
ナ
ル
シ
シ
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と
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〉
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1
　
問
題
設
定

　
本
稿
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
　
（
2
韓
N
5
ヨ
5
）
概
念

を
超
自
我
（
α
σ
豊
3
）
と
の
関
係
に
お
い
て
整
理
し
、
こ
の
概
念

の
射
程
を
新
た
に
捉
え
な
お
す
試
み
で
あ
る
。
他
の
多
く
の
精
神
分

析
概
念
と
同
様
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
も
、
も
は
や
一
般
的

な
用
語
と
化
し
た
感
が
あ
る
。
「
社
会
の
心
理
学
化
」
と
も
呼
ば
れ

　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
よ
っ
て
曖
昧
に
多
用
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ

た
概
念
を
、
フ
ロ
イ
ト
の
テ
ク
ス
ト
を
厳
密
に
解
釈
し
直
す
こ
と
で

再
構
成
し
、
こ
の
概
念
が
い
ま
だ
豊
か
な
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
持
っ
て

い
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
自
体
は
、
ナ
ル
シ
ス
神

話
の
例
を
待
た
ず
、
ま
た
フ
ロ
イ
ト
自
身
が
『
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
入

門
』
（
一
九
一
四
）
で
P
・
ネ
ッ
ケ
（
，
Z
ぎ
幕
）
を
心
理
学
的
用

語
と
し
て
の
先
行
的
使
用
例
と
し
て
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ロ

イ
ト
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
い
。
ま
た
、
｝
般
的
な
使
用
に
お
い
て
、

ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
は
病
的
も
し
く
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
で
用
い
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
フ
ロ
イ
ト
に

と
っ
て
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
概
念
は
、
そ
れ
が
人
間
に
と
っ
て
不
可
欠
で

あ
る
と
い
う
以
上
の
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
以
下
で
見
て
い

く
よ
う
に
、
フ
ロ
イ
ト
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
概
念
の
独
自
性
は
、
自
己

愛
の
核
に
は
根
源
的
な
他
者
性
が
刻
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ

し
て
、
自
己
は
自
身
が
他
者
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
そ
れ
を
愛
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
に
こ
そ
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ

に
加
え
て
も
う
ひ
と
つ
の
、
反
対
の
方
向
性
が
フ
ロ
イ
ト
に
よ
っ
て

示
さ
れ
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ト
の
対
象
選
択
論
（
人
は
愛
の
対
象
と
し
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て
何
を
選
択
す
る
か
に
つ
い
て
の
考
察
）
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
今

度
は
、
自
己
が
対
象
を
愛
す
る
の
は
、
そ
の
対
象
の
中
に
他
な
ら
ぬ

自
己
を
見
出
す
か
ら
だ
、
と
フ
ロ
イ
ト
は
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
二

つ
の
論
点
は
、
別
々
の
こ
と
で
は
な
く
、
緊
密
に
結
び
つ
い
て
お
り
、

超
自
我
に
よ
る
自
己
の
象
徴
化
と
い
う
契
機
が
こ
れ
に
関
わ
っ
て
い

る
。

　
わ
れ
わ
れ
の
議
論
は
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
概
念
の
フ
ロ
イ
ト
理
論
に

お
け
る
決
定
的
重
要
性
を
強
調
し
た
ラ
プ
ラ
ン
シ
ュ
の
議
論
に
多
く

を
負
っ
て
い
る
。
本
稿
が
こ
れ
に
加
え
る
論
点
は
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム

が
そ
れ
か
ら
最
も
遠
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
超
自
我
と
深
い
結
び
つ
き

を
持
っ
て
い
る
と
フ
ロ
イ
ト
が
考
え
た
こ
と
、
そ
の
意
味
を
明
ら
か

に
す
る
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
と
し
て
の

自
己
愛
の
核
に
は
超
自
我
と
い
う
他
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
刻
ま
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
自
我
に
と
っ
て
の
他
者
た
る
超
自
我
の

（
ひ
と
つ
の
）
源
泉
は
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
で
あ
る
、
と
い
う
フ
ロ
イ
ト

の
興
味
深
い
理
論
構
築
に
関
わ
る
。
こ
の
こ
と
は
あ
ま
り
強
調
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　
こ
の
よ
う
に
本
稿
の
関
心
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
概
念

と
、
そ
れ
に
密
接
に
関
わ
る
超
自
我
と
い
う
他
者
を
、
そ
の
パ
ラ
ド

キ
シ
カ
ル
な
核
心
に
お
い
て
素
描
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
で
全
面

的
に
展
開
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本
稿
は
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
し
て
も
フ
ロ
イ
ト
理
論
と
の
関
係
で
若
干
触
れ

て
お
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
含
め
て
、
九
〇
年
代
以
降

の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
ジ
ュ
デ
ィ

ス
・
バ
ト
ラ
ー
に
よ
る
フ
・
イ
ト
の
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
論
解
釈
に
言
及

す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
バ
ト
ラ
ー
の
メ
ラ
ン
コ

リ
i
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
お
い
て
も
、
他
者
が
鍵
概
念
と
な
っ
て
い

る
。
詳
細
は
次
節
に
譲
る
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
バ
ト
ラ
ー
に
批
判

的
に
言
及
す
る
の
は
、
同
じ
フ
ロ
イ
ト
の
読
解
か
ら
次
の
点
に
関
す

る
相
違
を
引
き
出
す
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
の
議
論
の
利
点
を
明
確
に

す
る
た
め
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
同
性
愛
を
初
め
か
ら
抑
圧
さ
れ
、
失
わ
れ

る
運
命
に
あ
る
「
メ
ラ
ン
コ
リ
！
の
対
象
」
と
見
な
し
て
い
る
と
い

う
バ
ト
ラ
ー
の
読
解
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
理

論
が
異
性
愛
主
義
的
で
あ
る
亡
い
う
通
説
を
追
認
す
る
形
で
論
じ
ら

れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
見
解
が
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
概
念
を

見
な
い
限
り
に
お
い
て
の
み
可
能
な
見
解
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
バ

ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
同
性
愛
的
対
象
は
、
異
性
愛
者
に
と
っ
て
、
初

め
か
ら
愛
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
失
わ
れ
た
こ
と
さ
え

気
づ
か
れ
な
い
（
二
重
に
否
定
さ
れ
た
）
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
的
他
者
で
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あ
る
。
こ
の
主
張
は
、
自
我
が
、
愛
す
る
こ
と
を
断
念
し
た
他
者
へ

の
同
一
化
、
捨
て
ら
れ
た
対
象
備
給
の
痕
跡
か
ら
な
っ
て
い
る
と
い

う
『
自
我
と
エ
ス
』
の
一
節
を
捉
え
て
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ

の
議
論
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
第
二
局
所
論
（
超
自
我
／
自
我
／
エ
ス
）

の
う
ち
の
自
我
（
と
性
格
）
を
の
み
論
じ
る
も
の
で
、
超
自
我
の
問

題
圏
が
抜
け
落
ち
て
い
る
。
な
に
よ
り
そ
の
理
解
で
は
、
フ
ロ
イ
ト

が
「
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
核
（
α
霞
囚
o
ヨ
ロ
霧
震
8
ゑ
8
窪
の
）
」

（「

判
断
』
）
と
呼
ん
だ
、
主
体
の
固
有
性
の
領
域
が
理
解
さ
れ
な

い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
バ
ト
ラ
ー
が
フ
ロ
イ
ト
か
ら
読
み
取
る
メ
ラ

ン
コ
リ
i
的
他
者
は
、
単
に
排
除
さ
れ
た
他
者
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ

は
、
フ
ロ
イ
ト
が
論
じ
た
、
主
体
に
「
謎
」
を
か
け
、
欲
望
を
喚
起

す
る
、
自
己
に
相
関
的
で
差
し
迫
っ
た
他
者
の
様
態
を
捉
え
て
い
な

い
。

　
最
後
に
、
「
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
入
門
』
に
お
け
る
論
述
の
過
程
を
追

い
な
が
ら
、
フ
ロ
イ
ト
の
メ
タ
心
理
学
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
若

