し
、
こ
う
し
て
救
済

策
と
し
て
も
、
か
え
っ
て
病
の
悪
化
を
提
唱
し
て
し
ま
っ
た
」

［
S
L
一
ヲ
曽
㊤
］
と
批
判
す
る
。
杜
会
主
義
が
産
業
主
義
で
あ

る
か
ぎ
り
、
ア
ノ
ミ
ー
は
克
服
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す

蔓
延
し
て
ゆ
く
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
逆
に
、
ア
ノ
ミ
ー
に

手
を
つ
け
ぬ
ま
ま
所
有
体
制
だ
け
を
杜
会
主
義
的
に
変
革
し
て

も
、
「
今
日
わ
れ
わ
れ
が
格
闘
し
て
い
る
間
題
は
す
べ
て
、
そ
っ

く
り
そ
の
ま
ま
存
続
す
る
だ
ろ
う
。
」
［
L
S
一
〇
．
①
o
。
］
階
級
対

立
を
黙
殺
し
よ
う
と
い
う
の
で
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
以
前
に
、

い
ず
れ
の
階
級
を
も
む
し
ぱ
み
、
そ
の
対
立
自
体
を
も
生
成
す

る
、
過
度
の
平
等
主
義
と
い
う
近
代
個
人
主
義
の
逆
説
こ
そ
が

　
　
　
（
9
）

問
題
な
の
だ
。

五
　
過
度
の
個
人
主
義
と
適
度
の
個
人
主
義

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
意
味
へ
の
欲
求
の
無
限
病
と
し
て

の
エ
ゴ
イ
ス
ム
は
、
単
に
伝
統
的
な
観
念
体
系
の
解
体
に
よ
る

価
値
の
空
自
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
合
理
主
義
的
個
人
主
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義
と
い
う
近
代
的
価
値
自
身
が
、
逆
説
に
逆
説
を
重
ね
る
過
度

の
合
理
主
義
へ
と
肢
行
す
る
事
態
そ
の
も
の
の
う
ち
に
お
い
て
、

ま
ず
は
把
握
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
じ
く
物
質

的
欲
求
の
無
限
病
と
し
て
の
ア
ノ
ミ
ー
は
、
単
に
伝
統
的
な
観

念
体
系
の
解
体
に
よ
る
規
範
の
欠
如
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な
く
、

産
業
主
義
的
個
人
主
義
（
進
歩
主
義
お
よ
ぴ
平
等
主
義
）
と
い

う
近
代
的
価
値
自
身
が
、
逆
説
に
逆
説
を
重
ね
る
過
度
の
進
歩

主
義
な
い
し
過
度
の
平
等
主
義
へ
と
駿
行
す
る
事
態
そ
の
も
の

の
う
ち
に
お
い
て
、
ま
ず
は
把
握
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
エ
ゴ
イ
ス
ム
と
ア
ノ
ミ
ー
と
い
う
近
代
の
危
機
は
、
単

に
伝
統
主
義
の
崩
壊
に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
と
り
わ
け
過
度

の
合
理
主
義
・
過
度
の
進
歩
主
義
・
過
度
の
平
等
主
義
と
い
っ

た
近
代
的
価
値
の
駿
行
的
帰
結
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。

　
合
理
主
義
が
過
度
に
な
る
と
き
、
究
極
に
志
向
さ
れ
る
の
は
、

意
味
形
成
者
と
し
て
の
自
我
の
絶
対
性
で
あ
っ
た
。
進
歩
主
義

が
過
度
に
な
る
と
き
、
究
極
に
志
向
さ
れ
る
の
は
欲
求
の
永
遠

の
未
来
の
獲
得
で
あ
っ
た
。
平
等
主
義
が
過
度
に
な
る
と
き
、

究
極
に
志
向
さ
れ
る
の
は
、
お
の
れ
の
欲
求
充
足
に
姪
楮
す
る

他
者
か
ら
の
超
越
で
あ
っ
た
。
自
我
の
絶
対
性
、
永
遠
性
、
超

越
性
を
安
心
し
て
享
受
し
う
る
存
在
は
し
か
し
、
本
性
上
ひ
と

つ
し
か
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
神
で
あ
る
。
エ
ゴ
イ
ス
ム
が

「
自
我
崇
拝
」
と
し
て
、
ア
ノ
ミ
ー
が
「
物
質
的
幸
福
の
神
格

化
」
と
し
て
形
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
を
雄
弁
に

物
語
っ
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
、
各
人
が
自
分
ひ
と
り
を
神

に
ま
つ
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
過
度
の
個
人
主
義
と
し
て
、
過
度

の
合
理
主
義
・
過
度
の
進
歩
主
義
・
過
度
の
平
等
主
義
は
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
、
し
が
な
い
ひ
と
り
の
人
問
が
神
に
な
ど
成
り
上

が
ろ
う
と
し
て
も
、
必
ず
挫
折
は
訪
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
行
き

着
く
と
．
こ
ろ
は
結
局
神
で
は
な
く
む
し
ろ
自
殺
と
な
ら
ざ
る
を

え
な
い
。
あ
る
い
は
、
自
殺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
限
り
な
く

