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日
常
の
「
日
本
文
化
」
を
「
外
」
に
む
け
て
語
る
こ
と
の
政
治
性

吉
田
　
光
宏

序
「
日
本
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い
」
と
い
う
認
識
が
学
生
た
ち
の
間

に
暗
黙
の
了
解
と
し
て
存
在
す
る
。
だ
が
、
い
か
な
る
地
域
社
会
に
お

い
て
も
、
文
化
人
類
学
で
は
若
者
の
年
齢
に
も
な
れ
ば
、
多
様
な
経
験

を
受
け
る
中
で
既
に
、
彼
女
た
ち
彼
等
た
ち
は
「
文
化
化

（enculturation

）」
さ
れ
「
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
大
前
提
が
あ
る
。

こ
の
「
文
化
」
と
は
戦
後
ア
メ
リ
カ
が
日
本
を
理
解
す
る
た
め
に
派
遣

さ
れ
研
究
し
て
著
名
な
文
化
人
類
学
者
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
言

う
日
本
人
で
あ
る
こ
と
の
「
前
提
（assum

ptions

）」
で
あ
る
（（111

［（111

］）。
日
本
人
が
日
本
人
と
し
て
暗
黙
の
了
解
と
し
て
い
る
も
の
、

生
ま
れ
育
つ
中
で
刷
り
込
ま
れ
た
価
値
規
範
や
規
律
、
社
会
全
体
で
共

有
さ
れ
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
文
化
」
は
自
己
に
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
感
覚
を
対
象
社
会
で
形
成
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

知
の
「
フ
ィ
ー
ル
ド
」
と
し
て
の
大
学
に
お
い
て
、
一
枚
岩
的
に
固
定

さ
れ
た
も
の
な
ど
で
は
な
い
「
日
本
文
化
」
を
伝
え
て
い
く
た
め
に
、

多
様
な
視
点
か
ら
そ
の
現
れ
方
を
照
射
さ
せ
て
い
き
、
そ
の
浮
か
び
上

が
る
姿
や
感
じ
取
ら
れ
る
感
覚
を
言
語
で
伝
え
て
い
こ
う
と
す
る
時
、

実
際
に
当
事
者
達
が
経
験
す
る
も
の
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

学
生
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
暗
黙
の
了
解
で
あ
る
「
前
提
」
を
「
語
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
」。

私
が
大
学
に
お
い
て
教
え
て
い
る
も
の
の
中
に
、
文
化
人
類
学
的
視

点
か
ら
現
在
の
日
常
の
「
日
本
文
化
」
に
つ
い
て
批
判
的
に
考
察
す
る

こ
と
を
意
図
と
し
て
、
一
年
間
の
前
期
と
後
期
に
分
け
た
二
つ
の
科
目

を
デ
ザ
イ
ン
し
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
授
業
を
貫
く
も
の
は
、
グ
ロ
ー

バ
ル
な
環
境
に
お
い
て
「
日
本
」
が
い
か
に
語
ら
れ
て
い
る
か
を
探

り
、
海
外
の
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
い
か
に
日
本
人
像
が
表
象
さ
れ
て
い
る

か
も
検
証
し
た
上
で
、
そ
の
根
底
に
縦
横
に
作
用
し
て
い
る
権
力
関
係

を
暴
き
、
そ
れ
を
批
判
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
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「
日
本
文
化
」
に
つ
い
て
日
本
人
自
身
が
「
語
る
こ
と
が
で
き
る
か
」

と
い
う
、
欧
米
を
「
中
枢
」
と
す
る
学
問
の
一
つ
で
あ
る
文
化
人
類
学

内
部
で
は
、
外
部
者
で
あ
る
「
他
者
」
に
向
け
て
、「
内
部
者
」
で
あ

る
「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」
は
「
自
ら
」
の
前
提
を
把
握
し
た
上
で
語
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
と
い
う
固
定
観
念
へ
の
批
判
に
も
結
び
つ
く
も
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
脱
構
築
的
な
批
判
を
し
て
い
く
と
い
う
姿
勢
に
つ
い

て
、
学
生
達
は
実
際
に
い
か
に
実
践
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ

う
か
。
そ
の
実
践
を
巡
り
、
い
か
な
る
人
間
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
参
加
者
で
あ
る
学
生
達
は
い
か
な
る
「
声
／
ヴ
ォ

イ
ス
」
を
省
察
的
に
展
開
し
、
自
ら
の
立
ち
位
置
と
世
界
観
と
を
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
「
他
者
」
に
「
語
る
こ
と
は
で
き
る
の

か
」。
時
間
軸
の
流
れ
の
中
で
、「
外
」
か
ら
の
「
他
者
」
と
の
相
互
関

係
を
通
じ
て
、
ど
の
よ
う
な
感
情
の
う
ね
り
が
構
築
さ
れ
て
い
く
も
の

で
あ
る
の
か
。
現
代
の
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
を

「
外
」
に
む
け
て
説
明
し
て
い
く
と
き
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
は

何
か
。
文
化
人
類
学
で
は
一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
、
自
文
化
を
「
他

者
」
と
し
て
捉
え
省
察
的
な
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
論
考
で
研

究
対
象
と
し
て
の
「
フ
ィ
ー
ル
ド
」
は
、
文
化
の
多
様
性
を
生
成
す
る

コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
捉
え
、
そ
の
諸
文
化
を
創
造
し
て
い
く
互
い
に

関
わ
り
あ
う
人
達
が
構
築
す
る
磁
場
で
あ
る
と
い
う
視
点
を
と
る

（Guputa&
Fergason （111

）。
つ
ま
り
、
教
室
そ
の
も
の
を
多
様
な

価
値
観
と
自
己
の
知
的
立
場
を
戦
略
的
に
構
築
し
よ
う
と
す
る
感
情
が

錯
綜
し
て
い
く
「
フ
ィ
ー
ル
ド
」
と
し
て
多
様
な
形
で
幾
重
に
も
重
な

る
複
数
の
文
化
的
意
味
が
構
築
さ
れ
て
い
る
「
テ
キ
ス
ト
の
集
合
体
」

と
捉
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
（
ギ
ア
ー
ツ（111

［（111

］）。
そ
し

て
、
日
本
人
学
生
た
ち
と
海
外
か
ら
の
学
生
た
ち
と
の
相
互
に
理
解
す

る
試
み
に
は
「
権
力
の
作
用
」
が
多
様
に
生
成
さ
れ
、
避
け
が
た
く
、

両
者
と
も
に
孤
独
感
と
一
体
感
、
葛
藤
と
安
堵
、
不
満
感
と
自
尊
心
と

い
う
矛
盾
し
た
情
動
の
揺
れ
を
伴
う
こ
と
を
論
じ
る
。

1　

構
築
さ
れ
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
像
へ
の
抵
抗
的
ス
タ
ン
ス

春
か
ら
夏
に
か
け
て
、
お
よ
そ
四
ヶ
月
に
渡
る
前
期
の
「
日
本
文

化
」
に
関
す
る
学
部
生
に
向
け
て
の
授
業
は
、
日
本
語
に
よ
る
講
義
形

式
の
も
の
で
、
日
本
人
学
生
に
対
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
環
境
に
お
い

て
、
現
代
の
日
本
人
が
多
様
な
形
で
持
つ
「
前
提
」
を
い
か
に
「
説
明

で
き
る
か
」
を
検
証
す
る
コ
ー
ス
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
し
た
も
の
で
あ

る
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
言
説
の
中
心
と
な
る
の
は
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ

イ
ー
ド
に
よ
っ
て
告
発
さ
れ
た
偏
見
像
と
し
て
の
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ

ム
」
で
あ
る
（111（

［（111

］）。
こ
の
「
西
洋
」
が
「
東
洋
」
に
対
し

て
望
む
知
の
体
系
と
し
て
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
視
点
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
一
九
世
紀
以
降
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解

し
、
そ
の
捉
え
方
や
表
象
の
在
り
方
が
、「
西
洋
」
に
よ
っ
て
構
築
さ

れ
た
捏
造
物
で
、
支
配
や
威
圧
の
た
め
の
政
治
的
作
用
が
伴
う
こ
と
を
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日常の「日本文化」を「外」にむけて語ることの政治性

検
証
す
る
（ibid

）。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
西
洋
的
な
理
解
に
お
け
る

「
日
本
」
が
い
か
に
誤
り
で
あ
り
、
そ
の
「
眼
差
し
」
に
対
し
て
、
い

か
に
批
判
的
に
臨
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
問
の

み
な
ら
ず
、
表
象
さ
れ
た
文
化
と
政
治
的
意
図
と
の
「
連
携
関
係
（
ア

フ
ィ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
）」
を
暴
い
て
み
せ
る
と
い
う
の
が
講
義
の
前
半

の
目
的
で
あ
る）

（
（

。
学
生
達
が
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
い
か
な
る
概
念

で
、
そ
の
「
知
」
に
い
か
な
る
政
治
的
作
用
が
絡
ん
で
い
る
か
を
理
解

す
る
と
、
即
座
に
自
分
達
自
身
の
国
内
外
で
の
体
験
を
省
察
す
る
こ
と

を
試
み
る
。
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
批
判
と
し
て
の
具
体
的
な
日
本
を
説

明
す
る
視
点
や
理
論
的
考
察
は
講
義
後
半
で
行
っ
て
い
る
が
、
前
半
に

お
い
て
は
、
い
か
に
「
日
本
」
が
誤
解
さ
れ
て
い
る
か
を
体
感
す
る
こ

と
に
よ
り
、「
自
分
達
」
が
自
ら
の
視
点
を
自
ら
の
言
葉
で
語
り
出
す

こ
と
の
重
要
性
と
必
要
性
を
知
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
「
外
」
か

ら
の
「
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
像
」
は
、
自
分
達
が
理
解
し
て
い
る
日
常
の

生
活
世
界
と
は
か
け
離
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
照
射
さ
れ
て
い
る
の
は
、

ア
メ
リ
カ
に
拠
点
を
置
く
メ
デ
ィ
ア
産
業
や
映
画
制
作
配
給
を
担
う
企

業
が
表
象
し
て
い
く
も
の
で
、「
西
洋
」
と
は
「
異
な
っ
て
い
る
」「
有

色
人
種
」
と
し
て
捏
造
さ
れ
た
「
東
洋
」
で
、
そ
こ
に
、「
白
人
」
中

心
的
な
政
治
的
な
企
て
で
あ
る
未
完
の
帝
国
主
義
が
絡
ん
で
い
る
こ
と

を
思
い
知
る
か
ら
で
あ
る
（ibid

）。
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
像
の
背
後

に
あ
る
政
治
的
意
図
の
脱
構
築
の
た
め
の
戦
略
的
検
証
を
講
義
の
前
半

で
行
い
、
そ
の
考
察
を
レ
ポ
ー
ト
の
課
題
の
中
心
的
テ
ー
マ
と
し
て
い

る
。
こ
の
レ
ポ
ー
ト
の
課
題
は
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
批
判
を
実
践
す
る

場
と
し
て
、
英
語
圏
の
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
表
象
さ
れ
て
い
る
日
本
人
像

が
い
か
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
暴
き
、
そ
れ
に
対
し
て
い
か
に
批
判
し

て
い
き
、
そ
の
姿
勢
の
意
義
を
検
証
す
る
こ
と
を
趣
旨
と
し
た
も
の
で

あ
る
。
学
生
達
の
「
書
く
」
と
い
う
行
為
か
ら
汲
み
取
ら
れ
る
「
声
／

ヴ
ォ
イ
ス
」
か
ら
伝
わ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的

眼
差
し
へ
の
抵
抗
で
あ
る
。
以
下
、
一
連
の
政
治
的
作
用
を
暴
い
て
み

せ
て
い
っ
た
学
生
達
か
ら
の
力
あ
る
具
体
例
を
挙
げ
て
い
く
。

毎
年
開
催
さ
れ
た
「
ミ
ス
・
ユ
ニ
バ
ー
ス
」
に
お
い
て
構
築
さ
れ
る

女
性
像
は
、
資
質
や
知
性
や
感
性
な
ど
も
基
準
に
な
る
が
、
水
着
審
査

が
あ
る
こ
と
か
ら
も
「
性
の
商
品
化
」
に
通
ず
る
と
し
て
反
対
さ
れ
る

も
の
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
不
動
産
王
と
し
て
一
九
七
〇
年

代
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
今
や
大
統
領
の
立
場
に
な
っ
た
ド
ナ
ル
ド
・
ト

ラ
ン
プ
が
出
資
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
日
本
人
女
性
も
毎

年
選
ば
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
二
〇
〇
六
年
代
表
の
知
花
く
ら
ら
、

二
〇
〇
七
年
代
表
の
森
理
世
、
二
〇
〇
八
年
代
表
の
美
馬
寛
子
な
ど
、

そ
の
選
ば
れ
た
女
性
達
か
ら
伝
わ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
人
の
女
子
大
学

生
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
普
段
日
常
生
活
に
お
い
て
好
感
を
感
じ
ら
れ

る
よ
う
な
女
性
像
と
は
大
き
な
食
い
違
い
が
あ
る
の
だ
。
つ
ま
り
、

「
西
洋
」
が
押
し
付
け
る
「
東
洋
」
と
し
て
の
「
ミ
ス
・
ユ
ニ
バ
ー
ス
」

日
本
代
表
は
、
い
ず
れ
も
、
西
洋
白
人
男
性
の
眼
差
し
で
評
価
さ
れ
た

女
性
像
を
象
徴
す
る
。
一
人
の
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
と
し
て
の
日
本
人
女
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子
学
生
の
視
点
で
見
れ
ば
、
そ
の
顔
立
ち
や
化
粧
の
仕
方
、
切
れ
長
の

目
、
黒
く
長
い
髪
の
毛
、
頬
骨
の
作
り
な
ど
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
も
の

は
、
同
性
同
士
で
「
か
わ
い
い
」
と
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
女
性
像

と
異
な
る
と
感
じ
る
。
つ
ま
り
「
世
界
基
準
」
と
は
、
あ
く
ま
で
、
西

洋
に
よ
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
日
本

文
化
の
中
に
根
差
す
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
彼
女
達
が
表
象
す
る
も
の

と
は
「
西
洋
に
媚
を
売
る
よ
う
な
女
性
像
」
で
あ
り
、
東
洋
が
そ
れ
に

応
え
る
形
で
、
自
分
を
創
り
上
げ
て
し
ま
う
舞
台
が
ミ
ス
・
ユ
ニ
バ
ー

ス
と
解
釈
す
る
。
世
界
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
流
布
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ

像
は
、
西
洋
人
男
性
の
欲
望
の
眼
差
し
で
構
築
さ
れ
た
「
日
本
人
女

性
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
あ
る
姿
は
そ
う
し
た
眼
差
し
に
応
じ
て
い
く
も

の
な
の
だ
。
も
は
や
、
こ
こ
で
表
象
さ
れ
て
い
る
女
性
は
、
日
本
の
日

常
で
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
必
ず
し
も
無
い
。
街
を

行
き
交
う
日
本
人
の
若
者
達
が
「
憧
れ
て
」
様
々
に
具
現
化
さ
せ
る

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
ス
タ
イ
ル
、
雰
囲
気
と
は
か
け
離
れ
て
し
ま
っ
た
姿

で
あ
る
。「
ミ
ス
・
ユ
ニ
バ
ー
ス
世
界
大
会
」
な
ど
が
テ
レ
ビ
や
ネ
ッ

ト
上
の
画
面
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
そ
う
し
た
舞
台
と
は
華
や
か
で
き
ら

び
や
か
な
も
の
で
あ
る
が
、
一
般
の
日
本
人
女
子
学
生
が
持
つ
美
的
感

覚
の
も
の
で
は
な
い
と
捉
え
ら
れ
る
。
大
会
で
表
現
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ

の
背
後
に
は
、
白
人
男
性
が
欲
望
す
る
「
東
洋
の
女
性
」
を
捏
造
し
よ

う
と
い
う
企
み
が
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
に
気
付
い
た
一
日
本
人
女
子

学
生
は
抵
抗
感
を
覚
え
、「
白
人
男
性
に
媚
び
る
女
性
が
日
本
人
で
あ

る
」
と
は
「
と
ん
で
も
な
い
誤
解
で
あ
る
」
と
。
彼
女
の
抵
抗
と
は

「
日
本
人
女
性
は
こ
う
い
う
姿
が
美
し
い
」
と
い
う
西
洋
人
男
性
の
押

し
つ
け
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
西
洋
化
し
た
日
本
の
都
市
文
化
に
お

い
て
も
日
本
人
と
し
て
美
意
識
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
日
本
人

と
し
て
の
素
の
自
分
が
理
想
と
す
る
も
の
を
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
と

認
識
し
て
い
る
。
彼
女
の
美
意
識
と
い
う
暗
黙
の
了
解
で
も
あ
る
「
現

地
の
視
点
」
か
ら
考
え
、
そ
の
「
表
象
」
が
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
政

治
性
と
密
接
な
連
携
関
係
に
あ
る
と
批
判
的
に
捉
え
て
い
る
の
だ
。

「
ア
メ
リ
カ
」
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
日
本
人
像
に
対
し
て
同
様
の

「
怒
り
」
に
近
い
抵
抗
感
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
は
、「
日
本
人
」
を
登
場

さ
せ
て
い
る
映
画
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
ロ
ス
ト
・
イ
ン
・
ト
ラ
ン
ズ

レ
ー
シ
ョ
ン
』
と
い
う
映
画
で
、
東
京
の
都
会
の
喧
噪
に
迷
い
こ
む
中

年
の
ア
メ
リ
カ
人
男
性
と
若
い
ア
メ
リ
カ
人
女
性
と
の
話
で
あ
る
。
こ

の
映
画
は
二
〇
〇
四
年
に
製
作
さ
れ
、
ソ
フ
ィ
ア
・
コ
ッ
ポ
ラ
監
督
の

も
と
で
、
ビ
ル
・
マ
ー
レ
ー
と
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
・
ヨ
ハ
ン
ソ
ン
を
中
心

に
日
本
で
撮
影
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
異
国
の
大
都
会
で
仕
事
を

す
る
二
人
の
不
安
や
動
揺
や
混
乱
の
感
情
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
人
か

ら
見
た
様
々
な
「
日
本
」
が
表
象
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
登
場
す
る
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
は
自
己
を
ご
ま
か
す
よ
う
に
頭
を
下
げ
て
慇
懃
無
礼
に
名
刺

を
出
し
て
自
己
紹
介
を
し
て
い
く
姿
が
「
異
文
化
」
の
分
か
り
づ
ら
い

も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。
更
に
、
既
婚
男
性
が
、
仕
事
の
後
で
、
他
の

女
性
達
と
遊
び
、
理
解
し
が
た
い
存
在
、「
家
庭
を
裏
切
っ
て
い
る
」
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よ
う
な
「
非
人
道
的
」
存
在
と
し
て
描
写
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
好