干
の
示
唆
を
行
な
い
た
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ロ
イ
ト
の
思

考
が
、
｝
九
世
紀
の
経
験
科
学
な
そ
れ
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
ま
た

素
朴
な
思
弁
で
も
な
く
、
徹
底
し
て
転
移
（
O
σ
。
『
可
お
仁
轟
）
と

い
う
現
象
の
も
と
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

　
　
　
2
　
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
的
他
者
　
　
バ
ト
ラ
ー
の
フ
ロ
イ
ト
読

　
　
　
　
　
解

　
バ
ト
ラ
ー
版
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
論
は
、
同
性
愛
の
「
先
売
的
（
R
甲

o
∋
喜
貯
Φ
）
」
な
排
除
が
異
性
愛
主
義
を
構
築
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、

独
目
の
フ
ロ
イ
ト
解
釈
に
お
い
て
提
出
し
て
い
る
。
バ
ト
ラ
ー
に
よ

れ
ば
、
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
は
近
親
姦
タ
ブ
ー
だ
け
で

は
機
能
せ
ず
、
同
性
愛
タ
ブ
ー
を
常
に
伴
っ
て
い
る
。
男
児
に
お
け

る
母
親
へ
の
愛
の
断
念
は
、
近
親
姦
タ
ブ
ー
と
い
う
文
化
的
掟
の
執

行
者
た
る
父
親
と
の
、
母
親
を
め
ぐ
る
エ
デ
ィ
プ
ス
的
ド
ラ
マ
と
去

勢
不
安
の
効
果
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
男
児
が
「
女
性
化
」

し
て
母
親
と
同
性
愛
的
に
結
び
つ
く
こ
と
へ
の
厳
し
い
タ
ブ
ー
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

よ
っ
て
生
じ
る
の
だ
と
い
う
。
で
は
、
同
性
愛
の
あ
ら
か
じ
め
の
喪

失
は
ど
の
よ
う
に
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
バ
ト
ラ
ー
は
、

フ
ロ
イ
ト
の
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
論
か
ら
そ
の
着
想
を
得
て
い
る
。

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ロ
イ
ト
は
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
を
喪

（
⇒
窪
震
［
悲
哀
］
）
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
じ
て
い
る
。

愛
す
る
対
象
の
喪
失
に
よ
る
苦
痛
は
、
残
さ
れ
た
者
が
、
自
ら
の
自

我
を
そ
の
失
わ
れ
た
対
象
に
同
｝
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
存
し
、

一
時
的
に
耐
え
う
る
も
の
と
な
る
と
フ
ロ
イ
ト
は
説
明
し
て
い
る
。

不
在
の
対
象
の
代
わ
り
に
、
自
我
が
自
ら
そ
の
代
理
を
買
っ
て
出
る
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と
い
う
訳
で
あ
る
。
別
離
に
耐
え
ら
れ
な
い
た
め
に
、
自
我
は
愛
す

る
対
象
を
取
り
込
み
（
そ
れ
に
同
一
化
し
て
）
他
者
を
一
時
的
に
自

我
の
う
ち
に
保
存
す
る
。
こ
の
取
り
込
み
は
、
喪
に
お
い
て
も
、
そ

し
て
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
に
お
い
て
も
共
通
の
防
衛
機
制
で
あ
る
と
フ
ロ

イ
ト
は
考
え
て
い
る
。
た
だ
、
喪
が
い
つ
か
明
け
る
の
に
対
し
て
、

メ
ラ
ン
コ
リ
カ
ー
は
終
わ
ら
な
い
悲
哀
を
生
き
て
い
る
（
牢
窪
α

［
お
ミ
」
8
］
）
。
喪
に
服
し
て
い
る
者
が
、
自
我
に
取
り
込
ま
れ
た

他
者
の
似
姿
で
は
な
く
、
再
び
新
た
な
現
実
の
対
象
に
向
か
う
の
に

対
し
て
、
メ
ラ
ン
コ
リ
カ
ー
は
失
わ
れ
た
他
者
と
の
絆
を
い
つ
ま
で

も
絶
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
メ
ラ
ン
コ
リ
カ
ー
は
愛
す
る

他
者
の
喪
に
失
敗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
バ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ

れ
と
同
様
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
異
性
愛
が
支
配
的
な
社
会
に
お
い
て

作
動
し
て
い
る
と
い
う
。
異
性
愛
者
は
、
自
ら
の
内
な
る
　
　
も
は

や
死
ん
で
し
ま
っ
た
1
同
性
愛
的
他
者
に
愚
か
れ
て
い
る
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
・
メ
ラ
ン
コ
リ
カ
ー
で
あ
る
。

　
バ
ト
ラ
ー
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
『
目
我
と
エ
ス
』
（
一
九
二
三
）
の

次
の
よ
う
な
箇
所
か
ら
、
体
内
化
（
取
り
込
み
）
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

根
源
性
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
「
同
一
化
は
、
そ
も
そ
も
エ
ス
が
そ

の
対
象
を
断
念
す
る
条
件
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
」
（
写
Φ
区
ロ
8
G
。

（
3
）

品
箋
］
）
あ
る
い
は
「
自
我
の
性
格
は
、
対
象
選
択
の
歴
史
を
含
む

断
念
さ
れ
た
対
象
備
給
の
沈
澱
物
　
（
。
ヨ
呂
巴
段
8
三
品
）
　
で
あ

る
。
」
（
ロ
9
9
）
主
体
が
異
性
愛
者
に
な
っ
て
い
く
と
き
、
同
性

の
対
象
へ
の
愛
着
は
、
同
性
愛
タ
ブ
ー
の
社
会
的
言
説
を
通
じ
て
断

念
さ
れ
、
同
時
に
、
自
我
の
死
ん
だ
古
層
と
し
て
体
内
化
さ
れ
る
、

と
バ
ト
ラ
ー
は
い
う
（
バ
ト
ラ
ー
は
、
棄
却
し
つ
つ
保
存
す
る
こ
の

動
き
を
、
端
的
に
「
止
揚
（
＞
仁
爵
Φ
ど
轟
）
」
と
呼
ん
で
い
る
（
ω
5
－

一
震
ロ
O
雪
」
ざ
］
）
）
。
こ
の
よ
う
に
バ
ト
ラ
ー
の
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
論

は
、
対
象
備
給
を
体
内
化
に
よ
っ
て
代
償
す
る
と
い
う
フ
ロ
イ
ト
の

自
我
形
成
論
を
拡
大
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
的
に
応
用
し
た
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
対
象
選
択
に
お
い
て
同
じ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
持
っ
た

存
在
を
選
ぶ
こ
と
が
社
会
的
に
あ
ら
か
じ
め
禁
じ
ら
れ
て
い
る
が
故

に
、
そ
れ
は
体
内
化
へ
と
転
じ
る
と
い
う
論
理
を
駆
使
し
て
い
る
。

こ
の
体
内
化
が
、
目
我
に
男
性
性
／
女
性
性
と
い
っ
た
特
性
を
与
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

さ
ら
に
は
、
「
ス
ト
レ
ー
ト
な
」
性
的
指
向
を
つ
く
る
の
だ
、
と
。

　
し
か
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
i
分
割
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
通
り
の
よ
い
議

論
が
可
能
に
な
る
の
は
、
バ
ト
ラ
ー
が
フ
・
イ
ト
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム

概
念
を
見
な
い
限
り
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
同
性
愛
（
的
対
象
）
が
、

メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
対
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
フ
ロ

イ
ト
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
直
接
導
け
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
フ
ロ
イ
ト
は
、
同
性
愛
を
初
め
か
ら
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（111）　ナルシシズムとく他者〉