神
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
し
か
な
い
。
し
か
も
な
お
つ
い
に
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

れ
は
一
体
化
に
は
至
ら
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
神
を
ひ
き

ず
り
お
ろ
し
た
近
代
人
が
、
今
度
は
お
の
れ
ひ
と
り
で
神
に
な

ろ
う
と
し
、
な
ろ
う
と
し
て
も
な
り
き
れ
ず
、
な
り
き
れ
ぬ
自

己
を
神
も
ろ
と
も
抹
殺
し
去
る
に
至
る
悲
劇
と
し
て
、
近
代
の

自
殺
は
と
ら
え
か
え
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
絶
対
的
自
己
否
定
を
導
く
こ
の
絶
対
的
自
己
肯
定
は
し
か
し
、

278



■

（89）　デュルケームにおける欲望の無限の問題

個
人
主
義
一
般
で
は
な
く
あ
く
ま
で
過
度
の
個
人
主
義
に
由
来

す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
デ
ュ
ル
ケ
i
ム
は
、
個
人
主
義
を
全
否
定

し
て
伝
統
主
義
を
そ
っ
く
り
再
生
さ
せ
る
改
革
案
な
ど
で
は
な

く
、
む
し
ろ
過
度
の
合
理
主
義
・
過
度
、
の
進
歩
主
義
・
過
度
の

平
等
主
義
を
、
適
度
の
合
理
主
義
・
適
度
の
進
歩
主
義
・
適
度

の
平
等
主
義
に
矯
正
す
る
と
い
う
基
本
的
戦
略
に
賭
け
た
の
だ

っ
た
。
実
際
、
そ
の
生
涯
の
間
に
提
起
さ
れ
た
少
な
く
と
も
四

つ
の
実
践
プ
ラ
ン
（
有
機
的
連
帯
の
実
現
へ
の
楽
観
的
信
頼
、

新
た
な
同
業
組
合
の
再
建
、
教
育
の
重
視
、
集
合
的
沸
騰
へ
の

期
待
）
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
方
針
を
具
現
す
る
も
の
と
な
っ
て

（
u
）

い
る
。

　
適
度
の
合
理
主
義
と
は
、
近
代
が
解
放
し
た
理
性
の
自
律
性

を
認
め
た
う
え
で
、
し
か
も
な
お
そ
れ
を
絶
対
化
せ
ず
、
「
相
対

的
自
由
（
亭
凧
S
巨
昌
篶
－
黒
才
①
）
」
［
E
M
ら
・
雪
］
た
ら
し
め

る
こ
と
で
あ
る
。
自
ら
道
徳
的
理
想
に
な
り
か
わ
る
の
で
は
な

く
、
「
道
徳
的
な
も
の
を
理
解
す
る
知
性
」
［
E
M
㌔
■
H
旨
］
と

す
る
こ
と
で
あ
る
。
理
性
が
世
界
の
意
味
そ
の
も
の
を
創
造
す

る
絶
対
着
た
ろ
う
と
す
る
と
き
、
過
度
の
合
理
主
義
が
生
ま
れ

る
。
そ
う
で
は
な
く
、
集
合
的
に
形
成
さ
れ
た
理
想
を
理
解
し

検
討
し
、
そ
の
う
え
で
愛
着
す
る
こ
と
、
逆
に
い
え
ぱ
合
理
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
2
〕

に
納
得
で
き
る
対
象
だ
け
を
愛
着
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
デ
ュ
ル

ケ
ー
ム
の
い
う
本
来
の
合
理
主
義
な
の
で
あ
る
。

　
適
度
の
進
歩
主
義
と
は
、
近
代
が
解
放
し
た
欲
求
の
未
来
の

自
由
を
認
め
た
う
え
で
、
し
か
も
な
お
絶
対
化
せ
ず
、
そ
こ
に

「
相
対
的
制
限
（
－
ぎ
－
言
饒
昌
篶
5
巨
き
）
」
［
S
u
一
P
N
ミ
］
を

施
し
つ
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
物
質
的
欲
求
が
無
限
の
未
来
に

向
け
て
無
際
隈
に
昂
進
し
は
じ
め
る
と
き
、
過
度
の
進
歩
主
義

が
生
ま
れ
る
。
か
と
い
っ
て
欲
求
そ
の
も
の
を
圧
殺
し
て
し
ま

う
の
で
も
な
く
［
S
u
一
P
宝
H
］
、
そ
の
つ
ど
の
具
体
的
な
目

標
を
確
実
に
消
化
し
な
が
ら
、
し
か
も
少
し
ず
つ
欲
求
を
拡
犬

し
て
行
く
「
中
庸
の
満
足
（
8
巨
彗
后
昌
雪
沖
昌
ξ
9
）
」
［
s

u
一
〇
』
ミ
］
、
あ
る
い
は
「
欲
求
の
動
的
均
衡
（
一
．
8
巨
旨
冨

昌
o
巨
－
①
o
窃
一
〕
鶉
o
ま
ω
）
」
［
D
T
一
P
×
×
×
］
、
こ
れ
が
デ
ュ
ル

ケ
ー
ム
の
い
う
本
来
の
進
歩
主
義
な
の
で
あ
る
。

　
適
度
の
平
等
主
義
と
は
、
近
代
が
解
放
し
た
身
分
的
拘
束
か

ら
の
自
由
を
認
め
た
う
え
で
、
し
か
も
な
お
絶
対
化
せ
ず
、
い

わ
ぱ
相
対
的
な
平
等
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
地
位
体
系
そ
の
も