色
」
な
日
本
人
像
と
は
、
英
語
で
も
直
接
ロ
ー
マ
表
記
で
「karoushi

（
過
労
死
）」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
「
仕
事
中
毒
」
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

の
日
本
人
像
の
同
じ
コ
イ
ン
の
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。「
冷
た
く
」「
従

属
的
」
で
あ
る
と
同
時
に
、「
好
色
」
で
「
非
人
道
的
」
な
「
理
解
し

難
い
」
日
本
人
男
性
像
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
が
好
ん
で

使
う
も
の
で
、
他
の
映
画
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
日
本
人
男
性
像

と
対
極
に
あ
る
の
が
、
白
人
男
性
が
「
好
き
な
」
日
本
人
女
性
像
で
あ

る
。
こ
の
映
画
に
お
い
て
も
、
一
人
の
和
服
を
着
た
若
い
日
本
人
女
性

が
主
人
公
の
「
ボ
ブ
」
の
ホ
テ
ル
を
訪
ね
、
関
係
を
持
と
う
と
す
る
光

景
が
描
か
れ
て
い
る
。
ボ
ブ
は
驚
愕
す
る
と
と
も
に
当
惑
し
て
い
く
。

オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
と
し
て
こ
の
映
画
を
見
る
一
人
の
日
本
人
女
子
学
生

は
、
日
本
人
女
性
が
「
娼
婦
の
よ
う
な
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
い
て
非

常
に
残
念
」
で
あ
る
と
し
、
更
に
、
人
が
特
定
の
異
性
に
恋
愛
感
情
を

持
ち
、
そ
こ
に
性
愛
の
感
情
が
生
ま
れ
る
時
と
は
、
い
か
な
る
人
種
で

あ
ろ
う
と
、
そ
の
人
の
「
人
柄
」「
相
性
」「
価
値
観
」
な
ど
で
あ
っ

て
、
こ
う
し
た
事
柄
を
踏
ま
え
ず
、
も
っ
ぱ
ら
「
好
色
」
な
「
東
洋
／

日
本
」
を
創
り
上
げ
る
「
西
洋
人
」
に
は
「
日
本
文
化
へ
の
敬
意
は
感

じ
ら
れ
な
い
」
と
す
る
。「
ボ
ブ
」
に
と
っ
て
「
日
本
」
と
は
金
銭
的

に
な
る
も
の
以
外
は
興
味
が
無
く
、
訳
の
分
か
ら
な
い
こ
と
が
罷
り
通

り
、
笑
う
に
も
笑
え
な
い
陳
腐
な
場
所
と
し
て
映
り
、「
理
解
不
可
能
」

な
所
で
あ
る
と
考
え
、
早
く
母
国
ア
メ
リ
カ
に
帰
国
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
述
べ
る
。
こ
う
し
た
述
懐
は
、
帝
国
主
義
的
眼
差
し
、
つ
ま

り
、
植
民
地
宗
主
国
が
植
民
地
に
対
し
て
「
従
属
民
族
」「
下
位
人
種
」

と
位
置
づ
け
て
い
っ
た
構
造
と
連
携
関
係
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

う
し
た
捏
造
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
は
、
反
論
し
批
判
し
そ
の
底

流
に
あ
る
政
治
性
を
暴
い
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
一
日
本
人
学

生
と
し
て
、
こ
う
し
た
日
本
人
像
を
批
判
す
る
の
だ
が
、
一
方
で
、
例

え
ば
「
背
が
高
く
見
か
け
も
良
く
家
庭
を
愛
す
る
日
本
人
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
」
や
「
男
性
に
依
存
し
な
い
で
知
的
に
幸
せ
に
働
く
日
本
人
女
性
」

な
ど
は
「
西
洋
」
の
聴
衆
に
は
受
け
な
い
で
あ
ろ
う
と
悲
観
す
る
。
換

言
す
れ
ば
、「
日
本
」
と
は
「
西
洋
」
の
「
消
費
財
」
と
し
て
形
成
さ

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

「
好
色
な
日
本
人
」
を
描
く
の
は
、
帝
国
主
義
的
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス

ト
が
得
意
と
す
る
手
法
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
に
、
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
の

日
本
人
女
性
が
助
演
女
優
賞
候
補
に
上
が
り
話
題
に
な
っ
た
菊
池
凛
子

演
じ
る
女
子
高
校
生
の
演
技
に
よ
る
映
画
『
バ
ベ
ル
』
で
あ
る
。
ア
レ

ハ
ン
ド
レ
・
ゴ
ン
ザ
レ
ス
・
イ
リ
ャ
ニ
ト
ウ
の
監
督
で
製
作
さ
れ
た
こ

の
作
品
で
も
、
こ
う
し
た
同
じ
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
像
を
捏
造
す
る
装

置
が
作
用
す
る
。
作
品
を
通
し
て
、
菊
池
凛
子
演
じ
る
チ
エ
コ
の
「
身

体
」
は
、
都
会
の
異
常
な
喧
噪
に
身
を
委
ね
る
だ
け
の
「
受
動
性
」
の

象
徴
と
な
り
、
若
い
男
性
と
性
的
関
係
を
持
と
う
と
す
る
淫
乱
の
象
徴

と
な
り
、
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
人
夫
婦
の
モ
ロ
ッ
コ
で
の
バ
カ
ン
ス
に

大
き
な
危
機
と
困
難
を
与
え
る
象
徴
と
も
な
っ
て
い
く
。
こ
の
映
画
の
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最
終
的
な
終
わ
り
方
と
は
、
性
に
解
放
的
な
女
子
高
生
の
「
身
体
」
が

媒
体
と
な
り
、
省
察
的
に
「
幸
福
」
は
、
異
国
の
地
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
ア
メ
リ
カ
人
の
文
化
の
価
値
観
の
中
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
困
難
を
乗
り
越
え
た
上
で
、
こ
の
夫
婦
は
安
堵
感
を
取

り
戻
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
文
化
の
価

値
観
の
再
確
認
す
る
た
め
の
装
置
と
し
て
の
映
像
に
、
一
人
の
オ
ー

デ
ィ
エ
ン
ス
と
し
て
の
日
本
人
女
性
は
、「
幸
福
」
に
つ
い
て
考
え
、

自
ら
に
懐
疑
的
な
疑
問
を
投
げ
掛
け
る
。
一
体
「
幸
福
」
は
、
ア
メ
リ

カ
の
白
人
男
性
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
な
の
か
、
と
。

確
か
に
、
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
暗
黙
の
了
解
と
な
っ
て
い
る
歴
史

認
識
は

―
サ
イ
ー
ド
も
「
帝
国
主
義
的
」
姿
勢
と
批
判
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
が

―
例
え
ば
「
世
を
照
ら
す
光
」
と
な
る
「
丘
の
上

の
町
」
の
住
人
と
し
て
の
認
識
、
つ
ま
り
、「
我
々
」「
白
人
」
が
「
彼

等
」「
原
住
民
」
を
「
開
拓
」
し
て
「
新
し
い
イ
ス
ラ
エ
ル
」
あ
る
い

は
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
を
形
成
し
て
い
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
そ
の

宗
教
的
政
治
的
野
望
は
、「
異
国
」
の
「
野
蛮
」
な
領
土
を
「
文
明
化
」

さ
せ
て
い
く
企
み
と
「
連
携
」
し
て
い
き
、
従
属
的
な
状
態
に
あ
る

人
々
を
「
民
主
化
」
さ
せ
て
い
く
過
程
で
、「
未
来
」
に
む
け
て
築
か

れ
て
き
て
い
る
も
の
だ
（c.f., 

渡
辺 1111, 

藤
本 1111

）。
換
言
す
れ

ば
、
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
の
「
幸
福
」
と
は
、
例
え
ば
、

開
拓
と
未
開
、
豊
か
さ
と
貧
し
さ
、
文
明
と
野
蛮
、
民
主
化
と
従
属

化
、
勤
勉
と
堕
落
、
合
理
と
非
合
理
等
々
の
一
連
の
二
分
法
的
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
狭
間
で
、
絶
え
ず
一
方
の
項
を
捨
象
し
て
い
く
試
み
か
ら
構
築

さ
れ
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
「
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
」
が
語
ら
れ
て
き
て

い
る
側
面
が
あ
る
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
言
説
と
は
対
照
的
に
、
あ
る
い

は
逆
説
的
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
で
描
か
れ
る

日
本
人
像
は
、
白
人
夫
婦
の
困
難
を
も
た
ら
す
よ
う
な
日
本
人
男
性
の

趣
向
に
せ
よ
、「
仕
事
中
毒
」
の
日
本
人
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
せ
よ
、
家

族
を
裏
切
る
よ
う
な
既
婚
男
性
に
せ
よ
、
苦
悩
と
悲
哀
に
満
ち
た
女
子

高
生
に
せ
よ
、
性
に
解
放
的
な
女
性
達
に
せ
よ
、「
幸
福
」
と
は
程
遠

い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
人
に
は
異
な
る
幸
福
の
在
り
方
が
あ

る
の
で
あ
り
、
異
な
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
憧
れ
る
の
で
あ
り
、
異
な

る
理
想
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
、

こ
の
一
人
の
日
本
人
大
学
生
に
、
そ
う
し
た
眼
差
し
が
投
げ
掛
け
ら
れ

た
時
に
は
、
そ
れ
を
否
定
し
た
上
で
、
自
ら
の
生
活
世
界
の
在
り
方
を

説
明
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
の
だ
。
そ
う
し
た
抵
抗
的
な
姿
勢
で
批

判
し
て
い
く
こ
と
が
、「
自
己
」
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
に
と
っ
て
の
「
他
者
」、
物
質
文
明
を
誇
る
者
た
ち
か
ら
「
善
意

あ
る
眼
差
し
」
で
創
り
上
げ
ら
れ
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
日
本
人
の

イ
メ
ー
ジ
像
を
崩
壊
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
だ
。

し
か
し
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
表
象
の
一
般
の

人
々
へ
の
作
用
で
あ
る
。
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
表
象
を
「
真
実
」
と

受
け
て
し
ま
う
「
西
洋
」
の
日
常
に
は
、
実
際
に
「
日
本
人
女
性
は
性

に
解
放
的
」
で
あ
る
と
い
う
誤
っ
た
認
識
が
流
布
し
て
い
る
こ
と
が
起
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こ
る
の
だ
。
そ
う
し
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
像
が
「
娯
楽
」
の
た
め
の

表
象
、「
消
費
財
」
と
し
て
の
表
象
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ろ
う

こ
と
か
、「
真
理
」
の
前
提
と
し
て
ま
か
り
通
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の

だ
。
欧
米
の
異
国
の
地
に
出
か
け
る
日
本
人
女
性
に
、
白
人
男
性
が
盛

ん
に
働
き
か
け
て
く
る
複
数
の
学
生
達
の
語
り
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ア

メ
リ
カ
の
大
学
に
お
い
て
日
本
人
の
女
子
学
生
は
「
イ
エ
ロ
ー
キ
ャ

ブ
」
だ
と
い
う
言
い
方
に
も
表
れ
る
。
イ
エ
ロ
ー
キ
ャ
ブ
と
は
一
般
に

ア
メ
リ
カ
の
タ
ク
シ
ー
の
こ
と
を
指
す
が
、
こ
の
表
現
が
ア
メ
リ
カ
人

男
子
学
生
と
日
本
人
女
子
学
生
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
使
わ
れ
る
時
、

「
求
め
ら
れ
れ
ば
誰
で
も
簡
単
に
乗
せ
る
相
手
で
あ
る
」
と
い
う
性
暴

力
の
意
味
合
い
が
介
入
す
る
。
一
人
の
日
本
人
男
子
学
生
が
ア
メ
リ
カ

へ
語
学
留
学
し
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
現
地
の
男
子
学
生
か

ら
、
あ
る
時
「
羨
ま
し
が
ら
れ
」
て
し
ま
い
困
惑
し
た
と
い
う
。
曰

く
。「
日
本
人
の
女
の
子
は
誰
と
で
も
関
係
を
も
っ
て
く
れ
る
の
だ
ろ

う
」
と
。
本
人
は
そ
う
し
た
こ
と
を
考
え
も
し
な
か
っ
た
た
め
当
惑
と

驚
愕
の
感
情
に
打
ち
の
め
さ
れ
つ
つ
、
な
ん
と
か
否
定
し
よ
う
と
す

る
。
し
か
し
、
彼
等
現
地
校
の
男
性
達
は
、
映
画
の
例
を
と
り
、
実
際

に
そ
の
中
で
は
、
日
本
人
の
女
性
達
は
性
的
関
係
を
簡
単
に
持
つ
し
、

レ
イ
プ
す
ら
受
け
入
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
で
は
な
い
か
と
反
論
さ
れ
て

し
ま
う
。
彼
は
、
そ
こ
に
は
、
こ
う
し
た
捏
造
さ
れ
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ

ズ
ム
像
で
あ
る
と
分
析
し
、
そ
の
力
に
「
恐
怖
の
念
」
を
感
じ
て
い

る
。
そ
の
場
で
、
面
と
向
か
い
合
わ
せ
る
「
他
者
」
に
反
論
し
よ
う
と

し
て
も
、
具
体
的
に
あ
る
映
像
の
例
を
次
か
ら
次
へ
と
引
き
合
い
に
だ

さ
れ
て
い
く
と
、
再
反
論
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
他
者
と
し
て
の
日
本
に
そ
の

前
提
が
あ
た
か
も
真
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
迫
っ
て
く
る
こ
と
に
対
応

し
き
れ
ず
、
絶
え
ず
、
捏
造
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
信
じ
て
し
ま
い
エ
ス

ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
の
恐
ろ
し
さ
を
、
異
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て

体
感
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
経
験
を
省
察
し
て
蘇
る
感
情
は

驚
愕
、
当
惑
、
反
感
そ
し
て
恐
怖
で
あ
る
。

こ
う
し
た
一
連
の
恐
怖
感
の
よ
う
な
負
の
感
情
は
、「
日
本
人
」
が

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
解
釈
と
い
う
「
外
か
ら
」
の
見
な
さ
れ
方
か
ら

構
築
さ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
か
ら
く
る
。「
外
側
」
か
ら
理
解
し
難
い

日
本
社
会
の
仕
組
み
の
中
に
、
人
と
人
と
の
関
係
に
お
い
て
自
己
の
社

会
的
立
ち
位
置
を
把
握
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
相
手

の
社
会
的
立
場
に
応
じ
て
自
己
の
行
動
を
変
化
さ
せ
、
状
況
に
応
じ
て

喋
り
方
や
態
度
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
、
日
本
の
日
常
の
文
化
に
お
い

て
「
前
提
」
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。
自
己
を
取
り
囲
む
こ
の
社
会

的
状
況
と
は
「
世
間
」
で
あ
り
、
幼
児
の
折
か
ら
一
定
の
基
準
を
満
た

す
行
動
を
と
る
よ
う
躾
ら
れ
て
き
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
社
会
状
況
に

お
い
て
逐
次
変
化
さ
せ
る
自
己
の
在
り
方
と
は
、
欧
米
の
独
立
し
た
確

固
た
る
「
個
人
主
義
」
と
対
置
さ
れ
る
も
の
で
、
欧
米
的
な
見
方
で
は

「
優
柔
不
断
」、「
信
頼
で
き
な
い
」、「
苛
立
た
し
い
」
な
ど
と
映
る
。

こ
う
し
た
「
外
」
か
ら
見
た
日
本
社
会
の
在
り
方
は
、
一
九
九
二
年
に
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出
版
さ
れ
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
マ
イ
ケ
ル
・
ク
ラ
イ
ト
ン
に
よ
る

小
説
『
ラ
イ
ジ
ン
グ
・
サ
ン
』
は
、
翌
年
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
カ
ウ
フ
マ

ン
監
督
に
よ
り
映
画
化
さ
れ
再
解
釈
さ
れ
「
消
費
財
」
と
し
て
制
作
さ

れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
日
本
人
社
会
の
在
り
方
を
徹
底
的
に
批

判
的
に
欧
米
中
心
的
視
点
か
ら
解
釈
し
な
お
し
、
日
本
人
男
性
と
は

「
好
色
」
で
「
不
公
平
」
で
「
と
ん
で
も
な
い
嘘
つ
き
」
と
言
う
偏
見

像
が
描
写
さ
れ
た
。
上
映
の
企
画
当
時
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
日
本
研
究
者

の
み
な
ら
ず
日
系
ア
メ
リ
カ
人
の
間
で
批
判
さ
れ
た）

（
（

。
在
米
日
本
企
業

を
舞
台
と
す
る
こ
の
映
画
で
は
、
日
本
人
会
社
役
員
達
は
影
で
暴
力
団

と
結
び
つ
き
、
金
銭
的
な
勘
定
の
み
し
て
い
る
冷
た
い
存
在
と
し
て
描

く
一
方
、「
別
宅
」
を
持
ち
女
性
を
囲
う
よ
う
な
性
に
奔
放
な
存
在
と

し
て
も
描
く
。
そ
う
し
た
「
外
」
か
ら
解
釈
さ
れ
た
「
負
の
イ
メ
ー
ジ

像
」
と
し
て
の
「
日
本
」
と
は
、
あ
く
ま
で
西
洋
中
心
的
に
見
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
文
化
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
再
表
現
し
て
み
せ
た
も

の
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
欧
米
の
文
化
の
歴
史
に
根
差
す
「
個
人
主

義
」
の
思
想
が
根
底
に
流
れ
て
お
り
、
対
象
社
会
の
日
本
人
を
見
下
ろ

す
よ
う
な
「
揺
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
」
確
固
た
る
「
個
人
」
の
在
り
方
が

反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
在
り
方
は
「
西
洋
の
文
化
構
築
」
の
一
つ
に

す
ぎ
ず
、
普
遍
的
な
も
の
な
ど
で
は
な
い
こ
と
は
文
化
人
類
学
の
常
識

で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
日
本
人
学
生
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
か
ら
主
張
し
て
、
自
ら
に
つ
い
て
の
「
あ
り
の
ま
ま
を
語
る
こ
と
」

が
、「
草
の
根
レ
ベ
ル
」
の
日
本
理
解
に
な
る
。
理
解
さ
れ
て
い
く
過

程
で
、
日
本
人
の
説
明
や
解
釈
が
、
断
片
的
で
あ
れ
、
部
分
的
で
あ

れ
、
そ
の
「
現
地
の
視
点
」
の
理
解
の
地
道
な
知
の
作
業
が
求
め
ら
れ

る
の
だ
。

「
西
洋
」
の
「
威
圧
的
な
」「
文
化
の
レ
ン
ズ
」
を
通
じ
て
捏
造
さ
れ

て
い
る
日
本
人
像
に
遭
遇
す
る
時
、
学
生
達
は
、
戸
惑
い
、
当
惑
し
、

驚
愕
し
、
悲
観
し
、
恐
怖
感
を
味
わ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
メ
デ
ィ