断
念
さ
れ
る
邸
ぎ
も
の
と
考
え
た
訳
で
は
な
い
か
ら
だ
。
ま
た
バ
ト

ラ
ー
に
お
い
て
他
者
は
、
わ
れ
わ
れ
が
以
下
で
見
て
い
く
フ
ロ
イ
ト

的
な
そ
れ
の
豊
か
な
可
能
性
を
取
り
逃
が
し
て
、
他
者
を
自
我
の
単

な
る
構
成
要
素
へ
と
脱
め
て
い
る
。
自
我
が
他
者
ー
バ
ト
ラ
ー
に

お
い
て
は
同
性
愛
的
他
者
1
か
ら
成
っ
て
い
る
と
い
う
一
見
ラ

デ
ィ
カ
ル
な
主
張
は
、
そ
の
実
、
自
我
の
位
相
の
安
定
性
を
一
度
も

疑
っ
て
は
い
な
い
（
バ
ト
ラ
ー
に
お
い
て
超
自
我
は
、
異
性
愛
主
義

的
言
説
と
い
う
「
ひ
と
つ
の
」
声
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
我
は

安
定
し
た
場
所
を
与
え
ら
れ
て
い
る
）
。
そ
の
反
対
に
フ
ロ
イ
ト
の

ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
見
る
の
は
、
（
バ
ト
ラ
ー
と
は

ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
で
の
）
主
体
の
他
者
へ
の
全
面
的
な
依
存
性

で
あ
り
、
決
し
て
自
我
に
回
収
さ
れ
え
な
い
超
自
我
と
い
う
他
者
の

様
態
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
性
愛
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
的
他
者
に
つ
い
て

の
論
述
は
こ
こ
ま
で
に
し
て
、
以
下
で
は
、
一
見
ま
っ
た
く
関
わ
ら

な
い
よ
う
に
見
え
る
他
者
と
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
が
、
フ
ロ
イ
ト
に
お
い

て
は
深
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
い
く
。

3

ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
と
〈
他
者
〉

　
フ
ロ
イ
ト
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
概
念
は
、
一
般
に
抱
か
れ
が
ち
な
観

念
、
つ
ま
り
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
と
は
自
己
像
へ
の
病
的
な
愛
着
で
あ

り
、
他
者
の
視
線
を
欠
い
て
い
る
云
々
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
フ
ロ
イ
ト
に
と
っ
て
、
せ
い
ぜ
い
コ
一
次
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」
を
し

か
意
味
し
な
い
。
他
方
、
一
次
（
団
原
初
的
）
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
は
、

他
者
を
組
み
込
ん
だ
運
動
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
私

自
身
が
見
ら
れ
判
断
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
他
者
の
審
級
の
設
立
と
、

そ
れ
を
通
じ
て
主
体
が
象
徴
化
さ
れ
る
過
程
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
論
点
を
先
取
り
し
て
い
う
と
、
フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、

主
体
が
あ
る
対
象
を
愛
す
の
は
、
そ
れ
か
自
己
そ
の
も
の
と
感
じ
ら

れ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
愛
さ
れ
る
自
己
と
は
、
象
徴

的
な
他
者
に
見
出
さ
れ
た
限
り
で
の
自
己
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
主

体
に
呼
び
か
け
る
象
徴
的
な
他
者
（
以
下
で
は
、
個
別
の
他
者
と
は

区
別
し
て
〈
他
者
〉
と
記
す
）
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
二
重
で
あ
る
た
め

に
、
自
己
の
象
徴
化
1
「
私
」
が
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
（
べ

き
）
か
ー
が
完
遂
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
こ
に
は
常
に
解
読
で
き

な
い
残
余
が
生
じ
る
。
以
下
で
は
、
は
じ
め
に
「
対
象
選
択
」
の
点

か
ら
、
次
に
「
自
体
愛
」
と
の
関
係
に
お
い
て
、
三
番
目
に
「
超
自

我
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
フ
ロ
イ
ト
に
よ
る
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
概

念
を
検
討
し
て
い
こ
う
。
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訓
　
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
型
対
象
選
択

　
『
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
入
門
』
（
一
九
一
七
、
以
下
『
入
門
』
と
略
記
）

で
、
フ
ロ
イ
ト
は
対
象
選
択
に
二
つ
の
タ
イ
プ
を
挙
げ
て
い
る
。
ひ

と
つ
は
「
依
託
型
（
＞
巳
魯
づ
蚤
翰
受
℃
臣
）
」
と
呼
ば
れ
る
対
象

選
択
で
あ
り
、
他
方
は
「
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
型
（
Z
貰
N
お
冴
9
蔓
・

ε
ω
）
」
な
そ
れ
で
あ
る
。
依
託
型
対
象
選
択
は
、
「
養
育
や
、
世
話
、

幼
児
の
保
護
に
携
わ
る
人
が
最
初
の
性
的
対
象
と
な
り
、
し
た
が
っ

て
当
分
は
母
親
や
そ
の
代
理
人
が
そ
れ
に
当
た
る
」
よ
う
な
タ
イ
プ

の
対
象
選
択
で
あ
る
（
閃
冨
巨
ロ
曽
ゴ
罐
］
）
。
他
方
、
ナ
ル
シ
シ

ズ
ム
的
対
象
選
択
は
、
「
リ
ビ
ド
i
発
達
に
障
害
を
被
っ
た
よ
う
な

人
々
、
例
え
ば
倒
錯
者
だ
と
か
同
性
愛
者
の
場
合
と
り
わ
け
顕
著
な

の
だ
が
、
彼
ら
は
成
長
後
の
愛
の
対
象
を
母
親
と
い
う
モ
デ
ル
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
彼
ら
自
身
の
人
格
に
従
っ
て
選
択
し
て
」
お
り
、

「
彼
ら
は
明
ら
か
に
自
分
自
身
を
愛
の
対
象
と
し
て
求
め
て
お
り
、

ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
的
と
呼
ぶ
べ
き
対
象
選
択
の
タ
イ
プ
を
示
す
。
」

　
（
5
）

（［

置
山
）
こ
の
よ
う
に
フ
ロ
イ
ト
は
、
　
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
型
が
、
リ

ビ
ド
i
発
達
に
「
障
害
」
を
被
っ
て
お
り
、
「
倒
錯
的
」
で
あ
る
と

示
唆
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
依
託
型
に
つ
い
て
の
フ
ロ
イ
ト
の
説

明
は
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
常
に
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
型
対
象
選
択
の
優

位
を
確
認
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

人
間
は
二
つ
の
根
源
的
な
性
対
象
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
、
自
分

自
身
と
世
話
し
て
く
れ
る
女
性
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
↑
分

対
象
選
択
に
お
い
で
嬰
勢
虹
に
表
出
さ
れ
る
一
次
的
あ
か
必
弘

ズ
ム
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
［
慧
巳
、
強
調
引

用
者
）

　
フ
ロ
イ
ト
が
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
優
位
を
認
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
も
う
ひ
と
つ
の
箇
所
を
示
そ
う
。
『
入
門
』
に
お
い
て
フ
ロ
イ
ト

は
、
依
託
型
対
象
選
択
の
特
徴
を
「
性
的
対
象
の
過
大
評
価
」
で
あ

る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
過
大
評
価
は
、
対
象
へ
の
「
惚
れ
込
み

（
＜
Φ
急
3
旨
Φ
5
」
に
起
因
し
て
お
り
、
対
象
へ
の
過
大
な
リ
ビ

ド
ー
の
備
給
と
自
我
リ
ビ
ド
ー
の
貧
困
化
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
次
の
よ
う
に
少
し
一
般
的
に
問
う
て
み
よ
う
。
一
体
、
な
ぜ

主
体
は
対
象
に
惚
れ
込
み
、
熱
狂
し
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
？
　
意

外
な
こ
と
に
、
フ
ロ
イ
ト
は
そ
の
理
由
を
性
差
に
よ
っ
て
は
説
明
し

て
い
な
い
。
主
体
が
対
象
を
性
的
に
過
大
評
価
す
る
の
は
、
自
分
と

異
な
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
持
つ
か
ら
で
は
な
く
、
ま
た
、
男
性
性
と
女

性
性
の
相
補
的
な
関
係
と
い
う
異
性
愛
主
義
の
論
理
に
よ
っ
て
で
も

な
い
。
惚
れ
込
み
は
、
主
体
が
対
象
に
（
奪
わ
れ
た
）
自
己
自
身
を

見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
フ
ロ
イ
ト
は
論
じ
て
い
る
。
「
完
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（ll3）　ナルシシズムと〈他者〉