の
の
否
定
で
は
な
く
、
各
地
位
ご
と
の
「
平
均
的
欲
求
水
準
」
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［
S
u
一
〇
』
富
］
の
規
定
を
、
「
外
的
な
拘
束
（
8
葦
轟
薫
①
）
」

か
ら
、
「
内
的
自
発
性
」
に
支
え
ら
れ
た
「
規
制
（
『
紺
－
①
昌
8
季

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
3
）

饒
o
■
）
」
に
と
っ
て
か
え
る
こ
と
で
あ
る
［
D
T
一
〇
、
ω
8
］
。
そ

れ
を
忘
れ
て
人
々
が
一
斉
に
ビ
ラ
ミ
ソ
ド
の
頂
上
を
ね
ら
う
と

き
、
過
度
の
平
等
主
義
が
生
ま
れ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
能
力

の
「
自
然
的
不
平
等
」
に
正
確
に
対
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正

当
と
認
め
ら
れ
る
「
杜
会
的
不
平
等
」
を
構
築
し
［
D
T
ら
P

ω
曽
－
H
］
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
公
正
な
報
酬
の
配
分
を
行
な
う
こ

ど
［
D
T
一
暑
・
彗
？
o
〇
一
L
S
一
り
や
N
竃
し
§
］
、
こ
れ
が
デ
ュ

ル
ケ
ー
ム
の
い
う
本
来
の
平
等
主
義
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
、
適
度
の
合
理
主
義
・
適
度
の
進
歩
主
義
・
適

度
の
平
等
主
義
を
あ
わ
せ
た
も
の
と
し
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の

（
適
度
の
）
個
人
主
義
は
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
個
人
主
義
は

い
ず
れ
も
、
ど
の
個
人
も
が
お
の
れ
の
う
ち
に
い
く
ら
か
は
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

け
も
っ
て
い
る
人
間
性
、
こ
の
人
間
一
般
に
対
す
る
尊
重
を
志

向
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
（
適
度
の
）
個
人

主
義
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
と
っ
て
、
「
人
問
崇
拝
（
ε
冨
o
巴
，

ぎ
昌
昌
①
）
」
［
S
S
ら
。
墨
o
o
］
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
人
間
崇
拝
」

で
あ
る
べ
き
も
の
が
し
か
し
、
単
に
「
自
我
崇
拝
」
や
「
物
質

的
幸
福
の
神
格
化
L
に
な
り
さ
が
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

人
間
す
べ
て
が
人
間
す
べ
て
に
と
っ
て
神
に
な
る
べ
き
と
こ
ろ

が
［
S
S
一
P
ミ
N
］
、
各
人
が
自
分
自
身
に
と
っ
て
神
に
な
ろ

う
と
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
近
代
の
危
機
の
本
質
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
嚢
返
し
て
、
「
各
人
が
自
分
自
身
に
と

っ
て
神
に
な
る
」
過
度
の
個
人
主
義
を
、
「
人
間
す
べ
て
が
人
間

す
べ
て
に
と
っ
て
神
に
な
る
」
適
度
の
個
人
主
義
へ
と
転
轍
す

る
こ
と
が
、
ま
さ
し
く
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。

小
結
　
神
へ
の
欲
求
、

身
体
か
ら
の
欲
求

　
「
過
度
」
－
「
適
度
」
と
い
う
図
式
は
、
し
か
し
エ
ゴ
イ
ス
ム

お
よ
び
ア
ノ
ミ
ー
に
対
す
る
批
判
的
認
識
に
と
っ
て
、
ま
し
て

や
そ
の
実
践
的
の
り
こ
え
に
と
っ
て
、
本
当
に
不
可
欠
の
も
の

だ
ろ
う
か
。

　
「
過
度
」
を
「
適
度
」
に
矯
正
す
る
と
い
う
発
想
は
、
近
代
の

危
機
的
現
実
を
、
前
近
代
の
理
念
に
よ
っ
て
批
判
す
る
の
を
避

げ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
近
代
を
超
え
る
理
念
に
よ
っ
て
批

判
す
る
こ
と
を
も
避
け
、
近
代
の
現
状
を
近
代
そ
の
も
の
の
あ

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、

る
べ
き
理
想
像
に
よ
っ
て
批
判
す
る
と
い
う
、
よ
か
れ
あ
し
か
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れ
徹
底
的
に
近
代
主
義
的
な
発
想
を
内
実
と
し
て
い
る
こ
と
を
、

ま
ず
は
じ
め
に
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
合
理
主
義
・

進
歩
主
義
・
平
等
主
義
を
内
容
と
す
る
近
代
個
人
主
義
は
、
彼

に
と
っ
て
否
定
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
危
機
は
、
こ

の
個
人
主
義
が
き
ち
ん
と
定
着
し
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
か
え

