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他
者
の
現
象
学

澤　

田　
　
　

直

は
じ
め
に

ド
ゥ
ル
ー
ズ
や
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
プ
ル
ー
ス

ト
は
、
多
く
の
哲
学
者
や
思
想
家
に
よ
っ
て
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。

本
稿
で
は
、
現
象
学
と
の
関
係
、
特
に
サ
ル
ト
ル
を
中
心
に
見
て
い
き
た

い
。
は
じ
め
に
ご
く
簡
略
に
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
対
す
る
サ
ル
ト
ル
の
立
ち

位
置
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
文
学
研
究
者
の
多
く
は
、
サ
ル
ト
ル
を
、
ま

ず
は
プ
ル
ー
ス
ト
批
判
者
と
し
て
思
い
描
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、

ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
文
学
を
語
る
と
き
の
サ
ル
ト
ル
は
、
そ
の
文
脈
で
プ

ル
ー
ス
ト
を
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
作
家
と
し
て
厳
し
く
弾
劾
し
た
。
な
か
で
も
よ

く
知
ら
れ
た
例
は
、
一
九
四
五
年
に
『
現
代
』
誌
を
創
刊
し
た
際
の
「
創

刊
の
辞
」
で
あ
る
。

　

プ
ル
ー
ス
ト
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
で
あ
る
こ
と
を
選
択
し
た
。
彼
は
、

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
共
犯
者
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、

彼
の
作
品
は
人
間
本
性
と
い
う
神
話
を
広
め
る
こ
と
に
貢
献
し
た
か

ら
だ
。
我
々
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
主
知
主
義
的
心
理
学
を
も
は
や
信

じ
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
心
理
学
は
有
害
な
も
の
だ
と
思
う
1
。

プ
ル
ー
ス
ト
は
歴
史
的
条
件
や
階
級
の
対
立
な
ど
か
ら
目
を
背
け
、
人

間
の
普
遍
性
を
素
朴
に
信
じ
る
、
分
析
的
精
神
に
忠
実
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文

学
の
代
表
者
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
だ
が
、
こ
の
批
判
は
、
多
分
に
戦

略
的
な
も
の
で
あ
り
、『
文
学
と
は
何
か
』
に
お
け
る
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス

ム
攻
撃
の
場
合
と
同
様
、
か
な
り
割
り
引
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
2
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
サ
ル
ト
ル
の
プ
ル
ー
ス
ト
批
判
は
そ
も
そ
も
、
戦
前
の

サ
ル
ト
ル
自
身
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
態
度
に
対
す
る
自
己
批
判
的
な
部
分
も

	

―
プ
ル
ー
ス
ト
を
読
む
サ
ル
ト
ル
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含
ん
で
お
り
、
こ
の
発
言
を
額
面
ど
お
り
に
受
け
取
る
こ
と
は
と
う
て
い

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

一　

若
き
日
の
プ
ル
ー
ス
ト
へ
の
傾
倒

サ
ル
ト
ル
が
実
存
主
義
の
旗
手
と
し
て
、
思
想
界
と
文
壇
に
君
臨
す
る

前
に
書
い
た
テ
ク
ス
ト
を
見
て
み
よ
う
。
一
九
四
三
年
発
表
の
哲
学
書

『
存
在
と
無
』
の
序
論
で
は
、
天
才
の
例
と
し
て
プ
ル
ー
ス
ト
の
名
前
が

挙
げ
ら
れ
る
。

　

現
勢
態
の
背
後
に
、
可ピ

ュ

イ

サ

ン

ス

能
態
＝
力
能
や
素ヘ
ク
シ
ス質
や
徳
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
。
た
と
え
ば
、
天
才
│
プ
ル
ー
ス
ト
は
「
天
才
を
持
っ
て