全
な
対
象
愛
は
、
子
供
の
根
源
的
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
（
霞
8
呂
お
亭

9
魯
Z
震
N
お
ヨ
霧
）
に
完
全
に
由
来
し
て
お
り
、
そ
れ
故
、
性
的

対
象
へ
の
転
移
自
体
に
相
当
し
て
い
る
、
目
立
つ
性
的
過
大
評
価
を

示
し
て
い
る
。
」
（
［
葦
肝
緕
］
）
こ
こ
で
フ
ロ
イ
ト
は
、
対
象
愛
を

目
己
愛
（
”
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
）
の
変
形
と
し
て
読
み
取
っ
て
い
る
。

対
象
が
愛
さ
れ
る
の
は
、
フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
自
己
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

と
受
け
取
ら
れ
る
か
ら
な
の
だ
。
フ
ロ
イ
ト
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
概
念

に
つ
い
て
、
ラ
プ
ラ
ン
シ
ュ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
し
た

が
っ
て
、
エ
ロ
ス
の
情
熱
的
盲
目
は
、
［
…
］
フ
ロ
イ
ト
に
と
っ
て
、

あ
ら
ゆ
る
愛
情
関
係
に
お
い
て
現
存
す
る
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
的
要
素
の

否
定
し
が
た
く
決
定
的
な
痕
跡
で
あ
る
。
」
（
寓
三
雪
9
①
ロ
O
o
。
合

刈
o
。
〕
）
さ
ら
に
、
こ
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
作
動
に
は
、
象
徴
化
と
い

う
「
切
断
」
が
関
わ
っ
て
い
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
い
る
。
こ
こ

で
い
う
象
徴
化
は
、
自
己
を
対
象
化
し
、
何
者
か
と
し
て
同
定
す
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
切
断
」
と
は
、
超
自
我
と
い
う
〈
他
者
〉

か
ら
主
体
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
他
な
ら
ぬ
主
体
自
身
が
そ

の
よ
う
な
〈
他
者
〉
の
場
所
に
立
っ
て
自
分
を
見
る
と
い
う
特
異
な

契
機
を
指
す
。
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
い
か
に
〈
他
者
〉
が
関
与
し
て
い

る
の
か
を
以
下
で
見
て
い
こ
う
。

　
麗
　
対
象
の
「
再
発
見
」

　
フ
ロ
イ
ト
は
、
『
入
門
』
で
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
、

自
体
愛
（
》
日
8
8
冴
ヨ
島
）
の
喪
失
か
ら
始
め
て
い
る
。
そ
れ

は
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
性
欲
動

は
は
じ
め
自
我
欲
動
に
依
託
さ
れ
て
お
り
［
寄
り
か
か
っ
て
お
り
］
、

後
に
そ
こ
か
ら
独
立
す
る
（
写
窪
α
ロ
曽
舟
9
］
）
。
つ
ま
り
、

「
最
初
の
自
体
愛
的
な
性
的
充
足
は
、
生
存
に
と
っ
て
不
可
欠
で
自

己
保
存
に
役
に
立
つ
機
能
に
関
連
し
て
体
験
さ
れ
」
る
の
だ
が
、
そ

の
自
己
保
存
・
生
命
維
持
機
能
に
関
連
し
た
対
象
が
、
そ
の
後
、
あ

ら
た
め
て
性
欲
動
の
備
給
先
・
性
的
対
象
と
し
て
見
出
さ
れ
る
の
で

あ
る
（
ロ
玄
巳
）
。
自
体
愛
的
な
対
象
の
喪
失
に
続
い
て
、
そ
れ
が

ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
機
制
を
通
じ
て
「
再
発
見
」
さ
れ
る
、
と
い
う
の

が
フ
ロ
イ
ト
の
説
明
で
あ
る
。

　
自
体
愛
に
つ
い
て
は
、
『
欲
動
と
そ
の
運
命
』
（
一
九
一
五
）
に
お

け
る
記
述
が
簡
便
な
の
で
、
そ
れ
を
参
照
し
よ
う
。
個
体
に
と
っ
て
、

自
体
愛
の
状
態
ー
自
我
（
私
）
は
い
ま
だ
存
在
し
な
い
ー
に
お

い
て
、
対
象
（
な
ら
び
に
外
の
世
界
）
は
基
本
的
に
無
関
心
な
も
の

で
あ
る
。
他
方
で
、
快
を
も
た
ら
す
対
象
は
「
快
－
自
我
（
［
島
↑

一
3
）
」
と
取
り
違
え
ら
れ
る
。
重
要
な
の
は
、
自
体
愛
に
お
い
て
は

「
快
－
自
我
」
と
し
て
の
対
象
し
か
存
在
せ
ず
、
両
者
の
根
本
的
な
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取
り
違
え
が
生
じ
て
い
る
、
と
い
う
フ
ロ
イ
ト
の
想
定
で
あ
る
。

「
の
ち
に
対
象
が
快
の
源
泉
だ
と
わ
か
る
と
、
そ
の
対
象
は
愛
さ
れ

る
。
し
か
し
そ
れ
が
自
我
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
と
、
純
化
さ
れ
た
快

－
自
我
に
と
っ
て
対
象
は
再
び
見
知
ら
ぬ
も
の
、
も
し
く
は
憎
ま
れ

る
も
の
と
一
致
し
て
し
ま
う
。
」
（
ロ
曽
闘
8
］
）
こ
の
よ
う
に
、
対

象
は
い
ま
だ
通
常
の
対
象
と
し
て
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
対
象
は
、

無
関
心
な
も
の
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
何
か
耐
え
が
た
い
不
快
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

不
安
の
源
泉
で
あ
る
と
、
フ
ロ
イ
ト
は
示
唆
し
て
い
る
。

　
そ
こ
へ
、
本
来
の
（
性
的
）
対
象
が
「
回
帰
」
し
て
く
る
（
こ
れ

は
「
自
我
欲
動
に
続
い
て
性
欲
動
が
現
れ
る
」
と
い
う
こ
と
の
い
い

換
え
で
あ
る
）
。
『
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
3
論
文
』
（
一
九
〇
四
）
の

次
の
一
文
が
、
こ
の
過
程
に
関
わ
っ
て
い
る
。
「
対
象
発
見
は
、
本

来
再
発
見
（
矩
一
巴
Φ
誌
呂
琶
α
q
）
で
あ
る
。
」
（
ロ
8
酵
誌
2
）
。

「
再
発
見
」
が
意
味
す
る
の
は
、
対
象
は
一
度
喪
失
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
喪
失
さ
れ
た
対
象
と
は
「
快
－
自

我
」
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
再
発
見
」
と
い
う
こ

と
で
、
フ
ロ
イ
ト
が
ひ
と
つ
の
「
切
断
」
を
論
じ
て
い
る
こ
と
に
わ

れ
わ
れ
は
気
付
く
だ
ろ
う
。
こ
の
切
断
に
は
、
自
己
を
対
象
化
し
、

〈
他
者
〉
の
次
元
で
そ
れ
を
登
記
す
る
こ
と
、
　
つ
ま
り
象
徴
化
が
関

わ
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
、
主
体
が
〈
他
者
〉
の
側

か
ら
自
己
自
身
を
見
出
す
と
い
う
特
異
な
契
機
が
含
意
さ
れ
て
い
る

（
こ
の
特
有
の
〈
他
者
〉
、
超
目
我
に
つ
い
て
は
次
節
で
論
じ
る
）
。

し
た
が
っ
て
、
フ
ロ
イ
ト
の
い
う
対
象
と
は
、
既
に
失
わ
れ
た
（
自

体
愛
的
）
対
象
の
代
理
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
置
き
換
え
ら
れ
た
対

象
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
る
の
は
、
「
ナ
ル
シ

シ
ズ
ム
型
対
象
選
択
」
が
意
味
す
る
の
は
、
「
再
発
見
」
さ
れ
る
性

愛
の
対
象
が
「
快
－
自
我
」
の
代
理
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
喪
失
し
た
対
象
陥
「
快
－
自
我
」
の
場
所
に
、