っ
て
過
度
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
だ
っ
た
。

　
し
か
し
ま
ず
第
一
に
、
「
過
度
」
と
「
適
度
」
の
区
別
は
、
そ

も
そ
も
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
可
能
か
。
事
柄
の
性
質
上
、
「
適
度
」

と
は
「
過
度
」
の
量
的
な
抑
制
で
あ
る
。
「
過
度
」
と
質
的
に
平

面
を
異
に
す
る
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
境
界
線
は
、
外
側
か
ら

意
図
的
に
描
き
入
れ
る
し
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
な
お

「
適
度
」
は
い
つ
で
も
「
過
度
」
に
む
か
っ
て
は
み
だ
し
て
ゆ
く

潜
勢
力
を
秘
め
て
い
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
自

身
も
す
で
に
こ
の
区
別
の
駿
味
さ
に
は
っ
き
り
と
気
づ
い
て
い

た
こ
と
だ
。
エ
ゴ
イ
ス
ム
に
つ
い
て
い
え
ぱ
、
「
個
人
主
義
は

た
し
か
に
必
ず
し
も
エ
ゴ
ィ
ス
ム
で
は
な
い
が
、
エ
ゴ
ィ
ス
ム

に
近
い
も
の
だ
。
そ
こ
で
、
個
人
主
義
が
鼓
吹
さ
れ
る
と
、
エ

ゴ
イ
ス
ム
も
い
っ
そ
う
広
が
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
」

［
S
u
ら
」
嵩
］
と
言
う
。
ア
ノ
ミ
ー
に
関
し
て
も
、
「
い
か
な

る
進
歩
と
完
成
化
の
道
徳
も
、
一
定
程
度
の
ア
ノ
ミ
ー
と
不
可

分
で
あ
る
。
」
［
S
u
一
看
」
嵩
ム
］
と
言
う
。

　
け
れ
ど
も
、
過
度
の
個
人
主
義
と
適
度
の
個
人
主
義
の
へ
だ

た
り
が
こ
れ
ほ
ど
き
わ
ど
い
な
ら
ぱ
、
近
代
の
理
想
像
に
よ
る

近
代
の
現
状
の
批
判
と
い
う
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
戦
略
は
、
必
然

的
に
ジ
レ
ン
マ
を
余
儀
な
く
さ
れ
よ
う
。
近
代
の
現
状
を
も
た

ら
し
て
い
る
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
近
代
の
理
想
像
で
あ
り
、
ア
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

ミ
ー
と
エ
ゴ
イ
ス
ム
が
個
人
主
義
そ
の
も
の
の
所
産
と
い
う
こ

と
に
な
れ
ば
、
ア
ノ
、
・
・
1
・
エ
ゴ
イ
ス
ム
ヘ
の
批
判
は
近
代
個

人
主
義
全
体
の
批
判
と
な
り
、
そ
れ
故
近
代
個
人
主
義
そ
の
も

の
が
も
つ
解
放
的
側
面
ま
で
を
も
否
定
し
去
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
。
そ
こ
で
あ
わ
て
て
近
代
個
人
主
義
に
し
が
み
つ
け
ぱ
、

今
度
は
近
代
の
ア
ノ
ミ
ー
・
エ
ゴ
イ
ス
ム
的
現
実
へ
の
批
判
を

諦
め
ね
ぱ
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
事
実
上
全
く

の
無
力
で
あ
る
。
か
と
い
っ
て
「
過
度
」
1
「
適
度
」
の
区
別

を
強
行
す
る
な
ら
、
一
転
し
て
、
根
拠
の
な
い
外
的
規
準
を
強

要
す
る
過
剰
に
権
力
的
な
道
徳
主
義
を
生
み
出
し
か
ね
な
い
。

　
だ
が
第
二
に
、
そ
も
そ
も
当
面
の
目
的
に
と
っ
て
「
過
度
」

と
「
適
度
」
の
区
別
は
必
要
か
。
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デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
と
っ
て
も
、
問
題
は
も
と
も
と
、
病
的
な

現
実
と
あ
る
べ
き
理
想
と
の
対
比
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

れ
を
「
過
度
」
と
「
適
度
」
の
対
比
に
翻
訳
し
た
と
き
、
質
的

な
断
絶
は
平
板
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
理
想
と
し
て
の
近
代
個

人
主
義
が
、
適
度
の
個
人
主
義
と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
と
す
れ
ぱ
、
そ
れ
は
彼
が
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
過
度
の

個
人
主
義
と
い
う
病
的
な
あ
り
方
を
、
永
遠
の
事
実
と
し
て
ア

プ
リ
オ
リ
に
仮
定
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
意
味
へ
の
欲

求
で
あ
れ
物
質
的
欲
求
で
あ
れ
、
欲
求
と
い
う
も
の
が
つ
ね
に

本
性
上
無
際
限
に
昂
進
し
、
互
い
に
相
克
す
る
と
い
う
病
的
な

姿
を
無
自
覚
に
前
提
し
て
お
い
て
、
し
か
も
な
お
そ
れ
を
の
り

こ
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ぱ
、
理
性
の
相
対
的
自
由
、
欲
求
の
相