ア
を
批
判
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
日
本
人
と
し
て
登
場
す
る
演
技
的

行
為
に
対
し
て
、
強
い
拒
否
反
応
、
嫌
悪
感
、
激
し
い
抵
抗
を
感
じ
つ

つ
、
そ
こ
に
あ
る
政
治
性
を
自
ら
の
言
葉
で
考
え
告
発
し
て
い
こ
う
と

す
る
の
だ
。
日
本
の
多
種
多
様
な
日
常
生
活
に
根
を
お
ろ
す
、
様
々
な

価
値
観
を
包
含
し
た
日
本
人
が
、「
滑
稽
」「
没
我
的
」「
好
色
的
」「
非

道
徳
的
」「
非
人
間
的
」
な
ど
と
烙
印
を
次
か
ら
次
へ
と
押
さ
れ
て

い
っ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
批
判
で
あ
る
。
前
期
の
「
日
本
文
化
」
に
関

す
る
授
業
の
前
半
で
は
、
そ
う
し
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
像
に
対
し

て
、
違
和
感
を
感
じ
て
も
ら
い
、
そ
の
表
象
の
在
り
方
が
日
本
人
の
多

様
な
「
現
地
の
視
点
（native’s view

point

）」
か
ら
見
た
世
界
観
で

は
な
い
イ
メ
ー
ジ
が
、
流
布
し
て
い
る
現
実
を
認
識
し
た
上
で
、
自
ら

の
「
言
葉
」
と
「
声
／
ヴ
ォ
イ
ス
」
で
批
判
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら

な
い
こ
と
の
意
義
、
反
論
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
の
意
義

を
学
生
達
に
訴
え
か
け
て
い
く
。

教
室
内
で
学
生
達
に
聞
き
届
け
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
は
、
オ
リ
エ

ン
タ
リ
ズ
ム
的
姿
勢
を
受
け
、
偏
見
の
眼
差
し
を
浴
び
た
場
合
に
は
、
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日常の「日本文化」を「外」にむけて語ることの政治性

自
分
達
の
「
声
」
で
、
自
分
達
の
「
言
葉
」
で
、
自
分
達
の
視
点
を
説

明
し
、
そ
う
し
た
見
方
や
イ
メ
ー
ジ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
是
正
し
て

い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
違
和
感
の
う
え
で
、
い

か
に
自
ら
が
自
分
達
日
本
人
の
視
点
か
ら
、
自
分
達
の
声
で
、
自
分
達

の
世
界
観
を
説
明
し
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
認
識
し
て
い
く
。

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
批
判
の
必
要
性
の
理
解
の
も
と
、
こ
の
講
義
の

後
半
は
、
で
き
う
る
限
り
そ
の
実
践
の
た
め
に
参
考
に
し
て
い
く
と
効

果
的
諸
視
点
の
検
証
を
し
て
い
く
。
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
批
判
に
結
び

つ
く
、
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
根
底
に
流
れ
る
文
化
理
論
や

解
釈
の
初
歩
的
な
捉
え
方
を
紹
介
し
て
い
る
。
決
し
て
紋
切
り
型
の
日

本
人
論
に
お
さ
ま
っ
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
が
、
例
え
ば
、

「
甘
え
の
感
情
」、「
母
性
性
」、「
情
緒
的
思
考
」、「
精
神
性
」、「
タ
テ

社
会
」、「
他
律
的
思
考
」、「
中
空
構
造
の
思
想
」
な
ど
の
諸
原
理
が
い

か
に
現
代
社
会
の
日
常
に
多
様
な
形
で
入
り
込
ん
で
い
る
か
を
、
具
体

的
な
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
紹
介
し
な
が
ら
解
説
を
し
て
い
く
。
こ
う

し
た
原
理
が
伏
流
と
な
り
多
様
に
形
成
さ
れ
る
日
常
の
複
数
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
在
り
方
を
盛
り
込
ん
で
い
く
。
こ
う
し
た
日
本
文
化
の

底
流
に
流
れ
る
原
理
や
文
化
シ
ス
テ
ム
は
、
例
え
ば
、
東
京
の
下
町
の

和
菓
子
屋
を
家
業
と
す
る
職
場
に
お
い
て
働
い
て
い
る
も
の
で
あ
り）

（
（

、

会
社
の
事
務
職
を
担
う
一
般
職
の
女
性
従
業
員
同
士
で
も
共
有
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
り）

（
（

、
幼
稚
園
や
小
学
校
な
ど
に
お
い
て
の
教
育
や
養
育

の
観
念
に
も
表
れ
る
も
の
で
あ
る）

（
（

。
あ
る
い
は
、
こ
の
支
配
的
文
化
シ

ス
テ
ム
に
「
抵
抗
」
す
る
と
い
う
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
形
と
し
て
女

子
高
生
達
や
女
子
大
生
達
の
多
様
な
化
粧
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
文
化
に

も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る）

（
（

。
こ
う
し
た
日
常
生
活
の
事
例
の
説
明
は
、

い
ず
れ
も
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
批
判
を
し
て
い
く
た
め
の
戦
略
的
思
考

を
培
っ
て
も
ら
う
も
の
で
あ
る
。
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
姿
で
は
全
く

な
い
大
学
生
達
の
日
常
生
活
に
お
い
て
自
ら
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
経

験
、
認
識
の
仕
方
そ
の
も
の
を
あ
り
の
ま
ま
の
「
ヴ
ォ
イ
ス
／
声
」
を

伝
え
る
こ
と
は
「
外
」
か
ら
の
理
解
へ
意
義
あ
る
対
抗
的
実
践
で
あ

る
。

2　
「
日
本
文
化
」
に
つ
い
て
日
本
人
学
生
は
「
外
」
に
む
け
て

語
る
こ
と
は
で
き
る
か

秋
か
ら
翌
年
の
冬
に
か
け
て
日
本
人
学
部
生
と
留
学
生
と
の
間
で
徹

底
的
に
語
り
合
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
授
業
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム

批
判
を
実
践
す
る
こ
と
も
可
能
な
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
し
た
も
の
だ
。
こ

の
授
業
は
、
主
に
英
語
圏
か
ら
の
学
生
も
参
加
で
き
る
よ
う
に
設
定

し
、
日
本
人
学
生
が
「
外
」
か
ら
の
学
生
達
と
対
話
を
重
ね
て
い
く
と

い
う
セ
ミ
ナ
ー
形
式
の
も
の
で
あ
る
。
ト
ピ
ッ
ク
で
扱
う
テ
ー
マ
は
、

日
常
生
活
世
界
の
中
に
創
造
さ
れ
て
い
く
も
の
、
絶
え
ず
、
新
し
い
も

の
を
こ
れ
ま
で
の
文
化
と
混
淆
さ
せ
な
が
ら
自
分
た
ち
の
文
化
を
形
成

し
て
い
る
と
い
う
文
化
人
類
学
的
前
提
と
し
た
も
の
だ
。
若
者
達
の
暗



64

黙
の
了
解
と
し
て
の
「
前
提
」
の
具
体
例
を
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
取
り
上

げ
る
。
例
え
ば
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
、
旅
行
、
ア
イ
ド
ル
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー

ラ
ン
ド
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
、
恋
愛
等
々
を
各
回
で
扱
い
、
日
常
生
活
に

お
い
て
日
本
人
が
構
築
す
る
文
化
的
意
味
と
は
何
か
を
議
論
か
ら
浮
か

び
上
が
ら
せ
て
い
く
こ
と
が
目
標
だ
。
五
人
か
ら
六
人
が
一
つ
の
グ

ル
ー
プ
と
な
り
、
必
ず
日
本
人
学
生
と
留
学
生
が
入
る
こ
と
で
各
学
生

が
よ
り
発
言
し
あ
う
対
話
し
や
す
い
環
境
を
作
る
。
ま
た
、
時
に
ア
メ

リ
カ
か
ら
の
留
学
生
数
名
が
ク
ラ
ス
全
体
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を

リ
ー
ド
し
、
そ
こ
か
ら
日
本
人
学
生
が
発
言
し
て
い
く
時
も
あ
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
学
生
自
身
の
文
化
の
在
り
方
の
意
味
や
理
解
と
解
釈
の

仕
方
を
巡
り
毎
回
議
論
は
沸
騰
す
る
。
原
則
と
し
て
英
語
を
使
用
言
語

と
し
、
日
本
人
自
身
が
自
ら
の
文
化
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
留
学
生

が
母
国
の
メ
デ
ィ
ア
な
ど
「
外
」
か
ら
の
「
日
本
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
対

し
、
日
本
人
学
生
達
自
身
の
文
化
の
一
端
を
説
明
し
て
い
く
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

英
語
圏
の
学
生
か
ら
見
た
日
本
の
文
化
に
対
す
る
考
え
方
や
見
方
は

多
種
多
様
な
一
方
、
前
期
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
論
の
講
義
で
使
う
語

彙
を
噛
み
砕
く
よ
う
な
具
体
性
を
帯
び
た
発
言
が
多
々
な
さ
れ
る
。
他

方
、
日
本
の
「
若
者
文
化
」
に
つ
い
て
対
話
を
し
よ
う
と
す
る
留
学
生

達
の
中
に
は
日
本
の
大
衆
消
費
文
化
を
熟
知
し
て
い
る
者
達
も
い
る
。

毎
回
の
ク
ラ
ス
で
熱
い
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
カ
オ
ス
的
状
況
を
帯
び

る
。
対
話
の
過
程
で
は
、
日
本
人
学
生
は
感
心
し
、
驚
き
、
戸
惑
い
、

違
和
感
を
感
じ
る
と
同
時
に
、
面
白
が
り
感
心
し
た
り
し
て
い
く
。
多

様
な
日
本
の
若
者
像
が
浮
か
び
上
が
る
。
前
期
の
講
義
で
の
批
判
的
語

り
や
、
日
本
人
が
自
ら
の
文
化
に
つ
い
て
「
他
者
」
に
む
け
て
異
論
を

さ
し
は
さ
む
声
は
周
辺
に
追
い
や
ら
れ
る
。
む
し
ろ
留
学
生
と
日
本
人

学
生
と
が
、
互
い
に
異
質
性
を
確
か
め
つ
つ
、
驚
き
や
笑
い
と
を
享
受

し
つ
つ
、
毎
回
議
論
は
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
す
る

も
の
は
一
体
何
か
を
探
る
脱
構
築
的
分
析
に
入
る
前
に
、
実
際
の
学
生

達
の
議
論
か
ら
の
検
証
に
入
ろ
う
。

ま
ず
具
体
的
ト
ピ
ッ
ク
に
関
す
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
学
生
同
士

で
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
最
初
に
現
代
の
「
日
本
文
化
」
を
理
解

す
る
た
め
の
視
点
と
し
て
、
基
本
的
文
化
人
類
学
的
視
点
と
エ
ス
ノ
グ

ラ
フ
ィ
ー
の
在
り
方
の
基
本
的
な
部
分
を
私
が
一
回
の
授
業
で
ハ
ン
ド

ア
ウ
ト
を
中
心
に
説
明
を
す
る
。
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
視
点
で
は
な

い
、
日
本
人
か
ら
見
た
日
本
文
化
の
在
り
方
を
解
き
ほ
ぐ
す
た
め
の
ご

く
初
歩
的
な
視
点
を
解
説
す
る
。
こ
こ
で
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ

の
授
業
に
参
加
し
て
い
る
全
て
の
受
講
生
が
皆
、
日
本
の
日
常
生
活
を

「
現
地
の
視
点
（native’s view

point

）」
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

い
か
な
る
文
化
に
も
優
劣
は
存
在
し
な
い
と
い
う
文
化
相
対
主
義
な
ど

文
化
人
類
学
的
視
点
の
一
端
を
自
ら
実
践
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
伝

え
、
そ
の
た
め
の
根
本
的
な
手
段
と
し
て
学
生
達
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

で
の
自
分
た
ち
の
経
験
の
「
語
り
／
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
の
必
要
性
を
訴
え

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
例
え
ば
欧
米
か
ら
の
学
生
が
抱
き
が
ち
な
ス
テ
レ
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オ
タ
イ
プ
や
イ
メ
ー
ジ
像
が
疑
問
符
に
投
げ
掛
け
ら
れ
る
と
同
時
に
、

日
本
人
学
生
は
、「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
」
と
し
て
自

ら
の
文
化
を
相
対
的
に
捉
え
、
自
ら
の
言
葉
で
語
ら
な
く
て
は
な
ら
い

と
い
う
使
命
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
留
学
生
達
は
、
自
分
の
文
化
に

つ
い
て
話
し
て
も
良
い
が
、
あ
く
ま
で
、
日
本
人
の
若
者
文
化
理
解
の

た
め
の
通
文
化
比
較
と
し
て
語
っ
て
も
ら
う
。
果
た
し
て
、
そ
う
し
た

ト
ラ
ン
ズ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
空
間
を
共
有
し
異
な
る
眼
差
し
と
声
と
が
交

錯
す
る
中
で
、
日
本
人
学
生
達
は
、
人
類
学
的
な
ス
タ
ン
ス
で
、
自
ら

の
文
化
を
「
語
る
こ
と
が
で
き
」、
そ
し
て
そ
の
試
み
を
相
手
に
伝
え

聞
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
で
あ
る
こ
と
の
意
味

が
、
断
片
的
で
あ
れ
、
逐
次
相
互
の
対
話
か
ら
生
み
出
さ
れ
、
日
本
人

学
生
の
思
い
や
感
覚
を
欧
米
か
ら
の
学
生
達
に
伝
え
る
こ
と
で
き
る
だ

ろ
う
か
。

こ
の
問
い
を
検
証
す
る
た
め
に
、
二
つ
の
具
体
的
な
ト
ピ
ッ
ク
に
絞

り
た
い
。
一
つ
目
が
今
や
「
至
る
所
に
散
在
す
る
」「
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
」

に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
例
を
挙
げ
る
の
は
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
自
体
が

ア
メ
リ
カ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
い
か
に
日
本
の

文
化
に
馴
染
ん
で
い
る
か
、
あ
る
い
は
日
本
文
化
の
一
つ
と
し
て
い
か

に
構
築
さ
れ
て
い
る
か
を
知
り
語
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
二
つ
目
が

「
か
わ
い
い
」
文
化
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
文
化
の
中
か
ら
生
ま
れ
た

感
覚
で
、
日
本
人
の
若
い
女
性
達
に
よ
っ
て
多
用
さ
れ
る
言
葉
で
、
そ

の
意
味
が
い
か
に
「
外
」
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
を
知
り
、
そ
う
し

た
諸
視
点
に
対
し
て
い
か
に
日
本
人
が
説
明
で
き
る
か
が
目
的
で
あ

る
。一

つ
目
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
に
つ
い
て
は
、
日
本
人
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド

に
対
す
る
捉
え
方
や
見
方
や
解
釈
に
焦
点
を
あ
て
て
い
く
も
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
の
文
化
人
類
学
者
オ
ー
ヌ
キ
＝
テ
ィ
ア

ニ
ー
に
よ
る
論
考
を
議
論
の
土
台
と
す
る
（O

hnuki-T
ierney 

（111

）。
論
旨
は
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
、「
西
洋
／
ア
メ
リ
カ
」
を
表
現

し
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
の
伝
統
文
化
と
は
相
対
す
る
も
の
で
、
マ
ク

ド
ナ
ル
ド
と
は
、
日
本
文
化
に
よ
っ
て
具
現
化
さ
れ
た
「
ア
メ
リ
カ
」

で
も
あ
る
。
あ
る
物
質
文
化
が
国
境
を
超
え
て
輸
入
さ
れ
た
場
合
、
そ

の
物
質
文
化
の
も
と
の
意
味
が
「
変
換
」
さ
れ
、
ロ
ー
カ
ル
な
「
土
着

文
化
」
に
よ
っ
て
再
構
築
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
で
の
ハ

ン
バ
ー
ガ
ー
と
は
日
本
の
食
文
化
の
位
置
づ
け
ら
れ
方
で
は
「
お
や

つ
」
感
覚
で
あ
り
、
夕
食
と
し
て
は
「
相
応
し
い
食
べ
物
で
は
な
い
」

と
認
識
さ
れ
る
。
白
米
と
一
緒
に
出
さ
れ
る
日
本
食
が
「
中
心
的
」
に

対
し
て
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
と
は
「
ス
ナ
ッ
ク
」
つ
ま

り
「
周
辺
的
」
な
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
い
か
に
若
者
達
が
中
心
と

な
り
「
ア
メ
リ
カ
を
象
徴
す
る
」
も
の
を
経
験
し
た
と
い
っ
て
も
、
伝

統
的
な
日
本
の
文
化
価
値
観
が
変
わ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
食
べ

方
や
食
習
慣
は
変
化
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
日
本
人
が
大
切
と

考
え
る
も
の
は
、
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本

社
会
に
お
け
る
「
家
」
の
概
念
に
由
来
す
る
階
層
的
人
間
関
係
、
人
と
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人
と
の
情
緒
的
連
帯
感
、
思
慮
分
別
、
外
部
に
対
す
る
警
戒
心
な
ど

は
、
米
の
共
食
の
習
慣
に
凝
集
さ
れ
る
価
値
観
で
あ
り
、「
和
食
」
を

消
費
す
る
時
に
、
こ
う
し
た
文
化
的
意
味
を
「
共
有
」
し
、
自
ら
の

「
身
体
」
に
吸
収
さ
せ
て
い
き
、
再
確
認
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
議
論
が
日
本
人
の
捉
え
方
を
反
映
し
て
い
る
も
の
か
ど
う
か
を

分
析
す
る
た
め
に
、
機
会
が
あ
る
と
き
は
、
自
主
的
に
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
も
推
薦
し
て
い
る
。
そ
の
時
に
も
、
お
よ
そ
五
人
で
一
つ
の
グ

ル
ー
プ
に
な
り
、
必
ら
ず
留
学
生
と
日
本
人
学
生
と
が
同
行
す
る
こ
と

を
条
件
と
し
て
い
る
。
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
、
オ
ー
ヌ
キ
＝
テ
ィ

ア
ニ
ー
が
言
う
よ
う
に
、
日
本
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
に
食
べ
に
い
く
こ
と

と
は
、「
ア
メ
リ
カ
的
な
感
覚
を
体
験
す
る
こ
と
」
な
の
か

（O
hnuki=T

ierney ibid

）。
ま
た
、
日
本
人
に
と
っ
て
マ
ク
ド
ナ
ル

ド
へ
行
く
こ
と
は
「
周
辺
的
」
感
覚
で
あ
り
、
米
を
家
族
と
食
べ
る
こ

と
が
「
中
心
的
」
感
覚
な
の
か
等
々
で
あ
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を