い
た
」
と
か
、
彼
は
天
才
「
で
あ
っ
た
」
と
い
う
意
味
で
│
と
い

う
言
葉
の
意
味
は
、
あ
る
種
の
作
品
を
創
り
出
す
特
異
な
力ピ
ュ
イ
サ
ン
ス能

、

そ
れ
も
創
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
枯
渇
し
て
し
ま
う
よ
う
な
力
能
の

こ
と
で
は
な
い
。
プ
ル
ー
ス
ト
の
天
才
と
は
、
切
り
離
さ
れ
て
捉
え

ら
れ
た
作
品
で
も
、
創
造
す
る
主
体
的
な
力
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、

彼
の
人
格
の
さ
ま
ざ
ま
な
現
れ
の
総
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
作
品
の

こ
と
な
の
だ
3
。

大
作
家
な
ら
ば
、
誰
で
も
よ
い
と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
バ
ル
ザ
ッ
ク
や
ス
タ

ン
ダ
ー
ル
（
サ
ル
ト
ル
の
最
愛
の
作
家
）
で
は
な
く
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
名

を
挙
げ
る
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
当
時
の
プ
ル
ー
ス
ト
の
名
声
の
み
に
求

め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
サ
ル
ト
ル
は
青
年
時
代
に

プ
ル
ー
ス
ト
を
愛
読
し
て
い
た
し
、
第
一
作
『
嘔
吐
』
が
『
失
わ
れ
た
時

を
求
め
て
』
の
強
い
影
響
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
多
く

の
研
究
書
も
あ
る
4
。
小
説
の
最
後
で
、
主
人
公
が
作
品
を
書
く
こ
と
を

決
意
す
る
と
い
う
『
嘔
吐
』
の
構
成
は
、『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
を
想

起
さ
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
し
、
そ
の
他
に
も
多
く
の
類
似
点
が
あ
る
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
が
存
在
す
る
か

ら
、
こ
れ
以
上
は
述
べ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
サ
ル
ト
ル
の
専
門
家
以
外
に

は
、
あ
ま
り
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
若
き
日
の
サ
ル
ト
ル
の
手
帖
を
紹
介

し
て
お
こ
う
。
青
年
期
作
品
集
（E

crits d
e jeu

n
esse

）
に
収
録
さ
れ
た
、

「
カ
ル
ネ
・
ミ
デ
ィ（C

arn
et M

id
y

）」
と
呼
ば
れ
る
手
帖
で
あ
る
。
こ

れ
は
サ
ル
ト
ル
が
一
九
二
四
年
ご
ろ
、
つ
ま
り
一
九
〇
五
年
生
ま
れ
の
サ

ル
ト
ル
が
二
十
才
を
目
前
に
付
け
て
い
た
備
忘
録
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

が
、
こ
こ
に
は
プ
ル
ー
ス
ト
へ
の
手
放
し
の
賛
辞
が
見
ら
れ
る
。

　

私
は
プ
ル
ー
ス
ト
を
偉
大
な
作
家
と
し
て
愛
す
る
の
み
な
ら
ず
、

強
壮
剤
、
刺
激
物
と
し
て
も
愛
す
る
の
だ
。
私
は
彼
の
誤
り
に
対
し

て
寛
容
だ
し
、
そ
れ
を
愛
し
も
す
る
。
動
詞
が
抜
け
て
い
る
文
章
や

稚
拙
さ
に
出
会
う
と
、
作
品
の
大
い
な
る
美
し
さ
を
愛
す
る
と
き
と

同
様
に
、
そ
れ
を
愛
す
る
。
あ
た
か
も
人
が
愛
す
る
者
の
お
く
れ
げ

や
黒ほ
く
ろ子
を
愛
す
る
よ
う
に
。
私
に
と
っ
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
を
読
む
こ

と
は
常
に
、
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
5
。
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こ
の
「
カ
ル
ネ
・
ミ
デ
ィ
」
に
は
、
そ
の
他
に
も
、
モ
ラ
ン
の
「
マ
ル

セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
へ
の
オ
ー
ド
」
が
書
き
写
さ
れ
て
い
た
り
、『
ゲ
ル