性
的
対
象
が
「
再
発
見
」
さ
れ
る
。
『
喪
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
』
で
フ

ロ
イ
ト
は
、
自
我
に
は
愛
す
る
対
象
の
「
影
（
ω
9
讐
叶
自
）
」
が
落

ち
て
い
る
と
述
べ
て
い
た
（
［
る
笥
幽
8
］
）
。
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
文

脈
か
ら
見
直
す
と
、
む
し
ろ
反
対
に
、
主
体
は
、
対
象
に
目
分
自
身

の
「
影
」
を
見
い
だ
す
が
故
に
、
熱
狂
す
る
の
で
あ
る
。

　
脇
　
〈
他
者
〉
の
二
重
性

　
既
に
喪
失
さ
れ
た
「
快
－
自
我
」
の
場
所
に
、
愛
す
る
対
象
を

「
再
発
見
」
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
可
能
と
な
る
の
か
？

そ
れ
は
、
〈
他
者
〉
（
の
視
線
と
声
）
を
通
じ
て
で
あ
る
。
こ
の
〈
他

者
〉
に
あ
た
る
の
が
、
超
自
我
と
呼
ば
れ
る
審
級
（
ヨ
ω
富
目
）
で

あ
る
。
超
自
我
と
い
う
〈
他
者
〉
は
、
ω
自
我
に
と
っ
て
の
理
想
を
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意
味
し
、
同
時
に
、
⑭
目
我
に
相
関
的
で
あ
り
な
が
ら
、
最
終
的
に

謎
の
ま
ま
に
留
ま
る
よ
う
な
〈
他
者
〉
で
あ
る
（
す
な
わ
ち
、
そ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
汲
み
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
）
。
順
番
に
見
て
い

こ
う
o

ω
フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
超
自
我
と
は
、
自
我
に
と
っ
て
の
理
想

（
1
1
自
我
理
想
（
冒
三
〇
＄
一
）
）
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
理
想
に
照

ら
し
て
自
我
は
目
ら
を
計
測
し
、
律
す
る
（
そ
し
て
自
我
理
想
は
、

抑
圧
の
前
提
で
も
あ
る
（
［
お
竃
邑
。
］
）
）
。
超
自
我
は
、
自
我
に
命

令
し
、
と
き
に
自
我
に
「
有
罪
宣
告
」
を
下
す
く
他
者
V
で
あ
る
。

問
題
な
の
は
し
か
し
、
そ
の
内
容
と
同
時
に
、
フ
ロ
イ
ト
が
ど
こ
に

そ
の
起
源
を
置
い
て
い
る
か
、
で
あ
る
。

　
『
自
我
と
エ
ス
』
で
、
フ
ロ
イ
ト
は
、
超
自
我
を
最
も
古
い
同
一

化
の
痕
跡
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ト
に
と
っ
て
こ
の
同
一

化
は
、
自
我
理
想
の
萌
芽
で
あ
り
、
後
に
づ
く
ら
れ
る
自
我
や
性
格

に
よ
っ
て
も
抵
抗
し
え
な
い
よ
う
な
力
を
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
個
人
の
性
格
が
（
あ
る
程
度
）
変
え
ら
れ
る
と

い
う
意
味
で
の
可
塑
性
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
を
超
越
し
た
持
続

的
な
力
で
主
体
を
拘
束
し
て
い
る
（
男
お
且
ロ
8
0
。
蕊
O
o
。
］
）
。
こ

の
最
古
の
同
｝
化
の
説
明
に
、
フ
ロ
イ
ト
は
「
父
親
」
と
「
脱
性

化
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
「
超
目
我
は
、
父
親
像
と
の
同

一
化
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
同
一
化
は
、
脱
性

化
の
特
性
を
持
ち
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
目
体
昇
華
で
あ
る
。
」
（
牢
甲

　
　
　
　
　
（
8
）

＆
ロ
8
曽
認
二
）
「
父
親
」
は
こ
こ
で
は
普
遍
的
な
規
範
（
端
的

に
は
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
）
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
し

て
「
脱
性
化
」
と
は
、
欲
動
に
あ
る
と
仮
定
さ
れ
た
、
性
愛
的
で
生

命
の
維
持
に
向
か
う
傾
向
（
生
の
欲
動
）
を
分
離
し
取
り
除
い
て

（
口
脱
混
合
（
閣
暑
邑
8
言
轟
）
し
）
、
攻
撃
的
で
破
壊
的
な
傾
向

（
死
の
欲
動
）
が
残
る
こ
と
意
味
し
て
い
る
。
「
こ
の
分
離
か
ら
、
理

想
は
そ
も
そ
も
命
令
的
な
当
為
の
、
厳
格
で
残
酷
な
特
徴
を
獲
得
す

る
の
で
あ
る
。
」
（
ロ
玄
9
］
）

　
と
は
い
え
、
こ
の
説
明
だ
け
で
は
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
残
る
。

す
な
わ
ち
、
い
か
に
超
自
我
が
自
我
に
対
し
て
「
か
く
あ
れ
」
と
厳

し
く
命
令
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
単
に
外
在
的
な
〈
他
者
〉
で
あ

る
な
ら
、
そ
れ
は
自
我
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
切
迫
し
た
声
と
は
な
り

え
な
い
だ
ろ
う
（
必
ず
し
も
そ
の
命
令
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

理
由
が
な
い
）
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
、
超
自
我
に

も
う
ひ
と
つ
の
起
源
を
与
え
る
こ
と
で
、
こ
の
問
い
に
答
え
て
い
る
。

フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
超
自
我
と
い
う
く
他
者
V
の
も
う
ひ
と
つ
の

源
泉
こ
そ
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。
「
［
ひ
と
が
］
彼
の
理
想
と

し
て
投
影
し
て
い
る
も
の
は
、
彼
の
幼
児
期
の
失
わ
れ
た
ナ
ル
シ
シ
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ズ
ム
の
代
理
で
あ
る
。
幼
児
期
に
お
い
て
は
、
自
分
自
身
が
自
ら
の

理
想
で
あ
っ
た
。
」
（
ロ
曽
合
2
］
）
つ
ま
り
超
自
我
の
要
請
は
、
他

律
的
な
命
令
に
服
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
全
能
で
あ
っ
た
ナ
ル
シ

シ
ズ
ム
的
な
理
想
を
再
現
す
る
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て

フ
ロ
イ
ト
は
、
超
自
我
と
い
う
〈
他
者
〉
に
、
対
立
す
る
よ
う
な
ふ

た
つ
の
特
性
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
超
自
我
は
、
最

初
に
父
親
（
両
親
）
や
そ
れ
に
代
わ
る
指
導
者
的
な
立
場
の
姿
を
と

も
な
っ
て
、
第
三
者
的
で
普
遍
的
な
当
為
、
す
な
わ
ち
、
誰
に
で
も

万
遍
な
く
該
当
す
る
規
範
や
道
徳
を
自
我
に
押
し
つ
け
る
。
他
方
で
、

超
自
我
は
、
幼
児
期
の
完
全
性
、
原
初
的
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
代
理
で

も
あ
る
た
め
に
、
そ
の
命
令
は
、
特
殊
に
私
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も

分
と
な
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
超
自
我
と
い
う
〈
他
者
〉
は
、

単
に
道
徳
的
に
厳
格
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
自
我
に
対
し
て
相
関
的

で
「
親
密
な
」
〈
他
者
〉
と
も
な
る
。

㈹
こ
の
よ
う
な
超
自
我
の
起
源
の
二
重
性
”
曖
昧
さ
の
た
め
に
、
そ

こ
か
ら
発
せ
ら
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
そ
れ
を
受
け
取
る
主
体
に

と
っ
て
、
不
可
避
に
曖
昧
さ
を
帯
び
抽
象
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