し
た
学
生
達
で
も
特
に
ア
メ
リ
カ
人
学
生
は
ほ
ぼ
一
様
に
し
て
言
う
。

「
日
本
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
ア
メ
リ
カ
と
は
違
う
」
と
。
ア
メ
リ
カ
の

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
、
日
本
の
よ
う
に
清
潔
と
は
言
い
難
く
、
比
較
的
貧

し
い
家
庭
、
肉
体
労
働
者
、
あ
る
い
は
学
生
が
食
べ
る
こ
と
だ
け
を
目

的
に
行
く
場
所
で
あ
り
、
日
本
の
よ
う
に
、
高
校
生
達
が
延
々
と
時
間

を
か
け
て
話
し
込
ん
だ
り
、
宿
題
や
ゲ
ー
ム
を
一
緒
に
黙
々
と
す
る
よ

う
な
場
所
で
は
な
い
し
、
家
族
連
れ
が
歓
談
し
な
が
ら
ポ
テ
ト
や
少
し

ず
つ
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
を
分
け
な
が
ら
食
べ
る
よ
う
な
場
所
で
も
な
い

し
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
達
が
黙
々
と
パ
ソ
コ
ン
な
ど
で
仕
事
を
す
る
よ
う

な
場
所
で
は
な
い
と
。

つ
ま
り
、
元
々
ア
メ
リ
カ
か
ら
来
た
も
の
が
、
日
本
文
化
に
お
い
て

「
日
本
化
」
さ
れ
て
い
る
の
で
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
日
本
の
家
族
的
価

値
観
の
中
で
再
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
経
験
は
、
も

は
や
ア
メ
リ
カ
的
個
人
主
義
で
は
な
く
、
食
事
を
共
に
す
る
「
う
ち
」

と
い
う
気
心
が
よ
く
知
れ
た
家
族
的
な
仲
間
意
識
を
構
築
す
る
と
い
う

感
覚
で
あ
る
。
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
で
あ
れ
ば
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
受
け

入
れ
ら
れ
方
は
、
受
動
的
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
文
化
を
受
け
入
れ
て
、

日
本
の
食
文
化
は
異
な
っ
て
い
き
欧
米
の
よ
う
に
な
り
、
文
化
は
豊
か

に
な
っ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な

く
、
む
し
ろ
「
日
本
化
」
さ
れ
、
日
本
人
と
し
て
の
仲
間
意
識
や
家
族

的
繋
が
り
や
、
家
庭
的
な
雰
囲
気
を
そ
の
ま
ま
持
ち
込
ん
だ
「
清
潔

な
」
場
所
が
日
本
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
論
文
の

読
解
と
解
釈
を
通
じ
て
、
日
本
が
い
か
に
西
洋
の
文
化
を
「
流
用

（appropriation

）」
し
て
お
り
、
そ
の
日
本
化
さ
せ
馴
化
さ
せ
て
い
る

諸
相
を
実
際
に
把
握
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
日
本
人
学
生
は
そ
れ
を

読
み
、
理
解
し
、
無
意
識
に
し
て
お
り
暗
黙
の
了
解
と
し
て
い
た
文
化

の
再
発
見
に
驚
き
と
安
堵
と
を
感
じ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
に
日
本
化
さ
れ
た
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
に
対
し
て
、
特
に
ア
メ

リ
カ
か
ら
の
学
生
達
は
自
分
た
ち
に
と
っ
て
身
近
な
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
の

文
化
的
意
味
が
本
当
に
変
化
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
抱
く
。
ア
メ
リ
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カ
の
食
文
化
を
象
徴
す
る
よ
う
な
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
日
本
に
よ
っ
て

「
日
本
化
」
さ
れ
「
馴
化
」
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
「
フ
ェ
ア

で
は
な
い
」
と
感
じ
て
い
る
者
達
が
発
言
し
て
い
く
。
例
え
ば
、
マ
ク

ド
ナ
ル
ド
の
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
が
「
ス
ナ
ッ
ク
」
だ
と
言
う
が
、
夕
食
時

間
に
、
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
を
始
め
、
そ
れ
ぞ
れ
が
皿
の
上
に
の
せ
ら
れ
た

ら
、
そ
れ
は
「
夕
食
」
と
し
て
考
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
。
し
た

が
っ
て
、
単
な
る
周
辺
的
「
ス
ナ
ッ
ク
」
と
し
て
片
付
け
て
し
ま
う
の

は
、
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
問
う
。
こ
の
姿
勢
の
背
後
に
は
、
ア

メ
リ
カ
文
化
の
帝
国
主
義
的
姿
勢
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
の
食

文
化
は
日
本
人
に
と
っ
て
も
中
心
的
も
の
に
な
り
う
る
は
ず
だ
と
。
他

に
も
、
仲
間
同
士
で
話
す
の
は
ご
く
少
数
派
で
、
大
半
は
、
ア
メ
リ
カ

の
よ
う
に
単
に
食
べ
て
、
食
べ
終
わ
っ
た
ら
さ
っ
さ
と
帰
っ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
、
ア
メ
リ
カ
と
同
じ
よ
う
に
日
本
の
文
化
に
と
け
込
ん
で

い
る
で
は
な
い
か
と
発
言
す
る
者
も
い
る
。
こ
こ
で
も
ア
メ
リ
カ
を
中

心
と
す
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
言
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
あ
た
か
も
、

日
本
人
も
ア
メ
リ
カ
人
の
よ
う
に
行
動
し
て
い
る
か
ら
、
マ
ク
ド
ナ
ル

ド
を
輸
入
す
る
こ
と
で
よ
り
快
適
な
食
文
化
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
こ
う
し
て
、
当
初
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
日
本
に

馴
化
し
た
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
し
、
な
ん
ら
か
の
文
化
的
衝
撃
や
驚

愕
を
受
け
た
ア
メ
リ
カ
人
学
生
ら
は
、
そ
の
異
文
化
で
の
体
験
を
自
己

の
文
化
の
正
当
性
を
試
み
よ
う
と
し
て
再
解
釈
す
る
の
だ
。
一
方
で
、

実
際
に
日
本
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
で
の
経
験
談
に
基
づ
き
留
学
生
か
ら

は
、
サ
ー
ビ
ス
の
良
さ
に
感
心
し
、
本
国
ア
メ
リ
カ
と
違
い
、「
あ
た

か
も
一
流
の
レ
ス
ト
ラ
ン
の
よ
う
だ
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
も
出
さ
れ

る
。
こ
う
し
た
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
対
し
て
、
日
本
人
学
生
か
ら
は

高
校
の
時
に
友
達
と
長
い
こ
と
居
座
り
よ
く
話
す
場
所
と
し
て
行
っ
た

経
験
談
や
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
を
夕
食
に
す
る
こ
と
は
、
た
ま
に
は
あ
る

が
「
抵
抗
が
あ
る
」
と
言
う
反
論
も
な
さ
れ
る
。
各
グ
ル
ー
プ
内
で
、

同
じ
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
に
つ
い
て
も
多
様
な
見
方
が
構
築
さ
れ
異
質
性
を

抱
え
た
形
で
の
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。

ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の
日
本
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
意
味
す
る
も
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
違
っ
て
い
た
。
日
本
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
解
釈
を

巡
っ
て
、
米
国
圏
か
ら
の
学
生
ら
は
、
自
分
の
「
内
」
に
あ
っ
た
も
の

が
異
国
の
地
に
渡
り
「
外
」
に
根
付
く
と
本
来
の
意
味
が
解
体
さ
れ
、

再
構
成
さ
れ
て
い
く
諸
相
に
対
し
て
驚
愕
し
、
戸
惑
う
。
が
、
同
時
に

欧
米
中
心
主
義
的
捉
え
方
の
中
で
も
捉
え
よ
う
と
す
る
。
ア
メ
リ
カ
人

学
生
に
と
っ
て
、
元
来
ア
メ
リ
カ
社
会
「
内
」
部
の
も
の
が
日
本
と
い

う
異
国
の
地
に
移
植
さ
れ
、
異
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
「
外
」
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
て
「
抵
抗
」
し
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
形
で

「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
な
ア
メ
リ
カ
中
心
的
言
説
を
展
開
す
る
。「
お
や
つ
感

覚
」
と
い
う
日
本
人
の
認
識
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
人
の
認
識
が
崩
さ
れ

る
こ
と
で
笑
い
す
ら
も
起
こ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
日
本
人
学
生
が
日
常
の
文
化
の
「
内
」
を
「
外
」
に

む
け
て
語
る
際
、
友
人
や
家
族
を
中
心
と
す
る
「
内
」
の
文
化
の
重
要
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性
か
ら
関
連
づ
け
て
認
識
さ
れ
る
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
の
文
化
の
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
の
議
論
に
対
し
て
、
日
本
人
学
生
同
士
で
類
似
し
た
感
覚
を

話
し
、
納
得
感
と
安
堵
感
を
抱
く
。
つ
ま
り
「
西
洋
」
が
「
日
本
化
」

さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
。
ま
た
、
日
本
人
学
生
に
と
っ
て
、
自
分

達
で
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た
日
常
の
食
習
慣
が
、
実
は
、
本
国
ア

メ
リ
カ
で
の
在
り
方
と
違
う
こ
と
を
知
り
、
自
分
た
ち
の
文
化
で
醸
成

さ
れ
た
賜
物
で
あ
る
こ
と
に
も
驚
く
。
こ
の
両
者
は
平
行
線
を
た
ど
り

つ
つ
、
日
本
の
都
市
の
食
の
大
衆
文
化
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い

て
「
内
」
と
「
外
」
と
は
相
互
の
交
差
す
る
形
で
、
議
論
は
高
揚
し
て

い
き
、
時
に
は
笑
い
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
、
あ
る
時
に
は
距
離
を
置
い

て
い
く
。
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
る
度
に
伝
わ
る
感

覚
は
、
互
い
に
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
を
巡
る
異
な
っ
た
解
釈
に
、
そ
れ
ぞ
れ

が
違
う
意
味
で
の
抵
抗
感
を
抱
き
な
が
ら
、
学
生
達
の
知
的
興
奮
が
確

か
に
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

二
つ
目
の
例
と
し
て
「
か
わ
い
い
文
化
（cute culture
）」
を
取
り

上
げ
る
。「
か
わ
い
い
」
と
い
う
言
葉
は
女
子
大
生
や
女
子
高
生
の
間

で
極
め
て
頻
繁
に
使
わ
れ
る
言
葉
で
、
こ
の
言
葉
の
意
味
を
理
解
す
る

こ
と
な
し
に
、
彼
女
達
の
文
化
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
の
語
を
分
析
す
る
た
め
に
ア
メ
リ
カ
の
文
化
人
類
学
者
の
キ
ン

セ
ラ
（K

insella （111

）
の
論
文
を
読
む
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
。
こ
の

論
考
の
概
要
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
若
い
人
々
は

「
か
わ
い
い
」
も
の
が
好
き
で
、「
か
わ
い
い
」
行
動
を
と
り
た
が
る
。

特
に
、
結
婚
す
る
前
の
若
い
女
性
達
が
デ
ザ
イ
ン
、
形
、
色
な
ど
が

「
か
わ
い
い
」
と
さ
れ
る
物
を
好
む
。
こ
の
「
か
わ
い
い
」
も
の
と
は
、

幼
児
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
わ
が
ま
ま
身
勝
手
な
か
弱
い
状
態
を
も

意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
子
供
の
よ
う
に
」「
依
存
的
」
な
状
態
を

続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
女
達
は
「
か
わ
い
さ
」
を
追
求
し
「
子
供

の
頃
」
の
記
憶
に
戻
る
こ
と
で
、「
厳
し
い
」
日
本
社
会
の
現
実
か
ら

の
逃
避
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
敢
え
て
「
子
供
っ
ぽ
く
」
振
る
舞
う
こ

と
で
、
若
者
達
は
、
責
任
、
規
律
、
苦
労
、
義
理
、
敬
意
な
ど
日
本
社

会
一
般
に
期
待
さ
れ
て
い
る
行
動
や
モ
ラ
ル
を
避
け
て
い
る
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
か
わ
い
い
」
も
の
を
好
ん
で
買
い
、「
か
わ
い

い
」
行
動
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
達
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
も

の
、
例
え
ば
自
然
な
状
態
、
純
真
無
垢
な
状
態
、
純
粋
さ
、
甘
さ
、
曖

昧
さ
な
ど
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
困
難
に
直
面
す
る
と
、
日
本

人
は
一
般
に
、
弱
み
を
見
せ
る
こ
と
は
美
徳
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
い

る
。
だ
が
、
若
者
達
は
、
困
難
な
こ
と
に
直
面
す
る
と
、「
か
わ
い
い
」

文
化
を
通
し
て
、
素
直
に
、
弱
さ
、
脆
さ
、
脆
弱
さ
見
せ
る
こ
と
を
厭

わ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
か
わ
い
い
」
行
動
は
、
伝
統
的
な
価
値

や
労
働
倫
理
を
拒
絶
し
て
い
る
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
か
わ

い
い
」
文
化
に
は
、
政
治
的
意
味
合
い
が
あ
る
と
分
析
す
る
。
つ
ま

り
、「
か
わ
い
い
」
も
の
に
凝
集
さ
れ
る
意
味
に
は
「
抵
抗
」
が
こ
め

ら
れ
て
お
り
、
実
際
に
社
会
で
成
熟
し
た
大
人
が
忘
れ
て
い
る
も
の
、

あ
る
い
は
そ
う
し
た
人
々
が
具
現
化
さ
せ
て
い
る
も
の
と
は
正
反
対
の
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も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
彼
女
達
の
「
か
わ
い
い
文
化
」
を
爛
熟
さ
せ
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
う
し
た
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
の
文
化
を
嘲
笑
す
ら
し

て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
て
若
者
文
化
は
社
会
の
現
実
へ
の
象
徴
的
抵
抗

を
表
現
し
て
い
く
。

私
は
こ
の
議
論
の
一
つ
の
検
証
の
た
め
に
、
実
際
に
、「
か
わ
い
い
」

と
い
う
言
葉
が
頻
繁
に
使
わ
れ
る
女
子
高
生
や
女
子
大
生
の
た
め
の
雑

誌
を
教
室
に
持
ち
込
ん
だ
。
そ
の
中
に
は
例
え
ば
、
い
か
に
目
を
大
き

く
見
せ
る
か
と
い
う
化
粧
の
方
法
、
髪
の
毛
を
染
め
た
り
す
る
技
巧
に

つ
い
て
こ
と
細
か
に
説
明
し
た
も
の
が
満
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

ペ
ー
ジ
を
見
な
が
ら
、
教
室
内
を
支
配
す
る
雰
囲
気
は
、
欧
米
圏
か
ら

の
学
生
の
注
釈
や
意
見
か
ら
の
高
揚
感
で
あ
る
。
彼
等
彼
女
達
は
問
い

か
け
る
。
髪
の
毛
の
色
を
茶
色
に
し
た
り
、
目
を
大
き
く
し
た
り
す
る

の
は
、「
私
達
の
よ
う
に
白
人
に
な
り
た
い
の
か
」
と
。
ま
た
、
ア
メ

リ
カ
人
の
男
子
学
生
曰
く
。「
か
わ
い
い
（cute

）
と
い
う
場
合
、
発

言
し
た
本
人
に
は
本
気
度
が
十
分
で
は
な
い
（not serious 

enough

）」
と
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
か
わ
い
い
」
ス
タ
イ
ル
な
ど
、

「
自
分
の
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
な
ど
に
し
て
も
ら
い
た
い
な
ど
と
は
思
わ

な
い
」
と
す
る
。
更
に
言
う
。「
女
性
が
、
セ
ク
シ
ー
で
あ
れ
ば
、
本

気
で
あ
る
証
拠
で
は
な
い
か
」
と
。
そ
し
て
、「
ギ
ャ
ル
メ
イ
ク
」
に

つ
い
て
は
、
男
性
の
ア
メ
リ
カ
人
学
生
は
「
下
品
で
品
位
を
落
と
し
て

い
る
」
化
粧
の
仕
方
で
「
や
り
過
ぎ
」
で
は
な
い
か
と
捉
え
る
。
日
本

人
女
子
大
学
生
は
ま
だ
「
子
供
っ
ぽ
く
」、
つ
ま
り
「
幼
児
性
を
保
っ

た
ま
ま
な
の
で
は
な
い
か
」
と
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
言
説
が
繰
り
延

べ
ら
れ
て
い
く
。
一
方
で
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
女
性
の
一
人
は
、
自
分

は
「
大
人
」
か
「
子
供
」
か
と
い
う
分
類
だ
と
「
大
人
で
あ
る
意
識
は

あ
る
が
ま
だ
経
済
的
な
自
立
が
で
き
て
い
な
い
の
で
子
供
の
側
面
も
確

か
に
あ
る
と
解
釈
す
る
。

こ
う
し
た
「
外
」
か
ら
の
意
見
が
グ
ル
ー
プ
内
の
中
で
出
さ
れ
て
い

く
と
、
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
反
論
す
る
日
本
人
学
生
も
で
て
く
る
。「
い

や
そ
れ
は
違
う
だ
ろ
う
」
と
。
日
本
人
に
と
っ
て
、
髪
の
毛
を
茶
色
に

染
め
、
目
を
大
き
く
見
せ
る
化
粧
と
は
、「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
差
異
の

一
部
」
で
あ
り
、
自
分
が
「
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
り
た
い
」、「
異
な
っ
た
存

在
で
あ
り
た
い
」、「
自
分
の
ス
タ
イ
ル
を
創
り
上
げ
た
い
」
と
い
う
思

い
が
あ
る
と
い
う
。
中
に
は
、「
す
み
ま
せ
ん
。
英
語
で
は
伝
え
に
く

い
の
で
日
本
語
で
説
明
し
ま
す
」
と
い
き
な
り
日
本
語
で
話
し
だ
し
、

留
学
生
を
当
惑
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
感
覚
と
は
、「
私
は
ア

メ
リ
カ
人
に
な
り
た
い
」
と
い
う
意
味
と
は
「
全
く
違
っ
て
い
る
」
と

す
る
。
も
し
か
し
た
ら
、
そ
う
し
た
日
本
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
雑
誌
に

載
っ
て
い
る
読
者
モ
デ
ル
に
近
付
け
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
感
覚
も

あ
る
。「
ギ
ャ
ル
」
は
意
識
し
な
い
が
、
髪
の
毛
の
色
を
変
え
た
り
す

る
の
は
、
自
分
に
似
合
う
、
そ
の
時
の
気
分
で
変
え
る
、
着
る
服
の
感

覚
と
合
う
か
ら
変
え
る
と
い
う
意
味
合
い
で
あ
る
。
決
し
て
「
白
人
に

な
り
た
い
」
と
は
思
っ
て
い
な
い
と
言
う
。
だ
が
、
こ
う
し
た
批
判
を

覆
す
よ
う
に
、
英
語
圏
か
ら
の
卓
越
し
た
言
語
運
営
能
力
に
よ
り
圧
倒
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さ
れ
た
せ
い
か
、「
や
っ
ぱ
り
白
人
に
憧
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
う
」

と
強
く
同
意
す
る
日
本
人
学
生
も
で
て
く
る
。
あ
る
い
は
、
海
外
で
現

地
の
人
か
ら
「
見
か
け
は
中
学
生
の
よ
う
だ
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
を
考

え
、「
や
は
り
日
本
人
は
白
人
と
比
べ
て
子
供
っ
ぽ
い
の
だ
と
思
う
」

と
言
っ
て
憚
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
異
な
っ
た
立
場
か
ら
多
様
な
解
釈

が
展
開
さ
れ
て
い
く
。

一
人
の
茶
色
に
髪
の
毛
の
色
を
染
め
た
日
本
人
女
子
学
生
に
、
そ
の

理
由
を
聞
か
れ
る
と
、
は
に
か
み
つ
つ“

I don’t know
.”