マ
ン
ト
の
方
』
か
ら
の
抜
き
書
き
が
五
カ
所
ほ
ど
あ
っ
た
り
、
と
プ
ル
ー

ス
ト
へ
の
傾
倒
ぶ
り
が
明
ら
か
に
見
て
と
れ
る
。

サ
ル
ト
ル
が
プ
ル
ー
ス
ト
を
読
み
は
じ
め
た
の
は
、
本
人
の
回
想
に
よ

れ
ば
、
一
九
二
〇
年
ご
ろ
で
、
ポ
ー
ル
・
ニ
ザ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
級
友

た
ち
に
よ
っ
て
現
代
文
学
に
眼
を
開
か
れ
た
時
期
で
あ
る
6
。
し
た
が
っ

て
、
そ
れ
は
『
ゲ
ル
マ
ン
ト
の
方
』『
ソ
ド
ム
と
ゴ
モ
ラ
』
の
出
版
の
こ
ろ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
カ
ル
ネ
に
は
、『
ソ
ド
ム
と
ゴ
モ
ラ
』
Ⅲ
と
『
囚
わ

れ
の
女
』
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
手
帖
の
執
筆
が
編
者
の

ミ
シ
ェ
ル
・
シ
カ
ー
ル
が
指
摘
す
る
二
四
年
だ
と
す
れ
ば
、
二
三
年
に

刊
行
さ
れ
た
『
囚
わ
れ
の
女
』
刊
行
直
後
、
二
五
年
刊
行
の
『
逃
げ
去
る

女
』
の
前
に
、
こ
の
メ
モ
は
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
最
終
巻
『
見
出
さ
れ
た
時
』
が
刊
行
さ
れ
た

一
九
二
七
年
は
、
サ
ル
ト
ル
が
高
等
師
範
学
校
を
修
了
す
る
と
き
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
サ
ル
ト
ル
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
プ
ル
ー
ス
ト
を
読
ん
だ
の

で
あ
る
。
む
ろ
ん
す
で
に
そ
の
名
声
は
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
で
は
あ
っ
た
。

と
は
い
え
、
サ
ル
ト
ル
は
古
典
と
し
て
の
プ
ル
ー
ス
ト
に
接
し
た
わ
け
で

は
な
い
し
、『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
も
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
が
イ
メ

ー
ジ
す
る
よ
う
な
、
構
築
さ
れ
た
大
伽
藍
と
し
て
サ
ル
ト
ル
に
現
れ
た
わ

け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
頭
の
片
隅
に
留
め
て
お
く
べ
き
こ
と
で
あ

ろ
う
。
も
う
ひ
と
つ
、
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
の
プ
ル
ー
ス
ト
は
な
に
よ
り

も
、
恋
愛
に
お
け
る
パ
ッ
シ
ョ
ン
を
見
事
に
描
い
た
作
家
で
あ
っ
た
。
こ

の
こ
と
は
、
次
の
引
用
か
ら
も
見
て
と
れ
よ
う
。

プ
ル
ー
ス
ト
は
恋
愛
に
関
し
て
悲
観
的
な
考
え
を
持
っ
て
い
る

（
ス
ワ
ン
／
オ
デ
ッ
ト
、
サ
ン
＝
ル
ー
／
ラ
シ
ェ
ル
、
シ
ャ
ル
リ

ュ
ス
／
モ
レ
ル
、
モ
レ
ル
／
チ
ョ
ッ
キ
仕
立
て
女
、
プ
ル
ー
ス

ト
／
ゲ
ル
マ
ン
ト
公
爵
夫
人
、
プ
ル
ー
ス
ト
／
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
）。

プ
ル
ー
ス
ト
に
と
っ
て
、
恋
愛
と
は
、
滑
稽
で
残
酷
な
情
念
で

あ
り
、
精
神
の
構
造
を
狂
わ
す
も
の
だ
。
彼
の
偉
大
で
驚
く
べ

き
才
能
は
、
登
場
人
物
た
ち
を
発
展
さ
せ
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ

る
。
シ
ャ
ル
リ
ュ
ス
は
、『
花
咲
く
乙
女
た
ち
の
か
げ
に
』で「
女

た
ら
し
」
と
紹
介
さ
れ
て
か
ら
、『
囚
わ
れ
の
女
』
ま
で
発
展
し

て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
は
ま
こ
と
に
見
事
で
あ
る
7
。 

　

し
か
し
な
が
ら
、
三
〇
年
代
に
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
手
放
し
の
称
賛

は
影
を
潜
め
、
サ
ル
ト
ル
の
態
度
に
大
き
な
変
化
が
現
れ
る
。
ア
メ
リ
カ

文
学
や
カ
フ
カ
を
発
見
し
た
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
小
説

を
書
く
上
で
の
仮
想
敵
と
な
り
、
こ
の
態
度
が
そ
の
後
、
晩
年
ま
で
一
貫

し
て
続
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
8
。

そ
の
点
は
追
々
見
て
い
く
と
し
て
、
ま
ず
は
、
本
稿
を
準
備
す
る
に
際

し
て
頭
に
浮
か
び
つ
つ
も
、
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
点
を
い
く
つ

か
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
サ
ル
ト
ル
の
コ
ー
パ
ス
全
体
に
見
え
隠
れ
す
る

プ
ル
ー
ス
ト
の
影
で
あ
る
。
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た
と
え
ば
、『
自
由
へ
の
道
』
の
主
人
公
マ
チ
ウ
の
愛
人
の
名
が
、
マ

ル
セ
ル
（
女
性
）
で
あ
る
こ
と
に
さ
ほ
ど
意
味
は
な
い
と
し
て
も
、
マ
チ

ウ
が
密
か
に
共
感
を
寄
せ
る
兄
嫁
の
名
前
が
オ
デ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
は
単

な
る
偶
然
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
サ
ル
ト
ル
の
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
へ
の
心
酔
ぶ
り

は
プ
ル
ー
ス
ト
と
ま
っ
た
く
無
縁
な
の
だ
ろ
う
か
。
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
と
い
う

サ
ル
ト
ル
ら
し
か
ら
ぬ
場
所
の
意
味
は
問
わ
れ
る
に
値
す
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
あ
る
い
は
、
サ
ル
ト
ル
の
小
説
に
お
け
る
幽
閉
と
い
う
テ
ー
マ
が
あ

る
9
。
す
で
に
短
編
「
部
屋
」
に
お
い
て
も
、
閉
じ
こ
も
っ
た
ま
ま
の
カ

ッ
プ
ル
が
描
か
れ
て
い
た
が
、
戯
曲
「
出
口
な
し
」
で
は
、
三
人
の
男
女

が
ホ
テ
ル
の
一
室
に
似
た
地
獄
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
五
九

年
の
戯
曲
『
ア
ル
ト
ナ
の
幽
閉
者
』
で
は
、
主
人
公
フ
ラ
ン
ツ
は
み
ず
か

ら
「
囚
わ
れ
の
男
」
と
な
り
、
他
者
た
ち
の
視
線
に
曝
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
前
す
る
不
在
者
と
な
る
。
こ
う
い
っ
た
事
象

の
う
ち
に
は
紛
れ
も
な
く
プ
ル
ー
ス
ト
の
影
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
し
、
若
き
日
の
プ
ル
ー
ス
ト
へ
の
傾
倒
は
サ
ル
ト
ル
に
深
い
痕

跡
を
残
し
、
生
涯
を
通
じ
て
残
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。
し
か
し
本