対
的
制
限
、
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
カ
ル
な
平
均
的
欲
求
充
足
水
準
の
設

定
と
い
っ
た
、
す
こ
ぷ
る
道
徳
主
義
的
な
力
の
抑
制
均
衡
イ
メ

ー
ジ
を
描
き
出
す
以
外
に
、
道
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
多
く
の
道
徳
主
義
者
と
同
様
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
誤
り
は
、

ア
ノ
ミ
ー
お
よ
び
エ
ゴ
イ
ス
ム
の
事
態
そ
の
も
の
と
全
く
同
じ

形
を
し
た
欲
求
の
構
造
を
、
暗
黙
の
う
ち
に
改
変
不
能
の
前
提

と
し
た
う
え
で
批
判
し
よ
う
と
し
た
と
二
ろ
に
あ
る
。
け
れ
ど

も
、
批
判
的
分
析
の
対
象
そ
の
も
の
を
分
析
自
身
の
前
提
と
し

て
し
ま
う
と
き
、
そ
の
認
識
が
透
徹
す
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り

え
ま
い
。
い
う
な
れ
ぱ
そ
れ
は
、
事
実
を
重
視
す
る
あ
ま
り
に

足
を
す
く
わ
れ
か
ね
な
い
、
実
証
主
義
（
君
ω
巨
ま
ω
冒
①
）
そ
の

も
の
の
も
つ
現
状
肯
定
主
義
（
o
o
ω
ま
く
げ
昌
①
）
の
陥
穿
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

　
け
れ
ど
も
本
当
に
問
わ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
欲
求
が
無
際
限

に
拡
犬
し
、
欲
求
ど
う
し
が
互
い
に
相
克
し
あ
う
と
い
う
ま
さ

に
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
欲
求
は
、
前
提
で
は
な
く

む
し
ろ
問
題
な
の
だ
。
不
動
の
与
件
で
な
く
歴
史
的
帰
結
な
の

だ
。
ア
ノ
ミ
ー
・
エ
ゴ
イ
ス
ム
を
の
り
こ
え
る
と
は
、
欲
求
の

こ
の
歴
史
的
規
定
性
を
も
の
り
こ
え
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
無
際
限
に
昂
進
し
か
つ
相
克
し
あ
う
欲
求
構
造
そ
の
も

の
の
変
革
が
、
目
指
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
な
れ
ぱ

た
と
え
「
過
度
」
と
「
適
度
」
の
区
別
が
暖
昧
で
あ
っ
て
も
、

近
代
の
解
放
的
側
面
を
否
定
す
る
こ
と
な
し
に
、
ア
ノ
ミ
ー
も

エ
ゴ
イ
ス
ム
を
も
批
判
的
に
の
り
こ
え
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず

で
あ
り
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
「
適
度
の
個
人
主
義
」
と
呼
ん
だ

も
の
を
、
少
し
も
「
適
度
の
」
個
人
主
義
と
い
う
形
で
な
し
に
、

282
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実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が

「
人
間
崇
拝
」
と
呼
ん
だ
も
の
を
、
少
し
も
人
間
「
崇
拝
」
と
い

う
形
で
な
し
に
、
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
イ
プ
　
　
、
　
、

　
し
か
し
こ
の
対
案
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
翻
っ
て
そ

れ
は
可
能
だ
ろ
う
か
。

　
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
ア
ノ
ミ
i
と
エ
ゴ
イ
ス
ム
の
さ
な
か

で
は
、
各
人
は
自
己
を
全
き
神
た
ら
し
め
よ
う
と
衿
侍
す
る
。

し
か
も
な
お
そ
の
こ
と
ご
と
く
が
挫
折
す
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、

な
ぜ
わ
れ
わ
れ
は
神
に
な
れ
な
い
の
か
？
－
そ
れ
は
結
局
わ

れ
わ
れ
が
人
間
だ
か
ら
で
あ
り
、
と
り
わ
け
身
体
だ
か
ら
で
あ

る
（
神
を
求
め
る
運
動
が
自
殺
に
終
わ
る
の
も
、
こ
の
身
体
を

消
尽
せ
ん
が
た
め
だ
）
。
身
体
と
し
て
の
お
の
れ
を
忘
れ
て
、

ひ
た
す
ら
高
く
高
く
舞
い
上
が
ろ
う
と
す
る
空
中
浮
揚
に
、
ア

ノ
、
ミ
ー
の
、
エ
ゴ
イ
ス
ム
の
秘
め
ら
れ
た
原
動
力
は
あ
る
。
欲

求
が
無
際
限
に
昂
進
し
、
互
い
に
相
克
す
る
と
い
う
近
代
の
病

理
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
身
体
か
ら
の
欲
求
の
遊
離
に
淵
源
す
る

も
の
と
見
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
「
人
間
の
二
重
性
」
が
、
そ
も

そ
も
近
代
の
歴
史
的
産
物
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
人
間
の
二
重
性
（
ま
昌
箒
）
は
た
し
か
に
「
肉
体
的
人
間
」