と
い
う
発

言
で
か
わ
し
、
自
分
の
好
み
だ
と
い
う
コ
メ
ン
ト
以
上
は
し
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
一
ヶ
月
後
に
提
出
さ
れ
た
彼
女
の
レ
ポ
ー
ト
に
は
、
そ

の
「
知
ら
ぬ
素
振
り
」
と
は
裏
腹
に
、
高
度
な
英
語
記
述
力
で
、「
か

わ
い
い
」
文
化
は
一
つ
の
女
性
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ス
タ

イ
ル
で
あ
る
と
議
論
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
知
人
が
髪
の
毛
の
色
を
染

め
た
時
や
、
ペ
ン
に
つ
い
て
い
る
小
さ
な
ぬ
い
ぐ
る
み
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
を
見
つ
け
て
「
か
わ
い
い
」
と
言
う
こ
と
で
仲
間
意
識
を
持
っ
た

親
し
い
関
係
を
構
築
す
る
言
葉
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
更
に
、
互
い
の

関
係
を
良
好
に
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
と
す
る
。
仕
草
そ
の
も
の
や
、
そ
の
日
の
服
装
な
ど
を
見
て
こ

の
言
葉
を
使
用
す
る
。
つ
ま
り
、
通
常
の
会
話
で
、「
か
わ
い
い
」
と

い
う
言
葉
を
多
用
す
る
こ
と
は
「
社
会
関
係
の
潤
滑
油
（social 

lubricant

）」
と
し
て
機
能
す
る
と
し
て
い
る
。
相
手
に
対
し
て
不
快

感
や
不
信
感
な
ど
決
し
て
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
考
え
て
の
一

つ
の
若
者
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
と
す

る
。
相
手
に
近
づ
け
る
よ
う
な
感
覚
を
持
た
せ
る
た
め
の
友
人
関
係
を

友
好
な
も
の
と
す
る
概
念
な
の
だ
。
そ
の
言
葉
に
は
相
手
へ
の
同
情
心

や
共
感
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
若
い
主
婦
達
や
働
く
女
性
達

の
間
で
も
こ
う
し
た
可
愛
い
も
の
は
流
行
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す

る
。
彼
女
達
は
、
社
会
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
期
待
、
役
割
、
義

務
を
担
っ
て
い
る
。
可
愛
い
も
の
を
購
入
し
て
い
く
こ
と
で
、
ス
ト
レ

ス
を
発
散
さ
せ
た
り
、
疲
れ
を
癒
し
て
く
れ
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。
実

際
に
、
社
会
に
出
て
働
き
始
め
る
と
、
こ
う
い
う
も
の
を
急
に
集
め
だ

し
て
し
ま
う
働
く
女
性
達
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

モ
ー
ル
に
は
そ
う
し
た
女
性
達
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
コ
ー
ナ
ー
が
幾

つ
も
設
け
ら
れ
て
お
り
、
連
日
女
性
客
が
賑
わ
う
光
景
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
「
か
わ
い
い
文
化
」
と
は
、
日
常
の
「
大
変
な
現
実
」
を
生
き
残

る
術
で
も
あ
る
の
だ
。
ま
た
、
自
然
体
、
純
粋
性
、
柔
ら
か
さ
、
癒
し

な
ど
を
求
め
て
い
る
世
代
に
支
持
さ
れ
て
生
ま
れ
た
文
化
で
あ
る
の

だ
。
そ
の
意
味
で
、
キ
ン
セ
ラ
が
議
論
し
た
よ
う
に
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会

に
お
け
る
日
本
の
現
実
へ
の
「
抵
抗
」
を
示
し
て
も
い
る
と
考
え
る

（ibid

）。
こ
う
し
た
自
ら
が
「
能
動
的
に
」「
意
図
的
に
」「
新
し
く

創
っ
た
」
文
化
を
、
西
洋
人
が
「
外
」
か
ら
見
て
「
子
供
っ
ぽ
い
」
と

い
う
の
は
、
こ
う
し
た
現
代
社
会
で
の
文
化
の
意
味
合
い
を
把
握
し
て

い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
全
く
の
誤
り
で
あ
る
と
喝
破
し
て
い
く
。
こ
う

し
て
、「
書
く
」
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
、
教
室
内
で
、
時
に
展
開
さ
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れ
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
言
説
を
批
判
的
に
省
察
し
、
そ
れ
に
見
事

に
抗
う
「
語
り
／
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
が
確
実
に
本
人
の
立
場
か
ら
実
践
さ

れ
て
い
っ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
人
女
子
学
生
も
「
書
く
」
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
、
日
本

人
の
視
点
の
理
解
を
試
み
よ
う
と
し
な
が
ら
、
自
ら
の
英
国
文
化
と
の

せ
め
ぎ
あ
い
か
ら
生
成
さ
れ
る
複
雑
な
感
情
を
吐
露
し
て
い
る
。
自
分

の
日
本
人
男
子
学
生
と
交
際
中
の
経
験
を
省
察
的
に
思
考
検
証
し
て
い

る
も
の
だ
。
こ
う
し
た
「
か
わ
い
い
」
文
化
に
支
配
さ
れ
て
い
る
現
在

の
若
者
文
化
に
、
彼
女
自
身
な
ん
と
か
と
け
込
も
う
と
し
つ
つ
も
抵
抗

感
と
当
惑
感
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
と
す
る
。
例
え
ば
、「
か
わ
い
い
」

と
は
日
本
人
が
女
性
に
言
う
褒
め
言
葉
で
、「
女
性
的
で
あ
る
」
と
い

う
意
味
合
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に

「
魅
力
的
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
日
本
人

男
性
が
好
む
女
性
の
雰
囲
気
は
、「
セ
ク
シ
ー
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「
か
わ
い
い
」
ス
タ
イ
ル
の
方
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
解
釈
す
る
。

他
方
、
こ
の
イ
ギ
リ
ス
人
留
学
生
に
と
っ
て
、
同
世
代
の
日
本
人
女
性

達
が
、
声
の
ト
ー
ン
を
高
く
す
る
「
か
わ
い
い
」
喋
り
方
は
、「
イ
ラ

イ
ラ
す
る
（annoying

）」
と
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
彼
女
の
場
合
、

次
第
に
日
本
人
の
視
点
か
ら
「
か
わ
い
い
」
文
化
を
見
よ
う
と
す
る
。 

彼
女
が
日
本
人
の
男
性
と
交
際
し
始
め
、
最
初
に
言
わ
れ
た
こ
と
は
、

髪
型
、
服
装
、
小
物
な
ど
で
「
か
わ
い
い
」
セ
ン
ス
を
心
が
け
て
ほ
し

い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
然
、
最
初
は
面
食
ら
っ
た
が
、
次
第
に

理
解
し
は
じ
め
、
実
際
そ
う
し
た
も
の
を
身
に
付
け
る
こ
と
の
意
味
を

少
し
ず
つ
わ
か
る
よ
う
に
な
る
。
癒
し
や
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る
感
覚
な

ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
れ
ほ
ど
、「
彼
の
た
め
に
か
わ
い
く
し
た
」

と
し
て
も
、「
一
日
二
十
四
時
間
、
週
七
日
間
」
そ
う
し
て
い
る
こ
と

な
ど
で
き
な
い
し
、
ま
た
、
抵
抗
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
と
付
け
加
え

る
こ
と
を
忘
れ
な
い）

（
（

。
こ
の
イ
ギ
リ
ス
人
女
子
学
生
の
心
情
は
、
次
第

に
日
本
の
こ
う
し
た
文
化
的
な
背
景
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、

違
和
感
や
抵
抗
感
を
内
包
す
る
状
態
が
続
い
て
い
く
。
下
着
に
ミ
ッ

キ
ー
マ
ウ
ス
の
柄
を
見
つ
け
シ
ョ
ッ
ク
を
覚
え
た
り
、
避
妊
具
に
「
リ

ラ
ッ
ク
マ
」
と
呼
ば
れ
る
「
癒
し
キ
ャ
ラ
」
の
ク
マ
の
ぬ
い
ぐ
る
み
の

デ
ザ
イ
ン
が
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、「
自
分
に
は
極
め
て
気
が
狂
う

（quite crazy to m
e

）」
と
い
う
感
覚
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う

し
た
「
理
解
が
困
難
」
で
「
奇
妙
な
」
文
化
に
つ
い
て
、
キ
ン
セ
ラ

（ibid

）
に
よ
る
論
文
で
議
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
だ
け
ス
ト

レ
ス
や
社
会
に
対
し
て
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感
じ
て
お
り
、
日
本
人
は
そ

う
し
た
厳
し
い
「
現
実
か
ら
逃
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
手
段
」
を
そ
う

し
た
も
の
に
求
め
よ
う
と
し
、
癒
し
や
安
堵
感
を
抱
く
も
の
に
違
い
な

い
と
解
釈
す
る
。
だ
が
、
た
と
え
日
本
人
と
交
際
中
で
日
本
社
会
を
日

本
人
の
視
点
か
ら
見
よ
う
と
し
て
、
日
本
人
男
子
学
生
の
た
め
に
「
か

わ
い
く
」
行
動
し
よ
う
と
し
て
い
て
も
、
彼
女
の
心
中
は
、
癒
し
や
穏

や
か
さ
と
は
異
な
り
、
時
に
違
和
感
や
戸
惑
い
な
ど
が
伴
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
彼
と
の
距
離
感
か
ら
感
じ
る
よ
う
な
孤
独
感
と
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は
、
異
人
種
間
恋
愛
を
崩
壊
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
繋
が
る
も
の
に
は

な
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
ギ
ャ
ッ
プ
や
差
異
に
よ
る
「
感

情
の
揺
れ
」
を
楽
し
ん
で
い
る
の
だ
。

「
現
地
の
視
点
」
を
取
り
込
も
う
と
し
て
も
「
外
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の

母
国
の
文
化
を
身
体
化
し
て
い
る
留
学
生
達
に
は
、
日
本
人
の
視
点

（
現
地
人
の
視
点
）
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
限
界
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。「
理
解
」
を
試
み
る
と
こ
ろ
に
、
自
己
の
内
部
で
現
代
の
日
本
の

若
者
文
化
に
対
し
て
当
惑
感
や
抵
抗
感
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

欧
米
圏
の
学
生
達
に
よ
っ
て
次
々
と
言
葉
に
さ
れ
て
い
く
コ
メ
ン
ト
や

解
釈
等
々
を
日
本
人
学
生
達
は
、
批
判
的
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
対
話

を
互
い
に
楽
し
み
笑
い
あ
う
と
い
う
雰
囲
気
は
終
始
変
わ
ら
な
い
。
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
へ
の
「
抵
抗
感
」
や
、
そ
の
理
解
の
あ
り
方
を
是
正

し
て
い
く
試
み
も
な
さ
れ
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
視
点
を
踏
ま
え
つ

つ
、
留
学
生
達
に
よ
る
多
様
な
「
外
」
か
ら
の
解
釈
と
の
戯
れ
か
ら
表

れ
る
文
化
も
楽
し
ん
で
い
た
の
で
あ
る）

（
（

。

3　
「
外
」
に
向
け
て
語
る
日
本
人
学
生
の
試
み

「
か
わ
い
い
」
文
化
に
関
す
る
対
話
で
も
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
を
巡
る

欧
米
圏
か
ら
の
学
生
と
日
本
人
学
生
と
の
や
り
と
り
と
類
似
す
る
語
り

だ
。
つ
ま
り
、「
か
わ
い
い
文
化
」
を
「
幼
稚
」
で
「
子
供
っ
ぽ
く
」、

「
理
解
不
能
」
で
「
奇
妙
」
で
あ
る
と
解
釈
し
て
み
せ
る
欧
米
圏
か
ら

の
コ
メ
ン
ト
に
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
感
覚
が
流
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
ト
ラ
ン
ズ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
展
開
さ
れ
る
議
論
は
、
そ
う
し
た
概

念
が
前
提
と
す
る
具
体
的
な
表
現
に
対
し
て
、
日
本
人
学
生
が
反
論
す

る
者
も
い
る
。
他
方
で
、
自
分
た
ち
の
文
化
の
多
様
な
解
釈
の
仕
方
を

楽
し
み
な
が
ら
も
確
認
し
、
留
学
生
達
か
ら
の
異
な
る
認
識
や
価
値
観

の
差
異
そ
の
も
の
を
自
分
の
中
に
受
け
止
め
て
い
る
。

こ
の
交
錯
し
た
状
況
に
つ
い
て
、
留
学
生
が
い
な
い
時
、
日
本
人
学

生
の
み
が
集
ま
る
こ
と
が
で
き
た
際
に
、
日
本
語
で
訪
ね
て
み
た
。
私

は
問
い
か
け
る
。
日
本
人
は
自
分
の
文
化
を
「
語
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
」
と
。
こ
の
大
き
な
テ
ー
マ
の
た
め
に
、
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
、
彼

等
彼
女
達
だ
け
で
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
し
て
も
ら
っ
た
。
す
る
と
、
興

味
深
い
コ
メ
ン
ト
を
次
か
ら
次
へ
と
展
開
さ
せ
て
み
せ
た
。
何
よ
り
こ

の
授
業
で
驚
嘆
し
た
の
は
、「
日
本
の
こ
と
」
を
話
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
留
学
生
達
は
、
確
か
に
面
白
が
っ
て
、
ま
た
興
味
を
持
っ

て
話
を
す
る
一
方
、「
奇
妙
（w

eird

）」
だ
と
い
う
表
現
を
頻
繁
に
繰

り
返
し
、
日
本
人
学
生
達
が
話
し
を
し
て
、
自
分
か
ら
見
た
日
本
文
化

を
語
っ
て
も
、
な
か
な
か
「
現
地
の
視
点
」
と
し
て
の
「
日
本
」
の
多

様
な
在
り
方
が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
語
る
。
例
え
ば
「
か
わ
い
い

文
化
」
は
、
ア
メ
リ
カ
人
学
生
に
は
、「
子
供
っ
ぽ
い
」
文
化
と
し
て

し
か
映
ら
ず
、「
か
わ
い
い
ギ
ャ
ル
」
の
化
粧
に
し
て
も
「
濃
す
ぎ
」

で
「
不
適
切
」
で
あ
り
「
下
品
」
に
見
え
る
と
「
外
」
か
ら
の
解
釈
を

受
け
る
の
み
で
終
わ
っ
た
。
そ
う
し
た
言
葉
は
、
明
ら
か
に
オ
リ
エ
ン
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日常の「日本文化」を「外」にむけて語ることの政治性

タ
リ
ズ
ム
的
言
説
で
あ
り
、
是
非
と
も
彼
等
彼
女
達
の
「
現
地
の
言

葉
」
に
よ
っ
て
内
側
の
視
点
か
ら
説
明
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
の
だ

が
、
敢
え
て
、
そ
う
し
た
言
説
の
聞
き
手
に
回
っ
て
い
か
ざ
る
を
え
な

い
「
空
気
」
が
あ
っ
た
と
言
う
。
こ
こ
に
は
、
留
学
生
達
の
多
く
は

「
聞
こ
う
」
と
す
る
姿
勢
が
欠
け
て
い
た
こ
と
も
推
察
で
き
る
。
そ
し

て
、「
外
か
ら
の
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
」
や
「
外
か
ら
見
た
自
分
た
ち
の

文
化
」
に
対
し
て
、
ど
う
い
う
解
釈
が
成
り
立
つ
の
か
を
知
る
こ
と
そ

の
も
の
に
知
的
興
味
を
持
っ
て
毎
回
楽
し
み
に
参
加
し
て
い
た
と
も
付

け
加
え
た
。
自
分
の
視
点
か
ら
見
た
当
然
視
し
て
い
た
文
化
が
、
海
外

か
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
が
錯
綜
す
る
こ
と
で
、
ま
た
違
っ
た
「
日

本
」
の
捉
え
方
が
多
様
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
に
知
的
興
奮
を
覚

え
て
も
い
る
の
だ
。

他
方
で
、
彼
女
達
が
指
摘
す
る
の
は
、
欧
米
人
と
議
論
す
る
際
、
本

来
反
論
や
異
論
を
述
べ
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
時
、
日
本
人
は
困

惑
し
て
し
ま
い
自
ら
の
立
ち
位
置
を
不
利
な
状
況
に
追
い
や
っ
て
し
ま

う
価
値
観
が
日
本
文
化
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
自
ら
謙
虚
な
姿
勢

を
持
ち
、
相
手
に
対
し
て
敬
意
を
も
っ
て
接
す
る
と
い
う
一
つ
の
日
本

人
の
「
他
律
的
思
考
」
の
精
神
に
根
差
す
美
徳
で
、
反
論
を
困
難
な
も

の
に
す
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が

指
摘
し
た
日
本
人
の
一
つ
の
美
徳

―
相
手
の
立
場
を
一
歩
譲
り
、

認
め
た
上
で
、
自
ら
の
立
ち
位
置
を
把
握
し
て
い
く
姿
勢
、
い
わ
ゆ
る

「
自
重
」
す
る
感
覚

―
は
、
欧
米
の
「
文
化
の
レ
ン
ズ
」
で
見
れ
ば

受
動
的
で
抑
圧
的
で
あ
る
と
い
う
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
像
と
重
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
に
お
い
て
は
、
い
か
に
日
本

文
化
自
体
が
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
眼
差
し
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
と