フ
ロ
イ
ト
は
、
超
自
我
の
命
令
が
曖
昧
な
だ
け
で
な
く
、
究
極
的
に

は
遂
行
不
可
能
な
命
令
で
あ
る
こ
と
を
、
「
父
の
よ
う
で
あ
れ
」
か

つ
「
父
の
よ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
ダ
ブ
ル
・
バ
イ
ン

ド
の
形
で
提
示
し
て
い
る
（
［
お
器
る
8
］
）
。
わ
れ
わ
れ
は
、
超
自

我
の
命
令
の
二
重
性
を
、
こ
こ
で
は
父
親
と
い
う
形
象
に
こ
だ
わ
ら

ず
に
、
フ
ロ
イ
ト
が
超
自
我
に
二
つ
の
起
源
を
想
定
し
た
こ
と
に
由

来
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
お
こ
う
。
〈
他
者
〉
に
よ
っ
て
、
自

己
は
初
め
て
自
ら
を
対
象
化
し
象
徴
化
す
る
ー
〈
他
者
〉
に
自
分

が
ど
う
映
る
の
か
反
省
す
る
　
　
の
だ
が
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
二

重
性
に
よ
っ
て
、
そ
の
解
読
は
完
遂
す
る
こ
と
が
な
い
。
い
い
換
え

れ
ば
、
象
徴
化
は
、
常
に
不
完
全
な
も
の
に
留
ま
る
し
か
な
い
の
だ
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
が
、
自
己
の
象
徴
化
の
契

．
機
で
あ
る
と
と
も
に
、
同
時
に
、
象
徴
化
の
限
界
を
も
意
味
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
私
」
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
〈
他
者
〉
は

「
私
」
に
何
を
す
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
の
か
、
私
に
は
つ
い
に
理

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
逆
説
に
、
フ
ロ
イ
ト
の
超

自
我
、
他
者
論
の
可
能
性
が
あ
る
。

4
　
メ
タ
心
理
学
一
メ
タ

「
転
移
」
は
存
在
し
な
い

　
こ
こ
ま
で
フ
ロ
イ
ト
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
概
念
が
、
特
殊
な
他
者
、

す
な
わ
ち
超
自
我
と
そ
れ
に
よ
る
自
己
の
象
徴
化
に
関
わ
る
こ
と
を

見
て
き
た
。
最
後
に
、
フ
ロ
イ
ト
が
自
ら
の
理
論
的
営
為
を
ど
の
よ

う
に
限
定
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
記
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述
に
即
し
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
繰
り
返
せ
ば
、
主
体
は
対
象
に
自
己
の
完
全
な
姿
を
見
い
だ
す
が

故
に
惚
れ
込
む
の
だ
っ
た
。
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
型
対
象
選
択
に
関
連
し

て
述
べ
ら
れ
た
「
惚
れ
込
み
」
と
い
う
表
現
は
、
精
神
分
析
の
重
要

概
念
で
あ
る
転
移
（
O
富
旨
冨
o
q
琶
o
q
」
β
霧
8
『
き
8
）
の
概
念
に

直
接
関
わ
っ
て
い
る
。
転
移
と
は
、
分
析
家
と
患
者
の
情
動
的
結
び

つ
き
で
あ
り
、
そ
の
中
で
／
そ
れ
を
通
じ
て
精
神
分
析
は
進
行
し
て

い
く
。
こ
こ
で
は
「
惚
れ
込
み
」
と
い
う
表
現
に
、
転
移
に
お
け
る

情
動
面
と
関
係
の
「
構
造
化
」
（
匿
。
き
ロ
。
お
一
園
合
）
と
し
て

の
側
面
、
そ
の
両
方
を
含
意
さ
せ
て
お
き
た
い
。
さ
て
、
惚
れ
込
み

が
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
よ
っ
て
駆
動
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
で
は
ど
の

よ
う
に
フ
ロ
イ
ト
は
、
｝
次
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
基
礎
づ
け
る
の
だ
ろ

う
か
？
　
も
し
そ
れ
が
、
人
間
は
何
の
欠
損
も
な
く
完
全
に
充
足
し

て
い
た
原
初
状
態
を
目
指
す
傾
向
が
あ
る
と
い
う
生
物
学
的
仮
定
に

過
ぎ
な
い
の
な
ら
、
本
質
主
義
的
な
疎
外
が
主
体
を
条
件
づ
け
て
い

る
と
い
う
だ
け
の
話
に
な
っ
て
し
ま
う
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
フ
ロ

イ
ト
は
原
初
的
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
基
礎
づ
け
な
い
し
、
根
拠
づ
け
な

い
。
だ
が
こ
れ
は
、
理
論
的
不
備
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
根
拠
づ
け

の
な
い
こ
と
が
、
フ
ロ
イ
ト
が
精
神
分
析
的
実
践
、
転
移
と
い
う
現

象
の
も
と
に
理
論
構
築
し
た
こ
と
を
証
拠
づ
け
て
い
る
。

　
フ
ロ
イ
ト
は
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
直
接
的
観

察
に
は
限
界
が
あ
り
、
他
の
観
点
か
ら
の
「
帰
納
的
推
論
（
勾
ぎ
訂
－

昌
冨
㊥
）
」
が
、
よ
り
容
易
で
あ
ろ
う
と
展
望
を
述
べ
て
い
る

（
ロ
O
辰
＆
昌
）
。
し
か
し
こ
れ
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
『
入
門
』
の
冒
頭

で
述
べ
た
方
法
論
を
自
ら
撤
回
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
、
目
我
リ
ビ
ド
ー
や
対
象
リ
ビ
ド
ー
と
い
っ

た
概
念
が
、
精
神
分
析
の
理
解
を
難
し
く
し
、
さ
ら
に
思
弁
的
な
傾

向
さ
え
も
た
ら
し
て
い
る
と
述
べ
、
自
分
が
依
拠
す
る
の
は
や
は
り

経
験
的
な
科
学
の
方
法
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
た
。
「
［
思
弁
的
］
諸

理
念
は
、
す
べ
て
が
依
っ
て
立
つ
科
学
の
土
台
で
は
な
い
。
土
台
は

む
し
ろ
観
察
の
み
な
の
だ
。
」
（
［
量
阜
拙
出
）
こ
の
よ
う
に
冒
頭
で

述
べ
て
お
き
な
が
ら
、
一
次
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、

フ
ロ
イ
ト
は
、
精
神
分
析
が
記
述
し
よ
う
と
す
る
領
域
が
、
経
験
科

学
の
そ
れ
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
（
フ
ロ
イ
ト
自
身
の
科
学
へ

の
意
志
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
方
向
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

「
別
の
と
こ
ろ
」
と
は
、
転
移
と
い
う
空
間
に
他
な
ら
な
い
。

　
フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
と
は
、
仮
定
さ
れ
た
完
全

性
（
全
能
性
）
と
い
う
好
組
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
幼
児
の
一
次
ナ
ル

シ
シ
ズ
ム
は
、
観
察
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
で
も
、
ま
た
、

生
物
学
的
前
提
で
も
な
い
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
両
親
の
そ
の
子
供
に
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対
す
る
振
る
舞
い
か
ら
、
事
倹
府
に
導
き
出
さ
れ
る
幻
想
、
す
な
わ

ち
転
移
の
結
果
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
子
に
対
す
る
親
の
愛
情
細
や

か
な
態
度
（
自
分
の
子
供
に
完
全
性
を
見
よ
う
と
す
る
「
強
迫

（
N
名
睾
ひ
Q
）
」
）
は
、
親
が
息
勢
分
幼
児
期
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
再
現

し
、
投
影
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
、
子
供
に
完
全
性
を
見

よ
う
と
す
る
親
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
再
活
性
化
で
あ
る
、
と
フ
ロ
イ

ト
は
い
う
。
さ
ら
に
、
事
態
は
あ
た
か
も
愛
す
る
対
象
に
自
ら
の
ナ

ル
シ
シ
ズ
ム
的
完
全
性
が
「
奪
わ
れ
て
い
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
フ
ロ
イ
ト
が
示
す
の
は
、
そ
れ
こ
そ
転

移
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
も
う
少
し
説
明
が
必
要
で

あ
ろ
う
。

　
こ
こ
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
確
認
し
て
き
た
の
は
、
フ
ロ
イ
ト
に
と
っ

て
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
が
、
性
愛
の
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
コ
、
・
・
ユ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
底
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ

の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
そ
の
も
の
の
説
明
に
あ
た
っ
て
フ
ロ
イ
ト
は
、
そ

れ
を
根
拠
づ
け
る
ど
こ
ろ
か
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
と
は
仮
定
さ
れ
た
完

全
性
と
い
う
幻
想
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
欠

如
も
な
い
理
想
的
な
存
在
や
、
自
ら
の
存
在
を
享
楽
し
て
い
る
対
象

を
想
定
す
る
こ
と
。
人
が
そ
の
よ
う
な
対
象
を
想
定
す
る
と
き
、
既

に
転
移
は
生
じ
て
い
る
。
転
移
と
い
う
現
象
か
ら
、
一
次
ナ
ル
シ
シ

ズ
ム
は
遡
行
的
に
構
成
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
次
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
は
、

転
移
の
原
因
で
は
な
く
結
果
で
あ
る
。

　
同
じ
事
態
を
、
ラ
カ
ン
は
フ
ロ
イ
ト
と
は
反
対
側
か
ら
記
述
す
る

こ
と
で
、
そ
こ
に
「
欲
望
」
と
い
う
ラ
カ
ン
独
特
の
論
点
を
加
え
て

い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
親
の
側
か
ら
不
断
に
語
り
か
け
ら

れ
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
投
影
さ
れ
た
幼
児
の
側
に
生
じ
る
の
は
、
次

の
よ
う
な
ひ
と
つ
の
「
問
い
」
で
あ
る
と
ラ
カ
ン
は
い
っ
て
い
る
。

「
彼
（
女
）
は
、
私
に
話
し
か
け
る
こ
と
で
、
何
を
欲
し
て
い
．
る
の

か
？
」
（
冨
8
p
ロ
S
o
。
品
区
］
）
ラ
カ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
〈
他

者
〉
の
呼
び
か
け
を
欲
望
と
し
て
、
そ
し
て
自
ら
へ
の
「
問
い
か

け
」
と
し
て
引
き
受
け
る
と
き
、
象
徴
化
が
既
に
生
じ
て
い
る
（
ラ

カ
ン
は
、
幼
児
に
と
っ
て
の
、
こ
の
「
問
い
」
の
理
解
し
が
た
さ
を

「
欠
如
（
ヨ
き
2
ρ
冨
良
と
と
呼
ぶ
）
。

　
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
文
脈
に
置
き
直
し
て
み
よ
う
。
自
我
理
想
の

ひ
と
つ
の
源
泉
は
、
フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
幼
児
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
幼
児
的
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
は
、
例
え
ば
親
の
ナ

ル
シ
シ
ズ
ム
の
投
射
で
あ
り
、
〈
他
者
V
の
欲
望
の
（
事
後
的
）
表

現
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
主
体
が
超
自
我
ー
自
我
理
想
の
命
令

と
し
て
「
回
復
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
最
も
根
源
的
な
ナ
ル
シ
シ
ズ

ム
が
、
そ
も
そ
も
〈
他
者
〉
の
欲
望
に
対
す
る
反
応
1
〈
他
者
〉
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（119）　ナルシシズムと〈他者〉

は
何
を
欲
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
に
応
答
す
る
こ
と
　
　
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
い
の
解
読
は
、

既
に
確
認
し
た
理
由
か
ら
完
了
す
る
こ
と
が
な
い
。
再
び
こ
こ
か
ら

帰
結
さ
れ
る
こ
と
も
、
自
己
愛
の
核
に
は
根
源
的
な
他
者
性
が
刻
ま

れ
て
い
る
と
い
う
フ
ロ
イ
ト
的
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
論
理
に
他
な
ら
な

い
。　

竹
村
（
一
九
九
八
）
に
よ
れ
ば
、
フ
ロ
イ
ト
の
メ
タ
心
理
学
と
は
、

異
性
愛
主
義
的
・
生
殖
主
義
的
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
発
達
論
を

予
定
調
和
さ
せ
る
た
め
の
理
論
装
置
で
し
か
な
い
と
い
う
。
し
か
し

確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
フ
ロ
イ
ト
に
と
っ
て
転
移
の
上
位
概
念
は

存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、
転
移
そ
の
も
の
を
、
個
体
が
快
感
を
求
め

る
こ
と
の
自
明
性
や
異
性
愛
の
自
然
性
と
い
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

帰
属
さ
せ
る
こ
と
を
、
フ
ロ
イ
ト
は
し
て
い
な
い
。
フ
ロ
イ
ト
は
、

メ
タ
心
理
学
と
い
う
理
論
的
営
為
を
転
移
と
い
う
枠
内
に
限
定
し
て

お
り
、
転
移
の
「
メ
タ
」
は
、
フ
ロ
イ
ト
に
と
っ
て
論
じ
う
る
も
の

　
　
（
1
0
）

で
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
推
論
さ
れ
る
の
は
、
例
え
ば
エ
ロ
ス
で
さ
え
、

転
移
に
つ
い
て
の
ひ
と
つ
の
解
釈
で
し
か
な
く
、
そ
の
逆
（
エ
ロ
ス

に
よ
っ
て
転
移
ー
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
じ
る
）
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
フ
ロ
イ
ト
に
お
け
る
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
概

念
は
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
新
た
な
解
釈
の
余
地
が
あ
る
と
い
う
だ

け
で
は
な
い
。
フ
ロ
イ
ト
の
他
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
そ
の
記
述
の
レ
ヴ
ェ
ル
・
方
法
に
お
い
て
も
、
フ
ロ
イ

ト
が
直
面
し
た
精
神
分
析
固
有
の
困
難
と
、
そ
し
て
可
能
性
と
を
示

す
屯
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
樫
村
愛
子
（
二
〇
〇
〇
）
を
参
照
。

（
2
）
　
ω
仁
二
震
ロ
8
。
”
お
3
，
＝
己
。
ま
た
、
小
倉
千
加
子
（
二
〇

　
〇
一
）
に
よ
る
、
バ
ト
ラ
ー
の
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
簡

　
潔
な
整
理
を
参
照
。

（
3
）
　
バ
ト
ラ
ー
の
引
い
た
英
訳
標
準
版
で
は
、
同
一
化
が
、
「
唯
一

　
の
条
件
」
（
浮
①
8
一
Φ
8
区
三
9
）
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
独

　
語
全
集
版
に
あ
る
の
は
、
「
総
じ
て
、
一
般
に
」
の
意
の
．
、
害
段
－

　
『
固
仁
筥
．
．
で
あ
り
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
っ
て
い
る
。

（
4
）
　
「
ス
ト
レ
i
ト
な
」
男
性
／
女
性
は
、
彼
ら
が
決
し
て
愛
さ
な

　
か
っ
た
男
性
／
女
性
に
自
ら
が
「
な
る
」
。
し
た
が
っ
て
バ
ト
ラ
ー

　
に
よ
れ
ば
、
異
性
愛
者
は
、
愛
し
た
こ
と
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
、

　
そ
れ
を
断
念
し
た
こ
と
に
も
気
付
か
な
い
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
同
性

　
愛
的
対
象
目
死
者
に
愚
か
れ
続
け
て
い
る
（
切
三
一
震
ロ
8
ゴ

　
一
ミ
］
）
◎
ラ
カ
プ
ラ
（
［
m
O
o
℃
『
四
ロ
8
0
0
8
8
］
）
は
、
バ
ト
ラ
ー

　
の
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
論
を
「
喪
失
を
歴
史
的
で
は
な
く
存
在
の
本
質
で
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あ
る
と
考
え
、
不
在
と
混
同
す
る
と
い
う
、
長
く
続
い
て
き
た
物
語

　
の
最
新
型
の
よ
い
例
で
あ
る
」
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
本
稿
も
ラ

　
カ
プ
ラ
の
い
う
意
味
で
の
歴
史
性
に
欠
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
失
わ
れ
た
も
の
が
何
で
あ
る
か
す
ら
不
分
明
な
メ
ラ
ン
コ