稿
で
は
そ
れ
ら
を
十
分
に
展
開
す
る
余
裕
は
な
い
。『
存
在
と
無
』
に
描

か
れ
る
、
対
他
関
係
な
ど
の
分
析
な
ど
に
絞
る
こ
と
に
し
た
い
。

二　

プ
ル
ー
ス
ト
批
判
、
心
理
学

ま
ず
は
、
三
〇
年
代
後
半
か
ら
始
ま
る
、
プ
ル
ー
ス
ト
批
判
の
論
点
を

ま
と
め
て
み
よ
う
。
サ
ル
ト
ル
は
当
初
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
を
自

伝
的
小
説
と
捉
え
て
い
た
よ
う
だ
が
、
プ
ル
ー
ス
ト
を
も
っ
ぱ
ら
心
理
描

写
の
達
人
、
人
間
心
理
の
観
察
者
と
し
て
評
価
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ

の
心
理
学
的
要
素
が
、
次
第
に
批
判
さ
れ
、
否
定
的
な
形
で
捉
え
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
は
二
つ
の
原
因
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
サ
ル
ト
ル

が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
を
通
し
て
、
意
識
の
あ
り
方
を
根
本
的
に
捉
え

直
し
た
た
め
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
ア
メ
リ
カ
小
説
な
ど
に
よ
っ
て
、

内
面
性
よ
り
は
、
外
部
か
ら
人
物
を
描
く
手
法
へ
と
転
向
し
て
い
っ
た
た

め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
は
じ
つ
は
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と

言
え
る
。

「
自
我
の
超
越
」
で
サ
ル
ト
ル
は
、
私
の
自
我
も
他
者
の
自
我
と
同
様
、

意
識
の
外
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。「
エ
ゴ
は
形
式
的
に
も
物
質
的
に

も
意
識
の
う
ち
に
は
な
い
。
そ
れ
は
外
部
、
世
界
の
う
ち
に
あ
る
の
だ
。

そ
れ
は
、
他
者
の
エ
ゴ
と
同
様
、
世
界
の
一
存
在
者
で
あ
る
10
」。
こ
の

考
え
、
す
な
わ
ち
、
意
識
の
住
民
で
あ
る
よ
う
な
「
私
」
な
ど
は
な
い
と

い
う
の
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
重
要
な
論
点
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
別
の
観

点
か
ら
言
う
と
、
意
識
の
内
面
性
（in

tim
ité

）
の
否
定
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
小
説
と
哲
学
を
通
じ
て
、
サ
ル
ト
ル
が
主
張
す
る
の
は
、
こ
の
フ

ッ
サ
ー
ル
か
ら
学
ん
だ
教
え
、
す
な
わ
ち
、
意
識
に
は
内
部
が
な
い
と
い

う
こ
と
な
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
根
本
的
理

念
│
志
向
性
」
と
題
さ
れ
た
短
文
で
サ
ル
ト
ル
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
を
引

き
合
い
に
出
し
て
言
う
。「
い
ま
や
我
々
は
プ
ル
ー
ス
ト
か
ら
解
放
さ
れ

た
。
同
時
に
《
内
的
生
》
か
ら
も
解
放
さ
れ
た
」11
と
。

当
時
の
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
乗
り
越
え
る
べ
き
作
家
は
、
な
に
よ
り
も
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ジ
ィ
ド
と
プ
ル
ー
ス
ト
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
人
間
心
理
の
機
微
を
見
事

に
描
い
た
作
家
だ
っ
た
と
サ
ル
ト
ル
は
考
え
る
。
後
に
、
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク

論
で
、
サ
ル
ト
ル
が
強
調
し
た
よ
う
に
、
作
者
は
神
の
よ
う
に
す
べ
て
を

知
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
外
部
か
ら
人
物
を
描
か
ね
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
小
説
技
法
の
問
題
に
お
い
て
、
心
理
の
問
題
は
一
方
で
現
れ

る
。
作
家
が
、
そ
し
て
語
り
手
が
神
の
よ
う
に
は
、
主
人
公
の
心
の
う
ち

を
知
り
得
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
心
の
機
微
や
決
断
の
因
果
関
係
の
ご
と