理
解
し
て
も
、
そ
の
映
像
や
そ
の
人
の
立
場
や
視
点
を
理
解
し
よ
う
と

す
る
意
志
が
、
敢
え
て
そ
れ
を
是
正
し
よ
う
と
す
る
こ
と
へ
の
妨
げ
に

な
る
の
は
な
い
か
と
考
察
す
る
。
日
本
人
が
大
切
に
し
て
い
る
「
思
い

遣
り
」
と
い
う
精
神
が
、
皮
肉
に
も
自
文
化
と
し
て
の
日
本
と
異
文
化

と
の
間
に
相
互
理
解
に
困
難
な
溝
を
深
め
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と

い
う
悲
観
論
も
持
つ
。
一
度
、
他
者
か
ら
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
眼

差
し
や
解
釈
が
投
げ
掛
け
ら
れ
た
時
、
そ
れ
に
対
し
て
、
反
論
を
実
践

し
て
対
立
し
て
み
せ
よ
う
と
す
る
「
反
骨
精
神
」
の
よ
う
な
も
の
が
な

か
な
か
生
ま
れ
に
く
い
文
化
的
土
壌
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
日
本
人
学

生
達
は
感
づ
い
て
い
た
の
だ
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
「
外
」
か
ら
の

見
方
に
反
論
し
て
い
こ
う
と
す
る
日
本
人
学
生
も
い
た
。
た
だ
、
欧
米

圏
か
ら
の
学
生
と
の
対
話
を
通
じ
て
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
批
判
を
敢

え
て
行
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
人
学
生
自
身
は
「
暗
黙
の
了

解
」
と
す
る
日
本
文
化
の
一
つ
の
美
徳
を
無
意
識
に
実
践
し
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
彼
等
彼
女
達
が
「
隠
忍
自
重
の
感
情
」
を
確
認
す
る
と

い
う
こ
と
、
お
互
い
に
「
情
緒
的
繋
が
り
」
を
形
成
し
仲
間
意
識
を
形

成
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、「
甘
え
の
構
造
」
を
お
互
い
に
作
り
合
う
と

い
う
こ
と
、
い
ず
れ
も
無
意
識
の
日
常
に
お
い
て
「
暗
黙
の
了
解
」
と

し
て
い
る
原
理
を
実
践
す
る
こ
と
で
「
沈
黙
」
を
し
た
り
「
聞
き
手
」
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に
ま
わ
っ
て
い
っ
た
り
し
た
の
だ
。
つ
ま
り
、
外
部
か
ら
の
オ
リ
エ
ン

タ
リ
ズ
ム
的
視
点
を
理
解
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
敢
え
て
批

判
や
反
論
な
ど
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
日
本
人
と
し
て
の
価
値
観
か
ら

逸
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
欧
米

中
心
的
解
釈
を
突
き
放
す
形
で
、
そ
れ
を
一
つ
の
解
釈
で
あ
る
と
い
う

見
方
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
で
は
、
他
者
の
エ
ス
ノ
セ
ン
ト

リ
ッ
ク
な
視
点
を
正
し
て
い
く
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
。

更
に
、「
理
解
」
と
い
う
も
の
の
根
本
的
な
在
り
方
の
「
限
度
」
に

つ
い
て
も
考
え
て
い
た
こ
と
を
日
本
人
学
生
達
は
述
懐
す
る
。
日
本
人

の
仲
間
同
士
で
共
有
で
き
る
感
情
な
ど
は
、
い
く
ら
説
明
し
よ
う
と
も

「
外
」
か
ら
は
理
解
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
た
の
だ
。
学
生
達
が
例

を
挙
げ
る
の
は
、「
か
わ
い
い
」
と
い
う
感
覚
を
全
く
無
関
係
な
資
質

を
も
っ
た
も
の
と
混
淆
さ
せ
る
造
語
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
感
覚
で
あ

る
。
彼
女
達
同
士
で
伝
え
あ
う
「
か
わ
い
い
」
感
覚
は
、
た
と
え
言
葉

で
説
明
し
た
と
し
て
も
「
理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
感
情
で
は
な

い
」
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
癒
し
」
の
感
覚
と
「
大
人
っ
ぽ
い
」
と

い
う
感
覚
と
を
混
合
さ
せ
た
「
大
人
か
わ
い
い
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に

せ
よ
、「
エ
ロ
ス
」
と
い
う
感
覚
と
結
び
つ
け
「
エ
ロ
か
わ
」
と
い
う

意
味
合
い
に
せ
よ
、「
ブ
サ
イ
ク
」
と
い
う
感
覚
と
融
合
さ
せ
「
ブ
サ

か
わ
」
と
い
う
雰
囲
気
に
せ
よ
、
彼
女
達
が
読
み
取
る
感
情
を
「
理
解

す
る
」
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
発
言
す
る
。
た
と
え
言
葉
で
説
明
で

き
た
と
し
て
も
、
彼
女
達
が
「
創
り
上
げ
る
」「
新
し
い
」
意
味
合
い

な
ど
「
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
感
情
」

や
「
感
覚
」
を
言
葉
で
伝
え
る
こ
と
は
難
し
い
し
、
た
と
え
、
言
葉
で

説
明
し
た
と
し
て
も
、
自
分
達
の
感
情
ま
で
理
解
さ
れ
共
有
さ
れ
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
文
化
理
解
の
根
源
的
問
と
結
び
つ
け
て
い

た
の
だ）

（
（

。

こ
う
し
て
、
日
本
人
学
生
達
は
、
留
学
生
か
ら
の
学
生
と
の
議
論
の

な
か
か
ら
、
日
本
人
同
士
の
間
で
は
日
本
人
だ
け
に
の
み
共
有
で
き
る

「
感
覚
」
が
あ
る
と
考
え
る
。
授
業
の
前
半
の
講
義
で
文
化
人
類
学
的

視
点
を
説
明
し
、
日
本
の
文
化
を
日
本
人
の
視
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と

が
目
的
で
、
日
本
人
の
価
値
観
を
文
化
相
対
主
義
的
に
み
る
こ
と
を
学

ぶ
こ
と
の
大
切
さ
は
も
ち
ろ
ん
把
握
し
て
い
る
の
だ
が
、
実
際
に
「
交

流
」
や
「
対
話
」
の
場
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
の

無
限
の
発
言
は
、
デ
リ
ダ
の
言
う
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
と
し
て
多
様

な
解
釈
を
両
者
が
と
も
に
構
築
し
て
い
た
の
で
あ
る
（1111

［（111

］）。

つ
ま
り
、
日
本
人
自
身
の
文
化
的
前
提
を
も
ち
つ
つ
も
、
留
学
生
と
関

わ
る
こ
と
で
知
る
こ
と
の
日
本
人
像
の
多
様
性
が
生
成
さ
れ
る
こ
と
を

そ
の
ま
ま
に
受
け
止
め
、
他
方
で
、
留
学
生
達
も
日
本
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

文
化
の
一
端
を
多
様
な
解
釈
を
そ
れ
ぞ
れ
自
己
に
内
面
に
刷
り
込
ま
れ

た
自
分
た
ち
の
文
化
の
立
場
を
確
認
し
な
が
ら
展
開
し
て
い
っ
た
の

だ
。
日
本
人
学
生
が
伝
え
よ
う
と
し
た
い
意
味
が
、
外
国
人
学
生
の
そ

れ
ぞ
れ
の
認
識
や
捉
え
方
に
よ
り
、
異
な
っ
た
意
味
と
し
て
再
解
釈
さ

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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私
は
日
本
人
学
生
と
海
外
か
ら
の
学
生
に
向
け
て
、
随
時
、
こ
れ
ま

で
の
対
話
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら
の
議
論
を
簡
潔
に
解
釈
学
的
な

視
点
か
ら
ま
と
め
た
も
の
を
、
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
と
し
て
渡
し
て
い
る

が
、
そ
う
し
た
教
材
は
あ
く
ま
で
も
参
考
で
、
彼
等
彼
女
達
の
対
話
に

役
立
て
て
も
ら
い
、
議
論
を
刺
激
さ
せ
る
こ
と
、
日
本
文
化
の
一
端
を

省
察
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
形
式
の

授
業
で
、
受
講
生
に
学
ん
で
ほ
し
い
姿
勢
と
は
、
ギ
ア
ー
ツ
（Geertz 

（111

［（111

］）
の
言
う
「
経
験
に
近
い
も
の
（experience near

）」

あ
る
い
は
「
ロ
ー
カ
ル
・
ノ
レ
ッ
ジ
（local know

ledge

）」
を
彼
等

の
言
葉
か
ら
、
日
本
人
学
生
自
身
の
経
験
か
ら
の
「
現
地
の
視
点
」
か

ら
語
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
政
治
的
意
味
を
彼
等
彼
女
達
な
り

に
理
解
し
租
借
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

 

こ
う
し
た
こ
と
を
省
察
的
に
吸
収
し
つ
つ
、
主
に
欧
米
圏
か
ら
の

学
生
と
日
本
人
学
生
と
の
相
互
対
話

―
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
批
判

を
意
識
し
つ
つ
も
、
多
様
な
解
釈
と
戯
れ
る
構
造

―
を
、「
書
く
」

と
い
う
行
為
に
お
い
て
、
初
め
て
日
本
人
の
若
者
文
化
を
諸
視
点
の
理

解
を
「
現
地
の
視
点
」
か
ら
試
み
る
こ
と
を
示
し
て
い
っ
た
。
留
学
生

達
は
、
期
末
レ
ポ
ー
ト
を
「
書
く
」
と
い
う
行
為
で
は
、
ク
ラ
ス
で
の

対
話
で
の
日
本
人
学
生
と
の
や
り
と
り
か
ら
の
得
た
断
片
的
な
知
識
を

紡
ぎ
合
わ
せ
、
時
に
自
己
の
文
化
と
日
本
人
の
文
化
と
の
鬩
ぎ
合
い
を

感
じ
つ
つ
も
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
表
現
は
ほ
と
ん
ど
抑
え
ら
れ
て

い
る
。
日
本
人
か
ら
の
視
点
を
重
視
し
理
解
を
試
み
つ
つ
、
留
学
生
と

の
対
話
か
ら
得
ら
れ
た
知
と
自
分
た
ち
で
認
識
理
解
し
た
も
の
が
出
さ

れ
て
い
る
。
日
本
人
学
生
も
、
授
業
内
で
は
、
同
時
時
空
間
を
共
有
す

る
場
で
は
言
葉
で
語
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
「
現
地
の
視
点
」
か
ら

の
人
類
学
的
視
点
を
、
自
ら
の
言
葉
で
日
本
人
の
視
点
の
一
端
を
展
開

さ
せ
る
も
の
も
多
数
出
さ
れ
て
き
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
で
は
、「
書
き

手
」
は
学
生
で
あ
り
、「
読
み
手
」
は
担
当
教
員
で
あ
る
私
と
言
う

「
状
況
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
が
確
定
し
て
い
る
ゆ
え
、
授
業
の
目
的
と
合

致
し
た
も
の
を
書
こ
う
と
い
う
本
来
の
趣
旨
を
学
生
達
は
取
り
入
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
「
現
地
の
視
点
」
か
ら
の
「
語
り
／
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
は
、
例
え

ば
東
浩
紀
（11（1

）
が
主
催
と
な
り
ア
メ
リ
カ
の
大
学
か
ら
の
教
授
陣

を
招
き
「
ク
ー
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
」
に
つ
い
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
ま
と
め

た
『
日
本
的
創
造
力
の
未
来
』
に
お
け
る
日
本
の
「
未
成
熟
性
」
の
根

底
に
あ
る
政
治
性
の
諸
相
の
探
求
と
結
び
つ
く
。
ア
メ
リ
カ
の
知
と
日

本
の
知
と
が
互
い
に
現
代
日
本
の
「
か
わ
い
い
文
化
」
や
日
本
映
画
な

ど
大
衆
文
化
を
巡
っ
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
日
本
文
化
の
意
味
の

曖
昧
性
や
虚
構
性
そ
の
も
の
を
肯
定
的
に
捉
ら
え
る
構
造
が
あ
る
こ
と

を
検
証
し
て
い
る
。
こ
の
構
造
は
、
違
和
感
や
戸
惑
い
を
内
包
し
な
が

ら
も
、
日
本
人
学
生
と
欧
米
圏
学
生
と
の
ク
ラ
ス
内
や
グ
ル
ー
プ
内
で

時
と
し
て
双
方
で
理
解
し
つ
つ
も
、
ほ
ぼ
平
行
線
を
辿
っ
た
一
連
の
対

話
で
の
多
様
な
関
係
性
と
呼
応
し
て
い
る
。
両
者
と
も
直
接
的
に
帝
国

主
義
的
言
説
を
意
識
し
つ
つ
多
様
に
解
釈
し
て
い
き
、
対
抗
的
な
も
の
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も
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
く
議
論
で
あ
る
。
文
化
間
の
関
係
を
検
証
す

る
際
に
は
、
す
で
に
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
（Said 111（

［（111

］）

や
レ
ナ
ー
ト
・
ロ
ザ
ル
ド
（Rosaldo （111

）
ら
が
盛
ん
に
主
張
し
て

き
て
い
る
よ
う
に
、
各
地
域
の
諸
文
化
と
は
「
関
係
性
に
属
し
て
い

る
」
の
で
あ
り
、
価
値
基
準
を
数
字
で
測
る
よ
う
な
「
ア
ル
キ
メ
デ
ス

的
視
点
」
や
「
梃
子
の
視
点
」
の
よ
う
な
も
の
な
ど
存
在
し
な
い
。
世

界
規
模
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
多
様
に
政
治
と
文
化
と
が
絡
み
合
う

「
ロ
ー
カ
ル
」
の
現
実
を
「
内
部
」
か
ら
複
数
の
視
点
か
ら
掘
り
起
こ

し
て
い
く
姿
勢
が
肝
要
だ
。
教
室
内
で
、
交
わ
る
こ
と
の
無
い
日
本
人

学
生
と
欧
米
圏
か
ら
の
学
生
と
の
間
の
時
に
戸
惑
い
や
困
惑
す
ら
伴
う

よ
う
な
感
情
の
う
ね
り
が
、
決
し
て
気
ま
ず
い
雰
囲
気
や
嫌
悪
感
な
ど

に
な
る
こ
と
な
か
っ
た
の
も
、
多
文
化
共
生
の
根
底
を
支
え
る
こ
の
よ

う
な
複
眼
的
認
識
で
あ
ろ
う
。
毎
回
の
授
業
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に

お
い
て
暖
か
み
の
あ
る
「
笑
い
」
に
包
ま
れ
、
授
業
の
最
終
日
で
は
、

お
互
い
に
写
真
を
撮
り
あ
い
、
別
れ
を
惜
し
む
光
景
は
毎
年
の
よ
う
に

見
ら
れ
る
。
こ
の
「
交
流
」
に
何
が
起
こ
っ
て
い
る
と
解
釈
す
れ
ば
よ

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
日
本
人
学
生
が
、
海
外
か
ら
日
本
に
関
心

を
も
っ
て
や
っ
て
き
た
仲
間
達
と
同
じ
時
空
間
を
共
有
す
る
「
今
こ

こ
」
と
い
う
場
に
お
い
て
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
批
判
を
実
践
す
る
際

に
交
錯
し
て
い
る
知
の
在
り
方
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

4　
「
他
者
」
と
の
対
話
の
脱
構
築

人
は
時
空
間
で
織
り
な
さ
れ
る
言
葉
の
網
の
目
の
中
に
生
き
る
主
体

で
あ
る
。
人
が
追
い
求
め
て
い
く
も
の
が
何
で
あ
れ
、
そ
の
先
に
あ
る

の
は
、
無
数
の
他
者
の
存
在
で
あ
る
。
他
者
か
ら
呼
び
掛
け
ら
れ
、
そ

れ
に
何
ら
か
の
形
で
反
応
し
よ
う
と
す
る
自
己
が
あ
る
。
こ
の
「
呼
び

掛
け
」
の
「
声
」
に
応
え
よ
う
と
す
る
感
覚
、
他
者
と
言
葉
を
通
し
て

か
か
わ
り
合
お
う
と
す
る
時
、
自
己
の
行
動
に
つ
い
て
省
察
し
、
い
か

な
る
行
為
で
こ
の
声
と
行
為
に
関
与
し
て
い
こ
う
と
し
、
更
に
、
そ
れ

に
よ
っ
て
自
己
が
い
か
な
る
状
況
に
な
っ
て
い
く
か
と
い
う
思
考
が
働

く
。
こ
の
自
己
に
つ
い
て
の
省
察
、
関
与
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
志
、

現
実
状
況
の
把
握
判
断
と
い
う
三
つ
の
要
素
を
伴
う
感
覚
を
、
ミ
シ
ェ

ル
・
フ
ー
コ
ー
は
『
自
己
と
他
者
の
統
治
学
』
の
中
で
「
ア
ク
チ
ュ
ア

リ
テ
ィ
（
現
在
性
）」
と
呼
び
、
そ
の
感
覚
が
主
体
の
生
成
と
変
化
と

に
結
び
つ
く
と
論
じ
て
い
る
（11（1

［1111

）
（1
（

］）。
つ
ま
り
、
こ
の
感
覚

は
自
己
認
識
が
新
し
く
生
成
変
化
す
る
た
め
の
原
動
力
と
も
な
る
感
覚

で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
そ
の
呼
び
掛
け
に
お
け
る
期
待
、
命
令
、

規
範
、
美
徳
等
は
自
己
の
身
体
に
書
き
込
ま
れ
て
い
き
体
内
化
さ
れ
て

い
る
の
だ
。
し
か
し
、
こ
の
「
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
と
は
、
単
に
規

範
や
期
待
に
応
え
る
感
覚
だ
け
で
は
な
い
。
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ

を
介
し
て
フ
ー
コ
ー
は
言
う
。
そ
こ
に
は
絶
え
ず
「
侵
犯
」
と
「
逸
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脱
」
が
生
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
、
と
。
つ
ま
り
、
我
々
は
日
常
生
活

に
お
い
て
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
言
う
「
呼
び
掛
け
」
の
声
を
受
け
、
知

ら
ず
知
ら
ず
に
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的
主
体
を
形
成
し
て
い
る
が
、
そ
の
規
律

規
範
に
は
な
か
な
か
叶
わ
な
い
こ
と
な
ど
日
常
茶
飯
事
で
あ
り
、
ま

た
、
あ
え
て
、
規
則
や
ル
ー
ル
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
も
多
々
あ
る
。
そ

こ
に
、
主
体
生
成
に
お
け
る
「
偏
差
」
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