　
リ
ー
的
喪
失
に
、
バ
ト
ラ
ー
が
同
性
愛
的
な
も
の
を
あ
て
は
め
る
の

　
に
対
し
て
、
本
稿
は
喪
失
が
事
後
的
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
が
最
終
的

　
に
明
ら
か
に
な
る
こ
と
も
決
し
て
な
い
こ
と
を
以
下
で
示
す
。

（
5
）
　
こ
の
区
別
に
従
え
ば
、
バ
ト
ラ
ー
か
扱
っ
た
の
は
「
依
託
型
対

　
象
選
択
」
の
み
で
あ
る
。

（
6
）
　
「
自
己
自
身
」
と
い
う
表
現
は
、
ま
だ
正
確
さ
を
欠
い
て
い
る
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
、
（
愛
さ
れ
る
）
「
自
己
」
の
象
徴
化
が
そ
も
そ
も

　
〈
他
者
〉
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
読
み
取
り
（
と
そ
の
不
可
能
性
）
に
依

　
拠
し
て
い
る
こ
と
を
、
「
路
」
で
超
自
我
に
関
連
し
て
論
じ
る
。

（
7
）
　
「
憎
悪
は
、
対
象
へ
の
関
係
と
し
て
は
、
愛
よ
り
も
古
い
。
憎

　
悪
は
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
的
自
我
の
側
か
ら
の
、
刺
激
を
与
え
る
対
象

　
へ
の
原
初
的
拒
絶
に
由
来
し
て
い
る
」
と
フ
ロ
イ
ト
は
述
べ
て
い
る

　
（
写
①
鼠
ロ
O
嵩
」
2
］
）
。
し
か
し
同
時
に
、
自
我
が
も
と
も
と
対

　
象
に
同
一
化
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
対
象
へ
の
攻
撃
性
と
し
て
の

　
サ
デ
ィ
ズ
ム
は
、
自
我
へ
の
攻
撃
性
と
し
て
の
原
初
的
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム

　
を
も
含
意
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ベ
ル
サ
ー
二
（
切
震
器
三

　
［
一
〇
〇
。
“
目
一
〇
8
］
）
に
よ
る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
論
（
と
り
わ
け
第
4

　
章
）
を
参
照
せ
よ
。
さ
ら
に
、
ベ
ル
サ
ー
二
（
切
畦
器
三
冨
8
。
］
）

　
は
、
『
饗
宴
』
の
読
解
を
通
じ
て
、
欲
望
を
差
異
や
欠
如
に
よ
っ
て

　
誘
発
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
同
質
性
と
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
線
か
ら

　
た
ど
ろ
う
と
し
て
い
る
。

（
8
）
　
同
論
文
の
別
の
箇
所
（
写
。
区
ロ
。
器
蕊
8
］
）
の
註
内
で
は
、

　
原
初
的
同
一
化
を
「
父
親
」
に
限
定
せ
ず
、
「
両
親
（
国
9
旨
と
に

　
同
一
化
す
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
国
o
旨
マ
富
－

　
8
σ
ω
雰
［
お
漣
］
を
参
照
。
ヤ
コ
ブ
セ
ン
は
、
前
エ
デ
ィ
プ
ス
期

　
の
「
感
情
の
結
び
つ
き
」
は
、
性
差
を
と
も
な
わ
な
い
、
異
性
愛
的

　
で
も
同
性
愛
的
で
も
な
い
同
一
化
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
、
性
的
規

　
範
の
受
け
入
れ
（
目
社
会
化
）
で
あ
る
と
こ
ろ
の
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ

　
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
動
因
を
再
ぴ
同
一
化
に
求
め
る
。
し
か
し
こ
の
説

　
明
で
は
、
（
以
下
に
見
る
よ
う
に
）
超
自
我
の
同
一
化
不
可
性
と
い

　
う
問
題
が
抜
け
落
ち
る
こ
と
に
な
る
。

（
9
）
　
こ
の
よ
う
に
〈
他
者
〉
の
要
請
が
　
　
そ
の
起
源
の
二
重
性
に

　
よ
っ
て
－
何
で
あ
る
か
が
最
終
的
に
不
明
瞭
で
あ
っ
て
も
（
あ
る

　
い
は
不
明
瞭
で
遂
行
不
可
能
で
あ
る
か
ら
こ
そ
）
、
主
体
は
自
ら
そ

　
の
行
為
を
決
断
し
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
フ
ロ
イ

　
ト
に
と
っ
て
、
主
体
の
自
由
と
は
こ
の
よ
う
な
拘
束
の
中
に
お
け
る

　
行
為
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
え
た

　
い
。

（
1
0
）
　
こ
こ
で
の
本
稿
の
記
述
が
、
馬
場
靖
雄
の
ル
ー
マ
ン
論
か
ら
多

　
く
の
示
唆
を
得
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
お
く
。
特
に
以
下
の
箇
所
。
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「
転
移
が
何
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
か
（
い
か
に
説
明
さ
れ
う
る

　
か
）
と
問
う
て
は
な
ら
な
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
例
え
ば

　
間
主
観
性
と
い
っ
た
何
も
の
か
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
成
立
す
る
訳

　
で
は
な
か
っ
た
。
同
様
に
、
そ
も
そ
も
何
か
に
よ
っ
て
転
移
が
可
能

　
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
個
人
』
を
超
越
す
る
何
か
が
［
…
］
可

　
能
に
な
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
転
移
な
い
し
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
」
（
馬
場
冨
8
。

　
“
o
。
刈
I
o
o
o
o
］
）

　
参
照
文
献

馬
場
靖
雄
二
〇
〇
｝
、
「
ル
ー
マ
ン
の
社
会
理
論
』
勤
草
書
房

切
震
釜
葺
冨
o
る
。
。
ω
一
↓
ぎ
o
試
鳴
無
竃
o
融
§
§
等
ミ
“
⑩
ミ
専
跡
1
1
一

　
九
九
九
年
、
長
原
豊
訳
『
フ
ロ
イ
ト
的
身
体
一
精
神
分
析
と
美
学
』

　
青
土
社

　
　
　
N
O
O
ρ
、
．
ω
o
o
芭
一
蔓
き
α
G
o
賃
仁
巴
一
¢
．
、
・
G
試
蹴
ら
ミ
』
ミ
ミ
港
“
。
O

　
（
の
仁
日
ヨ
R
N
。
O
O
y
窪
一
1
①
㎝
9

切
o
『
o
〒
寅
8
σ
ω
①
P
ζ
民
寄
一
一
〇
〇
タ
．
．
↓
ぎ
0
9
一
2
ω
ギ
o
臣
o
ヨ
冒

　
甲
。
民
き
α
霞
。
窒
．
．
、
O
蕊
蹄
ミ
、
ミ
ミ
遷
b
。
O
（
≦
一
三
臼
一
。
O
“
y

　
N
O
刈
I
N
Q
Q
b
っ
。

ω
三
一
①
き
甘
色
夢
一
8
ρ
O
o
醤
譜
『
吋
き
寝
ミ
翁
、
Q
ミ
軌
ミ
の
ミ
§
風
ミ
鳴

　
の
§
ミ
≧
§
。
員
野
ミ
昌
、
Z
，
イ
欝
8
＆
o
p
勾
o
含
の
凝
。
，
”
一

　
九
九
九
年
、
竹
村
和
子
訳
、
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
プ
ル
』
青
土
社

　
　
　
一
〇
〇
8
↓
ぎ
雰
鷲
ミ
o
卜
将
魚
、
o
ミ
ミ
㌧
臼
ぎ
o
註
跨
き
の
さ
皆
や

　
織
§
あ
3
急
〇
三
q
三
く
巽
鐸
鴫
ギ
霧
ψ
（
『
現
代
思
想
』
（
青
土
社
、

　
二
〇
〇
〇
／
一
二
）
に
1
章
と
4
章
の
日
本
語
訳
が
あ
る
）

零
。
区
あ
一
α
q
ヨ
ニ
＆
一
8
9
b
讐
Q
帖
』
寒
§
ミ
§
範
§
N
ミ
留
建
ミ
ミ
s
－

　
薔
扇
拡
9
霞
く
震
『
鵯
O
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