に
言
及
す
る
。
そ
こ
に
は
欲
求
の
無
際
限
昂
進
は
な
い
と
さ
え

指
摘
す
る
。
し
か
し
デ
ュ
ル
ケ
i
ム
が
「
肉
体
的
人
間
」
に
言

及
す
る
の
は
、
「
杜
会
的
人
間
」
の
名
に
お
い
て
、
む
し
ろ
「
肉

体
的
人
閻
」
を
考
察
対
象
か
ら
除
外
す
る
た
め
だ
っ
た
。
杜
会

学
の
学
問
的
自
立
と
い
う
課
題
に
と
っ
て
は
そ
れ
も
よ
い
。
し

か
し
今
、
近
代
の
実
践
的
課
題
は
、
人
問
主
体
を
身
体
ま
る
、
こ

と
の
全
体
性
（
8
冨
奉
凧
）
に
お
い
て
と
ら
え
な
お
す
こ
と
を
要

　
　
（
M
〕

請
す
る
。
「
肉
体
的
人
間
」
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
杜
会
的
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
メ
オ
ヌ
タ
シ
ス

商
」
で
は
な
く
、
身
体
の
自
律
性
に
内
的
に
依
拠
す
る
杜
会
的

主
体
と
な
る
と
き
、
人
々
は
「
適
度
」
の
規
準
を
外
的
に
導
入

す
る
こ
と
な
し
に
、
「
過
度
」
で
も
「
適
度
」
で
も
な
い
真
の
個

人
と
し
て
開
花
し
は
じ
め
る
は
ず
で
あ
る
。

（
1
）
　
巨
竃
ω
9
巨
．
二
鼻
昌
o
昌
巨
o
目
｝
目
蟹
o
ぎ
豪
§
S
畠
轟
し
。

　
g
．
一
勺
彗
庁
一
甲
弓
■
二
竃
H
一
p
ミ
．

（
2
）
　
こ
の
方
法
は
、
半
世
紀
後
の
よ
り
「
高
度
な
」
資
本
主
義

　
社
会
に
お
い
て
、
「
わ
れ
わ
れ
は
正
気
か
？
」
を
た
し
か
め
る
た

　
め
に
、
フ
ロ
ム
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
殺

　
の
み
な
ら
ず
精
神
病
、
殺
人
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
な
ど
が
欧
米

　
で
増
加
し
て
い
る
現
状
を
見
て
、
彼
は
こ
う
言
う
。
「
中
産
階

3〃
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級
の
豊
か
な
生
活
は
、
物
質
的
欲
求
を
満
足
さ
せ
は
し
て
も
、

　
は
げ
し
い
倦
怠
感
を
も
た
ら
し
、
自
殺
と
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
は
、

　
こ
の
倦
怠
感
か
ら
逃
れ
る
病
的
な
方
法
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

ら
の
数
字
は
、
『
バ
ン
の
み
に
て
生
く
る
に
あ
ら
ず
』
と
い
う
言

葉
が
、
真
実
で
あ
る
こ
と
を
、
如
実
に
示
し
、
近
代
文
明
が
、

　
人
間
の
も
つ
深
い
欲
求
を
満
足
さ
せ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る

　
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ぱ
、
こ
れ
ら
の
欲
求
と
は

　
い
っ
た
い
、
な
ん
だ
ろ
う
か
。
L
向
；
ヨ
ヨ
一
内
■
一
　
§
“
　
蟹
ミ
“

　
蟹
ぎ
貴
畠
雷
。
加
藤
・
佐
瀬
訳
『
正
気
の
杜
会
』
、
社
会
思
想

杜
、
一
九
五
八
年
、
二
三
－
四
頁
。

　
　
こ
の
問
題
設
定
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
場
合
と
基
本
的
に
は

同
じ
だ
。
実
際
フ
ロ
ム
は
、
同
じ
書
物
の
中
で
、
何
度
か
デ
ュ

　
ル
ケ
ー
ム
の
分
析
を
肯
定
的
に
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
同

　
訳
書
、
一
七
五
、
二
四
六
、
三
〇
四
頁
な
ど
を
参
照
。

（
3
）
　
大
村
英
昭
『
非
行
の
杜
会
学
』
、
世
界
思
想
社
、
一
九
八
○

年
、
五
七
頁
。

（
4
）
　
拙
稿
「
未
完
の
近
代
個
人
主
義
ー
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
お

　
け
る
実
践
プ
ラ
ン
の
変
遷
」
、
『
一
橋
論
叢
』
六
二
二
号
、
一
九

九
二
年
八
月
、
一
〇
八
－
二
茜
頁
。

（
5
）
　
拙
稿
「
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
お
け
る
『
ア
ス
ピ
ラ
シ
オ
ン
』