一
連
の
フ
ー
コ
ー
の
後
期
の
権
力
論
を
教
育
現
場
に
適
用
す
れ
ば
、
私

か
ら
の
「
現
地
の
視
点
」
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
い
う

教
育
的
「
呼
び
掛
け
」
は
彼
等
彼
女
達
な
り
の
留
学
生
と
の
関
係
性

で
、
再
解
釈
さ
れ
、
脱
構
築
さ
れ
、
限
り
な
く
「
逸
脱
」
し
て
い
っ
た

と
言
え
る
。
同
様
に
、
留
学
生
達
が
無
数
の
解
釈
を
し
て
い
く
「
声
」

と
は
、
主
と
し
て
欧
米
を
中
枢
と
す
る
言
説
を
反
映
す
る
日
本
人
学
生

へ
の
「
呼
び
掛
け
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
受
け
て
、
日
本
人
学
生
は
関

与
し
よ
う
と
し
つ
つ
、
自
ら
を
省
察
し
、
抵
抗
も
試
み
つ
つ
も
逸
脱
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
偏
差
」
と
し
て
の
語
り
合
い
か

ら
、
学
生
達
は
ど
の
よ
う
な
文
化
的
意
味
を
読
み
取
っ
て
い
る
だ
ろ
う

か
。第

一
に
、
日
本
人
学
生
は
日
々
知
ら
な
い
う
ち
に
自
分
の
感
覚
を
暗

黙
の
了
解
と
し
て
規
律
規
範
に
従
う
主
体
を
形
成
し
て
い
る
と
こ
ろ

に
、
外
部
者
の
介
入
に
よ
っ
て
、
そ
の
規
律
規
範
が
絶
対
的
な
当
然
の

も
の
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
奇
妙
で
、
驚
愕
し
て
し
ま
い
そ
う
な

「
構
築
（construction

）」
か
「
虚
構
（fiction

）」
で
あ
る
こ
と
を
学

ぶ
経
験
を
し
て
い
る
。
そ
の
心
的
状
態
を
ア
メ
リ
カ
の
文
化
人
類
学
者

エ
ミ
リ
ー
・
マ
ー
テ
ィ
ン
は
「
内
破
（im

plosion

）」
と
呼
ん
で
お
り
、

自
己
と
他
者
の
間
に
は
底
知
れ
ぬ
溝
が
走
っ
て
い
る
こ
と
を
思
い
知
る

時
に
自
己
の
文
化
が
構
築
さ
れ
た
も
の
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
論
じ
て

い
る
（M

artin （111

）。
ラ
カ
ン
派
哲
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ス
ラ

ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
の
概
念
で
言
え
ば
、「
今
あ
る
」
自
分
の
日
本
人

と
し
て
の
見
識
や
当
然
と
し
て
い
た
現
実
の
在
り
方
が
、
一
種
の
虚
構

に
し
が
み
つ
い
て
い
た
か
の
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
よ
う
な
、
何
ら
か

の
「
パ
ロ
デ
ィ
ー
」
の
よ
う
に
も
思
え
て
し
ま
う
と
い
う
「
幻
想
の
横

断
」
の
瞬
間
で
あ
る
（Zizek 1111

［1111

］）。
そ
う
し
て
、
欧
米
圏

学
生
か
ら
の
矢
継
ぎ
早
の
コ
メ
ン
ト
に
圧
倒
さ
れ
、
日
本
人
は
ど
こ
か

「
お
か
し
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
思
わ
ず
自
分
達
も
笑
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
が
、
省
察
的
に
思
い
直
し
、
い
や
決
し
て
「
奇
妙
」
な
も
の
な
ど

で
は
な
い
は
ず
だ
と
自
己
把
持
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
「
ア
ク
チ
ュ

ア
リ
テ
ィ
」
の
感
覚
が
立
ち
表
れ
て
い
き
、
な
ん
と
か
、
そ
の
「
異

質
」
な
声
、「
説
明
」
を
要
す
る
声
、
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
声
を
探

し
出
そ
う
と
し
て
、
自
己
省
察
し
、「
今
こ
こ
に
自
分
が
あ
る
」
と
い

う
感
覚
を
把
握
し
よ
う
と
し
、
他
者
と
関
わ
り
合
お
う
と
す
る
。
だ

が
、
そ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
姿
勢
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な

ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
言
説
に
絡
め
と
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
知
る
と
、

規
律
規
範
か
ら
「
逸
脱
」
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
敢
え
て

「
相
対
主
義
で
あ
れ
」
と
い
う
「
呼
び
掛
け
」
か
ら
は
偏
差
し
て
い
き
、
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欧
米
圏
を
中
心
と
し
た
留
学
生
か
ら
の
視
点
に
よ
る
発
言
か
ら
自
ら
の

文
化
を
再
解
釈
し
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
日
本
人
も
確
か
に
、
自
分
た
ち

の
文
化
を
意
識
し
自
分
た
ち
の
経
験
を
話
そ
う
と
試
み
て
い
た
。
む
し

ろ
、
日
本
人
学
生
は
、
自
分
達
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
底
流
を
流
れ

て
い
る
「
文
化
」
が
い
か
に
大
切
で
あ
る
か
を
再
認
識
し
て
い
た
。
日

本
人
の
場
合
、「
思
い
遣
り
」
や
「
繋
が
り
」
の
精
神
の
大
切
さ
が
日

本
文
化
の
一
つ
の
機
微
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
れ
を
日
本
人
同
士
で

抱
く
。
他
方
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
人
学
生
の
場
合
、
流
行
や
消
費
社
会

を
形
成
す
る
大
衆
文
化
の
「
中
心
」
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
り
、
日
本
は

「
周
辺
」
で
、
ア
メ
リ
カ
こ
そ
「
真
正
／
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
ッ
ク
」
な
ス

タ
イ
ル
で
あ
り
、
日
本
の
大
衆
文
化
と
は
理
解
す
る
の
に
困
難
な
、
あ

る
い
は
、
幼
児
的
な
も
の
で
は
な
い
か
と
解
釈
を
試
み
る
。
そ
し
て
、

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
発
想
も
、
自
分
の
そ
う
し
た
文
化
の
一
つ
の

解
釈
だ
と
面
白
可
笑
し
く
外
側
の
視
点
と
共
有
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
学
生
達
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
互
い
に
交
錯
し
あ
い
な
が
ら
、
撹

乱
し
あ
っ
て
い
き
、
正
当
性
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
（
ク
リ
フ
ォ
ー

ド 1111

［（111

］）。

第
二
に
、
こ
の
日
本
人
学
生
の
内
的
経
験
は
、
主
と
し
て
欧
米
圏
学

生
と
い
う
「
外
」
に
存
在
す
る
「
他
者
に
開
か
れ
た
も
の
」
で
あ
る
と

い
う
意
味
で
、
バ
タ
イ
ユ
の
言
う
「
内
―
外
的
経
験
」
で
あ
る
（
岩
野 

11（1

）。
そ
の
経
験
は
、
他
者
を
魅
了
す
る
こ
と
も
で
も
あ
る
が
、
逆

に
、
違
和
感
や
苛
立
ち
を
内
包
す
る
両
義
的
な
も
の
だ
。
戸
惑
い
、
当

惑
、
拒
絶
感
と
い
っ
た
情
動
を
中
心
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
自
負
心

や
自
尊
心
と
い
う
感
情
も
生
成
さ
れ
て
い
た
。
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン

シ
ョ
（（111

［（111

］）
が
言
う
よ
う
に
、「
内
―
外
的
経
験
」
は
、

「
自
己
の
外
」
に
開
か
れ
て
い
る
ゆ
え
、
多
様
な
他
者
と
の
密
な
関
わ

り
が
な
さ
れ
て
い
く
と
同
時
に
、
ど
こ
か
宙
に
浮
い
た
よ
う
な
疎
外
感

や
孤
独
感
を
も
た
ら
す
経
験
だ
。「
交
流
し
よ
う
」
と
し
て
も
、
グ

ロ
ー
バ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
無
限
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
社
会
的

差
異
に
よ
っ
て
、
各
個
人
は
異
な
る
立
場
に
立
た
さ
れ
、
孤
独
感
を
味

わ
う
こ
と
と
な
る
。
異
質
な
他
者
と
の
出
会
い
と
は
、
自
分
自
身
も
ま

た
「
異
質
」
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
る
。
こ
の
相
互
関
係
に
は
、「
融

合
」
や
「
繋
が
り
」
と
同
時
に
、
こ
う
し
た
「
軋
み
」
と
も
す
れ
ば

「
対
立
」
を
も
内
包
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
（1111

［111（

］）
が
『
主
体
の
解
釈
学
』
で
力
説
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
己
の

生
成
変
化
に
は
「
生
／
ビ
オ
ス
」
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
人
は
多
様
で

異
な
る
「
解
釈
」
を
生
み
出
だ
し
、
そ
の
様
々
な
「
異
質
」
な
解
釈
を

紡
ぎ
出
し
て
い
く
こ
と
で
、
人
と
人
と
の
間
で
、
共
感
、
共
鳴
、
同
胞

意
識
、
仲
間
意
識
と
い
う
感
情
を
共
有
す
る
関
係
に
な
っ
て
い
く
だ
け

で
な
く
、
対
立
、
羨
望
、
勝
負
と
い
う
感
情
も
内
包
し
た
関
係
に
も
な

る
の
で
あ
る
。
他
者
と
の
「
交
流
」
と
は
、
こ
う
し
た
背
反
す
る
複
合

的
な
感
情
が
伴
う
。
海
外
か
ら
の
学
生
達
と
日
本
人
学
生
達
の
「
内
―

外
的
経
験
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
両
義
的
関
係

―
共
感
や
共

鳴
を
共
有
で
き
る
仲
間
意
識
だ
け
で
は
な
く
、
対
立
や
反
目
と
い
う
競
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日常の「日本文化」を「外」にむけて語ることの政治性

争
的
関
係

―
を
凝
集
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
学
生
達

が
お
互
い
に
毎
回
の
授
業
で
「
深
い
」
対
話
を
し
て
い
く
こ
と
で
「
笑

い
あ
う
」
と
い
う
こ
と
は
、「
自
分
で
あ
る
」
と
言
う
感
覚
が
多
様
に

解
釈
さ
れ
て
い
く
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
多
様
な
文
化
構
築

が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
い

る
。
異
質
性
や
孤
独
感
を
内
包
し
つ
つ
笑
い
と
同
胞
感
と
を
そ
の
ま
ま

彼
等
彼
女
達
が
引
き
受
け
た
上
で
、
共
に
「
日
本
」
の
何
か
に
つ
い
て

学
び
合
う
と
い
う
仲
間
同
士
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
の
だ
。

   

自
分
で
あ
る
と
い
う
感
覚
に
は
「
他
者
の
欲
望
」
を
取
り
込
む
こ

と
で
「
欠
如
感
」
を
抱
え
込
み
、
そ
こ
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
想
像

さ
れ
る
と
分
析
し
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
の
精
神
分
析
医
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ

ン
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
分
が
「
今
こ
こ
に
あ
る
」
と
認
識
す
る
時
に

は
す
で
に
「
他
者
」
を
介
在
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
、
日
本
人
学

生
と
海
外
か
ら
の
学
生
と
の
「
笑
い
」
と
と
も
に
「
反
感
」
を
も
内
包

す
る
時
間
軸
の
流
れ
の
中
で
交
渉
さ
れ
る
関
係
性
と
は
、
永
遠
と
満
た

さ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
欠
如
感
」
を
内
包
し
た
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
無
い

も
の
だ
。
同
じ
時
空
間
を
共
に
し
て
い
る
際
の
議
論
は
、
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
交
渉
が
介
在
し
、
互
い
に
他
に
対
し
、
戸
惑
い
を
感
じ
、
違

和
感
を
持
ち
、
反
発
し
、
抵
抗
し
あ
い
な
が
ら
な
さ
れ
て
い
く
。
学
生

達
は
、
両
義
的
感
覚
の
揺
れ
の
中
で
、
確
か
に
構
築
さ
れ
た
も
の
と
し

て
の
日
本
文
化
を
実
感
し
つ
つ
も
、
例
え
ば
、「
周
辺
／
中
心
」
と

い
っ
た
位
置
付
け
で
は
日
本
の
若
者
文
化
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
そ
し
て
多
様
に
「
異
な
る
」
解
釈
を
し
あ

う
こ
と
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
広
が
る
政
治
的
関
係
性
に
つ
い
て
思
考
す

る
知
識
人
的
ス
タ
ン
ス）

（（
（

の
一
端
を
感
じ
実
践
を
試
み
る
中
で
、
欠
如
感

と
し
て
の
限
界
性
も
感
じ
て
い
る
の
だ
。

第
三
に
、
こ
う
し
た
政
治
的
に
編
成
さ
れ
て
い
る
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本

主
義
社
会
で
の
日
常
を
批
判
的
に
捉
え
、
そ
の
中
で
の
日
本
文
化
の

「
現
地
の
視
点
」
を
自
分
な
り
に
把
握
し
「
外
」
に
向
け
て
語
り
を
試

み
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
困
難
や
限
界
を
伴
う
。
だ
が
、
部
分
的
で
あ

れ
断
片
的
で
あ
れ
、
政
治
的
に
意
義
の
あ
る
知
の
在
り
方
だ
。
他
者
と

の
「
内
―
外
的
経
験
」
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
生
の
対
話
か
ら
、

日
常
の
大
衆
文
化
に
潜
む
、
ア
メ
リ
カ
型
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
言
説
に

よ
る
政
治
的
対
抗
的
力
学
を
読
み
取
り
、
発
言
し
て
い
く
こ
と
で
、
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
批
判
に
も
結
び
つ
く
知
的
実
践
を
省
察
的
な
形
で
書

く
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
試
み
て
い
た
。
こ
う
し
た
知
の
実
践
は
、
英

語
圏
か
ら
の
「
外
」
に
お
い
て
の
み
理
解
可
能
な
も
の
に
な
る
も
の
が

「
現
地
の
視
点
／
ロ
ー
カ
ル
ノ
レ
ッ
ジ
」
だ
な
ど
と
し
て
、「
中
心
」
を

欧
米
の
人
類
学
的
理
解
に
布
置
し
「
周
辺
」
に
日
本
の
自
社
会
人
類
学

の
理
解
を
位
置
づ
け
て
い
く
」
よ
う
な
「
世
界
化）

（1
（

」
の
構
造
を
揺
る
が

せ
て
い
く
こ
と
に
も
繋
が
る
（c.f. K

uw
ayam

a 1111

）。
そ
れ
に
よ

り
、
欧
米
を
中
枢
と
す
る
「
知
」
と
「
政
治
状
況
」
の
「
ア
マ
ル
ガ
ム

／
混
成
状
況
」
の
一
角
を
少
し
で
も
突
き
崩
す
抵
抗
的
姿
勢
に
結
び
つ

い
て
い
く
。
し
か
し
、
こ
の
他
者
達
に
む
け
て
の
諸
発
言
に
は
、
言
語
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の
意
味
の
決
定
不
確
定
性
を
孕
む
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」（
デ
リ
ダ 

1111
［（111

］）
が
作
用
し
て
お
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
状
況
の
広
が
り
に

よ
り
、
加
速
度
的
に
変
化
す
る
「
状
況
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
の
中
で
は
、

そ
の
意
味
内
容
自
体
多
様
に
解
釈
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
多
様
性
が
あ
る

か
ら
こ
そ
、
理
解
そ
の
も
の
の
不
可
能
性
が
生
み
出
さ
れ
、
更
な
る
説

明
が
求
め
ら
れ
、
自
文
化
の
説
明
は
絶
え
ず
ま
た
新
た
な
試
み
が
求
め

ら
れ
て
い
く
の
だ
。

こ
う
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
状
況
の
現
在
、
個
人
は
、
い
か
な
る
立
場
で

あ
ろ
う
と
も
「
自
分
の
あ
り
の
ま
ま
を
語
る
」
と
い
う
「
パ
レ
ー
シ

ア
」
を
実
践
す
る
立
場
に
あ
る）

（1
（

。
こ
の
パ
レ
ー
シ
ア
的
言
表
は
、
自
ら

が
積
極
的
に
獲
得
し
よ
う
と
す
る
意
味
で
の
「
自
由
」
な
行
為
で
あ

り
、
自
ら
が
「
真
理
だ
と
考
え
て
い
る
」「
解
釈
」
を
繰
り
広
げ
て
い

く
創
造
性
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
日
本
人
若
者
像
の
多
様
な
側
面
、
例

え
ば
、「
か
わ
い
い
」
文
化
で
あ
れ
、
自
分
た
ち
の
恋
愛
観
で
あ
れ
、

そ
れ
ら
の
文
化
が
多
様
に
解
釈
さ
れ
て
い
く
。
若
者
同
士
の
相
互
理
解

の
不
可
能
性
の
プ
ロ
セ
ス
の
間
に
お
い
て
、
互
い
に
孤
独
感
と
差
異
を

感
じ
つ
つ
も
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
、
笑
い
の
渦
の
中
で
自
ら
の
自
意
識
を

見
出
し
た
り
、
孤
独
感
や
違
和
感
を
抱
い
て
い
く
こ
と
が
続
い
て
い
く

の
だ
。

結　

語

日
本
人
学
生
は
、
自
ら
の
文
化
に
つ
い
て
「
他
者
」
か
ら
の
オ
リ
エ

ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
「
声
」
と
「
眼
差
し
」
に
対
し
て
、
批
判
を
試
み
、

反
論
を
実
践
す
る
困
難
な
作
業
に
取
り
組
む
資
質
を
確
か
に
持
っ
て
い

る
。
だ
が
、
そ
の
批
判
的
実
践
を
通
じ
て
「
現
地
の
視
点
」
に
よ
る
政

治
的
発
言
を
「
他
者
」
を
前
に
し
て
語
る
こ
と
は
困
難
な
状
況
が
広

が
っ
て
い
た
。
同
じ
時
空
間
を
共
有
し
、
競
合
し
あ
う
と
い
う
政
治
的

場
に
お
い
て
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
中
で
捏
造
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
に
抵

抗
し
て
即
座
に
「
語
る
こ
と
」
を
要
請
さ
れ
て
い
る
時
、
幾
重
も
の
日

本
文
化
の
在
り
方
が
絡
ん
で
い
た
。
確
か
に
、
沈
黙
、
知
ら
ぬ
素
振
り

な
ど
「
外
」
か
ら
の
視
点
か
ら
は
全
く
誤
解
を
招
い
て
し
ま
う
振
る
舞

い
を
と
っ
て
し
ま
い
が
ち
に
な
る
日
本
人
と
し
て
の
思
慮
分
別
が
根
底

に
あ
る
。
ま
た
、
日
本
人
学
生
同
士
で
し
か
「
理
解
で
き
な
い
感
情
を

共
有
し
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
共
通
認
識
す
ら
持
っ
て
い
た
。
こ
う
し

た
「
意
図
し
た
沈
黙
」
は
、「
外
」
の
他
者
達
へ
の
抵
抗
的
カ
ウ
ン

タ
ー
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
も
な
り
う
る
。
学
生
達
は
実
際
に
「
外
」
か
ら