き
も
の
も
、
所
詮
は
後
付
け
的
に
説
明
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
作
家

は
、
む
し
ろ
、
因
果
関
係
を
欠
い
た
か
に
見
え
る
登
場
人
物
た
ち
の
行
動

を
説
明
す
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
も
外
面
か
ら
描
く
の
が
好
ま
し
い
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
12
。

だ
が
、
問
題
は
き
わ
め
て
哲
学
的
で
も
あ
る
。
人
間
の
心
理
、
特
に
感

情
な
ど
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い

が
、
初
期
の
哲
学
者
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

『
想
像
力
の
問
題
』
や
「
情
緒
論
素
描
」
な
ど
で
、
繰
り
返
し
こ
の
問
題
が

論
じ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
見
て
と
れ
る
。
こ
こ
で
は
、『
想
像
力
の
問
題
』

か
ら
、
紹
介
し
て
お
こ
う
。
サ
ル
ト
ル
は
プ
ル
ー
ス
ト
を
心
理
学
と
並
べ

て
論
じ
な
が
ら
、
情
感
（affectivité

）
に
関
し
て
、「
プ
ル
ー
ス
ト
と
そ

の
弟
子
た
ち
に
と
っ
て
、
私
の
愛
と
、
愛
さ
れ
る
人
物
と
の
つ
な
が
り
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
隣
接
の
関
係
で
し
か
な
い
13
」
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、

こ
の
よ
う
な
見
解
を
、
感
情
の
一
種
の
独
我
論
と
呼
び
、
感
情
を
、
そ
の

対
象
や
意
味
か
ら
切
り
離
す
た
め
に
そ
う
考
え
て
し
ま
う
の
だ
と
断
定
す

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
の
プ
ル
ー
ス
ト
批
判
は
、

じ
つ
は
、
あ
る
種
の
心
理
学
、
サ
ル
ト
ル
が
主
知
主
義
的
心
理
学
と
呼
ぶ

も
の
と
関
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
点
が
さ
ら
に
明
瞭
に
現
れ
る
の
が
、『
存
在
と
無
』
で
あ
る
。
哲

学
書
と
し
て
は
異
例
の
こ
と
だ
が
、『
存
在
と
無
』
に
は
じ
つ
に
多
く
の

作
家
の
名
前
が
現
れ
る
。
そ
の
う
ち
で
プ
ル
ー
ス
ト
へ
の
言
及
は
十
一
回

と
、
マ
ル
ロ
ー
（
七
回
）、
ジ
ィ
ド
（
八
回
）
を
引
き
離
し
、
群
を
抜
い

て
い
る
。
序
論
で
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
天
才
が
例
に
挙
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
だ
。
そ
の
次
に
は
、
や
は
り
肯
定
的
な
文
脈
で
、

「
対
自
存
在
」
を
論
じ
た
第
二
部
の
第
二
章
「
時
間
性
」
に
お
い
て
、「
心

の
間
歇
」
が
プ
ル
ー
ス
ト
に
よ
っ
て
見
事
に
描
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て

い
る
14
。
サ
ル
ト
ル
が
き
わ
め
て
批
判
的
な
文
脈
で
プ
ル
ー
ス
ト
を
召
喚

す
る
の
は
、
そ
の
す
ぐ
後
で
あ
る
。

　

そ
う
い
う
わ
け
で
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
、
主
知
主
義
的
な
分
解
に
よ

っ
て
、
心
的
な
諸
状
態
の
時
間
的
な
契
機
の
う
ち
に
、
そ
れ
ら
の
諸

状
態
の
あ
い
だ
の
合
理
的
な
因
果
性
の
つ
な
が
り
を
、
た
え
ず
見
出

そ
う
と
つ
と
め
る
。（E

N
 216

）

と
こ
ろ
が
サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
心
理
作
用
の
記
述
に
よ

っ
て
は
、
私
た
ち
は
、
け
っ
き
ょ
く
心
理
に
つ
い
て
何
も
知
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
サ
ル
ト
ル
は
「
ス
ワ
ン
の
恋
」
か
ら
の
長
い
引
用
を
行
っ
た