　
の
概
念
」
、
『
社
会
学
評
論
』
第
四
一
巻
四
号
、
一
九
九
一
年
、

　
六
四
－
五
頁
参
照
。

（
6
）
　
こ
の
言
葉
は
、
同
時
代
の
世
紀
末
的
状
況
を
代
表
す
る
一

　
種
の
流
行
語
で
も
あ
っ
た
。
｝
彗
誌
9
竃
二
卜
“
§
害
昏
§
o
“

H
o
。
。
。
o
。
－
㊤
・
伊
吹
武
彦
訳
『
新
集
世
界
の
文
学
2
5
・
バ
レ
ス
・
自

我
礼
揮
』
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
〇
年
。

（
7
）
　
二
ー
チ
ェ
な
ら
言
う
だ
ろ
う
。
「
結
局
の
と
こ
ろ
、
人
問

　
は
お
の
れ
の
欲
望
を
愛
し
て
、
欲
望
さ
れ
た
も
の
を
愛
し
て
い

　
る
の
で
は
な
い
。
」
Z
庁
房
〔
＝
9
戸
一
昏
ミ
竃
“
冴
e
O
ミ
O
ミ
ミ
ミ
“

　
婁
“
H
δ
．

（
8
）
　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
解
釈
が
こ
れ
ま
で
の
デ
ュ

　
ル
ケ
ー
ム
の
研
究
の
な
か
で
、
あ
ま
り
に
も
無
反
省
に
定
説
と

　
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ぱ
折
原
浩
「
疎
外
に
よ
る
苦
悩
の
分
析

　
－
戦
後
日
本
の
自
殺
を
手
が
か
り
と
し
て
」
、
北
川
隆
吉
編

『
現
代
杜
会
学
講
座
w
』
一
。
九
六
三
年
、
有
斐
閣
、
五
五
－
七

　
頁
。
宮
島
喬
『
デ
ュ
ル
ケ
ム
杜
会
理
論
の
研
究
』
一
九
七
七
年
、

　
東
京
犬
学
出
版
会
、
二
一
五
、
二
四
二
頁
な
ど
。

　
　
他
方
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
影
響
が
強
い
マ
ー
ト
ン
の
ア
ノ
ミ

　
ー
論
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
下
層
階
級
の
方
が
ア
ノ
ミ
ー
状
況

　
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
金
銭
的
成
功
（
昌
O
昌
・

冨
q
呂
o
8
鶴
）
と
い
う
文
化
的
目
標
は
全
員
に
対
し
て
過
度

　
に
強
調
さ
れ
て
い
る
の
に
、
こ
れ
を
達
成
し
う
る
制
度
的
手
段

　
は
、
一
部
の
上
層
階
級
に
し
か
開
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
竃
①
ユ
o
p
声
戸
一
蟹
h
ぎ
、
§
o
ミ
亀
§
、
臼
込
良
望
§
h
ミ
§

　
z
①
ミ
く
o
『
7
宰
需
雫
①
捗
昌
ざ
ω
＆
與
目
o
8
－
彗
胴
＆
①
2
・

　
巨
o
貝
岩
竃
も
1
－
ま
－
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な
る
ほ
ど
一
見
す
る
と
、
こ
の
ほ
う
が
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
「
階

　
級
論
」
的
把
握
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
逆
に
、
こ
れ
で
は
下
層

　
階
級
に
制
度
的
手
段
を
保
証
し
さ
え
す
れ
ぱ
問
題
は
解
決
し
て

　
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
文
化
的
目
標
（
金
銭
的
成
功
）

　
の
過
度
の
強
調
そ
の
も
の
を
撃
つ
視
点
が
見
失
な
わ
れ
か
ね
な

　
い
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
安
易
な
階
級
論
で
は
、
労
働
考
階

　
級
の
「
モ
ノ
ト
リ
主
義
」
に
終
わ
り
か
ね
な
い
の
で
は
な
い
か

　
（
ア
メ
リ
カ
福
祉
国
家
！
）
。
逆
に
デ
ュ
ル
ケ
i
ム
の
ね
ら
い
は

　
ま
ず
、
欲
求
が
無
際
限
に
昂
進
し
、
せ
め
ぎ
あ
っ
て
し
ま
う
事

　
態
そ
の
も
の
を
批
判
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

（
9
）
　
か
と
い
っ
て
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
杜
会
主
義
を
否
定
し
た
わ

　
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
多
く
の
伝
記
的
事
実
が
教
え
る
と

　
お
り
で
あ
る
。
む
し
ろ
社
会
主
義
を
よ
り
よ
く
実
現
す
る
た
め

　
に
も
、
ア
ノ
ミ
ー
は
予
め
濾
過
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
、

　
と
い
う
の
が
彼
の
眼
目
で
あ
る
（
い
わ
ぱ
、
産
業
主
義
的
杜
会

　
主
義
か
ら
人
間
主
義
的
杜
会
主
義
へ
）
。

（
1
0
）
　
芥
川
龍
之
介
が
『
條
儒
の
言
葉
』
で
（
皮
肉
ま
じ
り
に
）

　
言
う
よ
う
に
、
「
あ
ら
ゆ
る
神
の
属
性
中
、
も
っ
と
も
神
の
た
め

　
に
同
情
す
る
の
は
神
に
は
自
殺
の
で
き
な
い
二
と
で
あ
る
。
」

（
n
）
　
（
4
）
に
あ
げ
た
拙
稿
を
参
照
の
こ
と
。

（
1
2
）
　
ド
レ
フ
ユ
ス
事
件
で
の
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
精
力
的
な
活
動