様
々
に
関
わ
っ
て
く
る
他
者
達
と
対
等
に
話
し
、
関
わ
り
合
う
こ
と
を

通
じ
て
、
自
分
の
思
っ
て
い
る
日
本
人
と
し
て
の
信
念
や
思
い
や
感
情

を
「
省
察
的
に
」「
書
く
」
と
い
う
行
為
を
通
し
て
表
現
す
る
と
い
う

「
反
作
用
的
」
な
形
で
表
現
し
た
。
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反
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
や
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
批
判
を
試
み
る
と
き
、

多
様
な
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
で
の
学
生
達
の
立
ち
位
置
や
経
験
の
差
異
か

ら
く
る
政
治
的
構
造
が
教
室
の
中
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
日

本
人
学
生
は
受
動
的
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
実
際
に
対
話
が
重
ね
ら

れ
て
い
く
と
、
い
か
に
「
溝
」
や
「
亀
裂
」
や
「
異
質
感
」
が
縦
横
に

展
開
さ
れ
よ
う
と
も
、
共
に
「
今
こ
こ
」
に
あ
る
日
本
人
の
価
値
観
に

つ
い
て
理
解
し
て
い
こ
う
と
す
る
目
標
を
貫
こ
う
と
す
る
先
に
は
、

「
内
―
外
的
経
験
」
を
通
じ
て
、
自
己
の
世
界
が
実
は
一
つ
の
文
化
構

築
さ
れ
た
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
で
あ
り
、「
今
ま
で
の
自
分
」
と
は
、

欧
米
圏
学
生
の
真
理
の
原
則
か
ら
み
れ
ば
「
パ
ロ
デ
ィ
ー
」
と
し
て
解

釈
が
展
開
す
る
。
こ
の
「
幻
想
の
横
断
」
を
通
じ
て
初
め
て
、
自
己
を

「
外
」
か
ら
眺
め
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
。
そ
こ
に
日
本
人
学
生
に
よ

る
、
創
作
活
動
と
し
て
の
解
釈
が
求
め
ら
れ
る
。
一
体
「
今
ま
で
の
自

分
」
は
「
偽
物
」
で
あ
っ
た
の
か
と
戸
惑
い
す
ら
感
じ
て
い
る
の
だ
。

グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
お
け
る
共
生
の
思
想
を
試
み
る
教
室
内
で
の
文

化
交
流
は
、
対
立
感
や
違
和
感
を
抱
き
し
め
る
中
で
同
胞
意
識
を
構
成

し
て
い
く
と
い
う
両
義
的
感
情
を
孕
ん
で
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
籍
を

背
負
う
若
者
た
ち
は
否
応
な
く
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
社
会
の
展
開
の

歴
史
の
中
に
、
多
様
な
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
配
置
さ
れ
て

い
る
。「
他
者
」
と
の
語
ら
い
の
中
で
、
一
連
の
二
律
背
反
的
感
情
の

鬩
ぎ
あ
い

―
違
和
感
と
一
体
感
、
抵
抗
す
る
姿
勢
と
同
意
す
る
姿

勢
、
苛
立
と
安
堵
、
疎
外
感
と
自
負
心
、
笑
い
と
反
感

―
に
お
い

て
「
自
分
で
あ
る
」
と
い
う
主
体
的
感
覚
が
生
成
さ
れ
て
い
く
。
日
本

人
学
部
生
と
留
学
生
た
ち
と
の
間
で
浮
か
び
上
が
る
「
若
者
た
ち
の
日

本
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
多
層
的
動
態
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
在
り

様
の
一
端
だ
。
従
っ
て
、
教
室
内
で
の
小
グ
ル
ー
プ
で
の
対
話
は
、
決

し
て
気
ま
ず
い
も
の
に
な
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
平
行
線
を
辿
っ
て
生
ま

れ
る
多
様
な
差
異
そ
の
も
の
、
様
々
な
解
釈
を
楽
し
ん
で
い
る
の
だ
。

文
化
相
対
主
義
的
な
相
互
理
解
に
は
、
避
け
が
た
く
、
こ
う
し
た
各
学

生
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
構
築
に
内
在
す
る
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
な
要
素
と

グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
社
会
の
歴
史
が
介
在
し
て
い
る
。
学
生
達
は
、

無
意
識
に
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
構
築
は
多
様
な
解
釈
が
で

き
る
の
だ
と
言
う
こ
と
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
時
間
の
流
れ
の
中
で
他
者
と
な
さ
れ
る
政

治
的
「
交
渉
／
ネ
ゴ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
に
お
い
て
構
築
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
こ
う
し
た
二
律
背
反
し

た
感
覚
を
引
き
受
け
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
構
築
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
上
で
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
表
象
が
、
一
人
の
日
本
人
の
若
者
と

し
て
受
け
入
れ
難
い
異
質
性
を
孕
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
「
あ
る
が

ま
ま
に
」
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
う
し
た

「
現
地
の
視
点
」
か
ら
の
「
声
／
ヴ
ォ
イ
ス
」
は
、
そ
う
し
た
表
象
が
、

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
歴
史
の
流
れ
の
中
で
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
権
力
構

造
と
連
携
関
係
に
あ
る
捏
造
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
暴
い
て
い
く
一
つ

の
試
み
に
な
っ
て
い
く
の
だ
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
他
者
と
の
関
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係
性
の
中
で
い
か
よ
う
に
も
文
化
的
に
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
否
定
さ
れ
た
り
、
嘲
笑
さ
れ
た
り
す
る
脆
弱
性
を
伴
う
も
の
で

も
あ
る
。
日
本
を
あ
り
の
ま
ま
に
説
明
を
試
み
る
と
こ
ろ
に
は
、
こ
の

よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
政
治
的
社
会
的
環
境
が
縦
横
に
走
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
言
葉
も
、
意
味
伝
達
に
不
可
能
性
を
多
分
に
孕
む
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
で
あ
り
、
一
つ
の
発
言
が
聞
き
手
に
よ
っ
て
多
様
に
解
釈
さ

れ
て
い
っ
た
。
意
思
伝
達
媒
体
で
あ
る
言
葉
そ
の
も
の
に
付
随
さ
れ
る

意
味
内
容
の
複
数
性
に
相
互
理
解
の
限
界
性
が
孕
ん
で
い
た
。
だ
か
ら

こ
そ
、
日
本
の
若
者
文
化
に
つ
い
て
、
自
分
た
ち
の
文
化
の
有
り
様
が

様
々
な
文
化
的
意
味
を
生
成
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
多

様
な
解
釈
を
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
永
遠
と
楽
し
ん
で
い
っ
た
の
で
あ

る
。
若
者
達
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
際
状
況
の
異
な
る
「
状
況
コ
ン
テ
ク
ス

ト
」
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
位
置
や
立
場
か
ら
各
々
解
釈
し
て
い
き
、
多

様
に
受
け
止
め
て
は
、
自
ら
も
自
己
の
立
場
を
逐
次
確
認
し
つ
つ
発
言

を
試
み
て
い
っ
た
。「
自
己
の
あ
り
の
ま
ま
を
語
る
」
パ
レ
ー
シ
ア
を

実
践
す
る
際
に
は
、
こ
の
「
他
者
」
と
の
対
話
の
脆
さ
や
危
う
さ
を
孕

む
が
、
同
時
に
一
つ
の
文
化
現
象
は
多
様
な
解
釈
や
見
方
が
で
き
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
複
数
の
文
化
構
築
体
と
な
り
、
各
自
が
そ
れ
ぞ

れ
の
認
識
の
世
界
観
を
構
築
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

註（
（
）
前
半
の
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
表
象
さ
れ
る
日
本
人
の
姿
へ
の

「
西
洋
」
の
眼
差
し
に
気
付
い
た
の
は
、
私
自
身
の
ア
メ
リ
カ
で

の
滞
在
経
験
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
。
当
初
そ
こ
に
は
、
あ
く
ま

で
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
で
作
ら
れ
た
白
人
礼
賛
主
義
的
な
「
人
種
偏

見
」
も
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
。「
全
て
の
人
間
は
、

神
に
よ
っ
て
平
等
に
造
ら
れ
、
譲
り
渡
す
こ
と
の
で
き
な
い
権
利

を
与
え
ら
れ
て
お
り
」
と
「
独
立
宣
言
」
に
あ
る
よ
う
な
「
大

義
」
を
持
つ
は
ず
の
人
々
の
本
音
の
部
分
で
は
、
そ
れ
と
は
矛
盾

す
る
「
有
色
人
種
」
へ
の
不
平
等
な
扱
い
が
日
常
茶
飯
事
に
ま
か

り
通
っ
て
い
る
こ
と
を
身
を
も
っ
て
知
り
、
憤
慨
し
失
望
す
る
経

験
が
多
々
あ
っ
た
。
が
、
他
方
で
、
こ
う
し
た
不
平
等
に
抵
抗
し

自
分
の
立
場
を
訴
え
る
こ
と
に
よ
り
個
人
と
い
う
も
の
が
形
成
さ

れ
確
認
さ
れ
て
い
く
と
い
う
ア
メ
リ
カ
文
化
の
も
う
一
つ
の
多
重

的
現
実
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
に
は
し
ば
ら
く

時
間
が
か
か
っ
た
。
そ
う
し
た
、
個
人
的
経
験
は
、
実
は
、「
新

世
界
秩
序
」
の
歴
史
、
あ
る
い
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
歴
史
の

流
れ
の
中
に
お
い
て
文
化
的
に
構
築
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ

と
が
分
か
り
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
が
絡
み
付

い
て
い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
の
は
、 

サ
イ
ー
ド
の
『
オ
リ
エ
ン

タ
リ
ズ
ム
』（（111

［（111

］）
を
読
み
、
そ
の
後
、『
文
化
と
帝

国
主
義
』（ibid 111（

［（111

］）
を
読
ん
で
か
ら
で
あ
る
。
個
人
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の
経
験
が
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
き
、
知

の
体
系
の
一
部
と
な
る
興
奮
と
同
時
に
激
し
い
抵
抗
を
覚
え
た
。

ま
た
、11（1

年
現
在
「
日
本
」
を
礼
賛
す
る
傾
向
に
あ
る
言
説

が
メ
デ
ィ
ア
や
書
籍
で
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
日
本
人
の

「
世
界
観
（w

orld view
s

）」
を
「
現
地
人
か
ら
の
視
点
」
を
検

証
す
る
際
に
と
る
「
誰
に
よ
る
構
築
か
（W

hose construction 
is it?

）」
と
い
う
に
よ
る
検
証
に
よ
る
も
の
と
い
う
よ
り
、
む
し

ろ
、「
日
本
」
を
「
消
費
財
」
と
し
て
捉
え
る
も
の
が
多
い
。
い

か
な
る
地
域
の
文
化
も
等
し
く
価
値
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
優
劣

は
存
在
せ
ず
、
敬
意
に
値
す
る
も
の
だ
と
い
う
文
化
相
対
主
義
の

考
え
方
は
、
ア
メ
リ
カ
の
文
化
人
類
学
創
設
者
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ア

ズ
の
提
唱
以
来
、
今
日
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
総
合
大
学
で
は
必
修
科

目
で
も
あ
る
文
化
人
類
学
の
テ
キ
ス
ト
に
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。

（
1
）
ア
メ
リ
カ
に
あ
る
日
系
企
業
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
る
日
本
人

の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
、
文
化
人
類
学
者

ド
リ
ン
ヌ
・
コ
ン
ド
ー
は
徹
底
的
に
批
判
し
て
い
る
（K

ondo 
（111

）。

（
1
）
東
京
の
下
町
の
和
菓
子
屋
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
、

パ
ー
ト
と
し
て
働
く
女
性
達
と
和
菓
子
屋
の
職
人
と
の
関
係
が
繰

り
広
げ
ら
れ
る
職
場
の
生
活
世
界
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る

（K
ondo （111

）。
例
え
ば
、
そ
こ
に
は
働
く
男
性
と
女
性
と
の

間
に
「
情
緒
的
」
な
繋
が
り
が
形
成
さ
れ
て
い
る
様
相
や
、
女
性

が
入
り
込
め
な
い
男
性
に
よ
る
排
他
的
な
「
精
神
性
」
を
高
め
る

空
間
か
ら
作
ら
れ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
諸
相
か
ら
、

日
本
社
会
を
記
述
し
て
い
る
。

（
1
）
日
本
の
会
社
で
一
般
職
や
事
務
職
と
し
て
働
く
女
性
達
の
エ

ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
で
あ
る
（O

gasaw
ara （111

）。
あ
た
か
も
家

に
お
い
て
一
家
の
主
で
あ
る
父
親
が
母
親
の
「
身
の
周
り
の
世

話
」
と
い
う
「
母
性
的
ケ
ア
」
な
し
に
は
存
在
で
き
な
い
よ
う

に
、
女
性
社
員
は
男
性
社
員
に
依
存
さ
せ
て
い
る
と
い
う
力
関
係

を
描
写
し
て
い
る
。

（
1
）
自
分
の
幼
少
の
時
の
経
験
を
省
察
的
に
記
述
に
挿
入
し
な
が

ら
、
い
か
に
ア
メ
リ
カ
で
の
育
児
観
念
が
日
本
の
そ
れ
と
異
な
っ

て
い
る
か
を
議
論
し
、
そ
こ
で
日
本
の
子
供
達
に
培
わ
れ
る
の
は

他
者
へ
の
感
受
性
と
い
う
他
律
的
思
考
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
議

論
し
て
い
る
（
恒
吉 （111

）。

（
1
）
米
澤
（1111

）
に
よ
る
、
現
代
の
日
本
の
若
い
女
性
達
に
よ

る
化
粧
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
文
化
は
、
日
本
の
文
化
と
の
関
係
性

に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、「
自
己
目
的
化
」
し
て
い

る
消
費
文
化
や
、「
仲
間
意
識
」
を
作
り
手
段
と
し
て
の
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
と
は
、
日
本
文
化
の
作
用
の
中
で
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。

（
1
）
こ
の
「
現
地
人
」
に
な
ろ
う
と
す
る
自
分
と
、
イ
ギ
リ
ス
人

女
性
と
し
て
の
母
国
に
お
い
て
馴
染
ん
だ
自
己
で
あ
ろ
う
と
す
る
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自
分
と
に
葛
藤
が
あ
る
。
彼
女
の
個
人
的
な
経
験
は
、
実
は
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
政
治
性
を
意
味
し
て
い
る
。
日
系
ア
メ
リ
カ
人

女
性
の
文
化
人
類
学
者
が
東
京
の
主
婦
の
調
査
を
し
て
い
る
際
、

「
現
地
化
」
し
た
い
の
だ
が
、
あ
ま
り
に
も
周
囲
が
自
分
を
「
主

婦
化
」
さ
せ
て
く
る
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
、
調
査
の
途
中
で
米
国

に
一
端
帰
国
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
人
留
学
生
の
楽
し
み
な
が
ら

も
葛
藤
も
覚
え
る
一
連
の
日
本
で
の
異
国
で
あ
る
場
に
「
現
地

化
」
の
試
み
は
、
自
国
の
文
化
が
い
か
に
自
己
の
内
面
に
刷
り
込

ま
れ
て
い
る
か
を
体
感
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
文
化
人
類
学
者
の

経
験
と
重
な
る
も
の
が
あ
る
（K

ondo （111

）。

（
1
）「
母
性
社
会
」
日
本
を
議
論
し
て
い
る
河
合
隼
雄
（（111

）

は
、
日
本
文
化
と
は
絶
え
ず
歴
史
を
通
じ
て
「
外
」
に
開
か
れ
、

こ
う
し
た
外
か
ら
の
文
化
を
排
除
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
取
り
込
ん
で
き
て
い
る
特
徴
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
う

し
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
帝
国
主
義
的
解
釈
が
い
か
に
政
治
性

を
帯
び
た
と
し
て
も
、
そ
れ
も
一
つ
の
別
の
解
釈
と
し
て
包
含
し

て
し
ま
う
と
も
言
え
よ
う
。

（
1
）
こ
の
「
感
情
ま
で
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い

か
」
と
い
う
問
い
か
け
は
、
文
化
人
類
学
的
な
理
解
と
は
何
か
と

直
接
連
動
す
る
。
ア
メ
リ
カ
の
解
釈
人
類
学
者
ギ
ア
ー
ツ

（Geertz（111

［（111

］）
は
、
理
解
と
は
、
感
情
そ
の
も
の
を
共

有
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
だ
が
、
現
地
の
視
点
か

ら
見
れ
ば
、
そ
う
し
た
感
情
の
独
特
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
機
微
を
お

互
い
に
共
有
す
る
こ
と
が
大
切
で
、
そ
こ
に
仲
間
意
識
を
形
成
し

て
い
る
の
だ
と
い
う
信
念
が
あ
る
。

（
（1
）
田
中
（1111

）
は
他
者
と
の
関
係
性
に
あ
る
「
権
力
の
作
用
」

に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
「
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
を
「
教
師
」
と

「
子
供
達
」
と
の
関
係
を
検
証
し
教
育
学
の
視
点
か
ら
論
じ
て
い

る
。

（
（（
）
自
ら
「
故
国
喪
失
／
エ
グ
ザ
イ
ル
」
の
立
場
を
実
践
し
、「
ア

ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
の
立
場
を
と
り
、「
新
世
界
秩
序
」
の
暴
力
に

対
し
絶
え
ず
批
判
し
続
け
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
が
議
論
す

る
よ
う
に
、「
知
識
人
」
と
は
、
現
体
制
の
組
織
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
さ
れ
た
日
常
生
活
の
在
り
方
に
対
し
て
、
疑
問
符
を
投
げ
掛

け
、
批
判
的
に
考
え
発
言
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
者
と
し
て
い

る
（（111

［（111

］）。

（
（1
）「
世
界
化
」
と
は
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
論
客
で
知
ら

れ
る
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
概
念
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
第

一
世
界
、
特
に
ア
メ
リ
カ
を
中
枢
と
す
る
権
力
構
造
で
そ
の
支
配

を
正
当
化
さ
せ
る
政
治
作
用
を
指
す
（Spivak 1111

［（111

］）。

（
（1
）「
パ
レ
ー
シ
ア
」
と
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
「
真
理
だ
と

思
う
こ
と
を
語
る
権
利
」
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
（Foucault 

11（1
［1111

］）。
明
ら
か
に
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
西
洋
の
文
化
の

歴
史
の
中
に
根
差
し
た
も
の
で
あ
る
。
サ
イ
ー
ド
は
オ
リ
エ
ン
タ
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リ
ズ
ム
批
判
の
実
践
の
時
に
は
そ
う
し
た
西
洋
的
概
念
や
理
論
を

使
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
皮
肉
な
こ
と
で

あ
る
と
も
論
じ
て
い
る
（Said 111（

［（111

］）。
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