　
は
、
ま
さ
に
こ
の
文
脈
に
お
い
て
こ
そ
、
理
解
す
る
こ
↓
が
で

き
る
。
そ
の
渦
中
に
彼
は
、
「
権
威
の
尊
重
は
、
権
威
が
合
理
的

　
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
合
理
主
義
と

　
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
L
［
S
S
一
〇
。
墨
㊤
］
と
発
一
言
し
て

　
い
る
。
こ
れ
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
権
威
論
を
妨
佛
さ
せ
る
。

（
1
3
）
　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
「
拘
束
」
と
「
規
制
」
を
は
っ
き
り
区

　
別
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
拘
束
は
、
規

　
制
が
も
は
や
事
物
の
真
の
本
性
に
合
致
し
な
く
な
り
、
そ
れ
ゆ

　
え
習
俗
の
う
ち
に
も
は
や
そ
の
基
礎
を
も
た
ず
、
た
だ
力
に
よ

　
っ
て
の
み
維
持
さ
れ
る
と
き
に
だ
け
、
始
ま
る
も
の
で
あ
る
。
」

　
［
D
T
一
P
ω
き
］
ま
た
、
雪
§
o
ヨ
9
＞
二
－
①
o
ε
畠
｝
o
↑
∈
①
昌
o

　
註
　
U
膏
葦
9
員
　
ま
易
　
ト
ミ
ミ
e
s
　
向
ミ
§
“
§
s
　
昏

　
3
、
ざ
膏
尽
く
〇
一
。
♪
岩
黄
暑
。
蜆
声
も
参
照
の
こ
と
。

（
M
）
　
こ
の
作
業
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
亡
き
後
、
す
で
に
モ
ー
ス
に

　
よ
っ
て
、
「
全
体
的
人
間
」
（
－
、
ぎ
旨
旨
9
0
＄
－
）
論
と
し
て
都
分

　
的
に
は
追
求
さ
れ
た
。
o
．
－
竃
彗
ω
9
雲
二
蟹
〔
ざ
膏
㌣
“
｝

§
§
ミ
o
膏
㌻
岩
g
」
。
仙
p
霊
ま
一
勺
－
∈
1
｝
－
L
竃
o
。
ら
p

N
竃
L
8
し
冒
－
仰
ω
＄
9
o
．
H
・
ワ
ロ
ン
が
、
器
質
的
な
も
の

と
社
会
的
な
も
の
と
の
架
け
橋
と
し
て
《
情
動
論
》
を
紡
ぎ
だ

　
し
た
の
も
、
こ
う
し
た
土
壌
に
育
ま
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
著
作
の
略
号

D
T
一
b
“
ざ
き
ミ
室
o
s
、
ミ
、
§
§
ミ
竃
o
“
ミ
ー
o
o
竃
一
昌
。
伽
庄
二

　
　
勺
曽
涼
一
勺
．
戸
勺
二
H
彗
o
o
－

E
M
一
ト
、
ミ
ミ
§
辻
o
s
ミ
o
§
貧
－
竃
9
冒
0
E
く
o
＝
o
凧
匝
’
勺
彗
尿
一
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F
E

L
S

SSNL
勺
．
戸
勺
二
H
㊤
3
1

－
8
さ
§
s
慧
§
§
ミ
§
き
ぎ
e
“
“
ミ
雪
軸
§
“

畠
量
霊
ま
一
黒
妻
≧
s
∋
1

一
8
昌
3
2
8
巨
邑
9
－
§
L
蜆
寧
㌔
ぎ
ω
声
⊂
・
句
二

－
畠
岨
－

一
旨
竃
き
濠
§
“
岩
婁
N
。
琴
㌔
邑
ω
弓
．
∈
』
．
し
竃
H
．

一
ω
巨
o
己
①
g
畠
邑
蒜
べ
叶
巨
o
序
ω
訂
豪
け
昼
昌
冒
o
；
－
9

ま
易
勾
§
§
§
き
ω
§
ミ
亀
§
昏
妻
s
h
ミ
こ
§
§
嚢
“

き
一
』
9
轟
O
。
。
。
一
君
．
宝
㊦
ふ
ω
．

PS
S

S
U

一
U
9
①
ヨ
ま
き
昌
旨
｛
葦
昌
o
轟
F
岩
o
9
3
目
ω

望
き
ξ
ミ
ζ
ミ
ざ
§
§
L
o
ぎ
｛
。
箪
㌔
萱
ω
三
・
弓

向
J
H
竃
戸
署
．
9
ム
ω
．

一
－
、
ヲ
2
く
己
§
＝
ω
∋
o
〇
二
①
巴
コ
一
①
＝
g
巨
①
一
9
畠
員
ま
目
血

5
亀
§
ミ
竃
き
守
雨
こ
、
§
ぎ
§
－
竃
o
㌔
胃
珂
｝
∈
－
勾
－

竃
．
N
胃
－
鼻

一
ト
“
蔓
“
き
一
畠
彗
昌
…
竺
①
箪
ら
ぎ
ω
一
「
弓
勺
．
＝

畠
彗
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）

286