後
15
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
記
述
に
よ
っ
て
は
、
心
理
作
用
は
理
解
で
き
な
い

と
断
言
す
る
。
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こ
の
分
析
の
結
果
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
心
的
な
も
の

の
不
可
解
さ
は
、
は
た
し
て
解
消
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
。
容
易
に
見
て

と
れ
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
恣
意
的
な
仕
方
で
、
大
き
い
心
的

形
式
を
よ
り
単
純
な
要
素
に
還
元
し
て
も
、
か
え
っ
て
心
的
な
対
象

が
相
互
の
間
に
保
っ
て
い
る
諸
関
係
の
魔
術
的
な
非
合
理
性
が
目
立

つ
ば
か
り
で
あ
る
。（
略
）
プ
ル
ー
ス
ト
は
そ
こ
に
象
徴
的
な
「
化
学

作
用
（ch

im
ism

e

）」
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
が
、
彼
が
用
い
る
化

学
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
非
合
理
的
な
動
機
と
行
動
を
隠
す
こ
と
し
か

で
き
な
い
。（E

N
 216

）

こ
の
よ
う
な
批
判
の
意
図
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、『
存
在

と
無
』
に
お
い
て
、
サ
ル
ト
ル
が
な
に
よ
り
も
、
意
識
の
自
発
性
を
問
題

に
し
て
い
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
る
。
言
い
か
え
る
と
、
こ
こ

で
の
賭
け
金
は
、
意
識
の
自
由
な
の
だ
。
私
た
ち
の
心
の
状
況
は
、
な
ん

ら
か
の
因
果
律
に
よ
っ
て
一
定
に
起
こ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
過
去
が

未
来
を
規
定
す
る
の
で
は
な
い
。
心
的
持
続
に
お
い
て
は
、
過
去
の
状
態

は
現
在
の
状
態
に
作
用
を
及
ぼ
す
と
し
て
も
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
因
果

的
な
関
係
で
は
な
く
、
あ
る
種
、
魔
術
的
で
非
合
理
な
も
の
、
意
識
の
自

発
性
に
よ
る
と
サ
ル
ト
ル
は
述
べ
、
こ
の
作
用
を
知
的
分
析
に
よ
っ
て
理

解
し
う
る
因
果
性
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
主
知
主
義
的
心
理
学
は
空
し
い

と
断
定
す
る
。
そ
し
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
小
説
も
ま
た
、
そ
れ
に
似
て
い

る
と
す
る
の
だ
。
サ
ル
ト
ル
は
、「
プ
ル
ー
ス
ト
的
な
記
述
方
法
の
も
と

で
は
、
主
知
主
義
的
な
分
析
が
つ
ね
に
そ
の
限
界
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
主
知
主
義
的
な
分
析
は
、
全
面
的
な
非
合
理
性
の
表
面
に
お
い
て
、

全
面
的
な
非
合
理
性
を
根
拠
と
し
て
し
か
、
そ
の
分
解
と
分
類
の
操
作
を

行
う
こ
と
が
で
き
な
い
」（E

N
 217

）
と
ま
で
言
う
。
観
点
を
変
え
て
み

れ
ば
、
こ
こ
で
は
プ
ル
ー
ス
ト
は
完
全
に
、
主
知
主
義
的
心
理
分
析
に
対

す
る
批
判
の
ダ
シ
で
し
か
な
い
の
だ
16
。

こ
の
態
度
は
、『
存
在
と
無
』
の
別
の
場
所
で
も
、
現
れ
る
。
第
三
部

「
対
他
関
係
」
第
二
章
「
身
体
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
い
わ
ゆ

る
「
性
格
（caractère

）」
と
い
う
も
の
が
、
他
者
に
と
っ
て
の
認
識
の
う

ち
に
し
か
な
く
、
自
分
自
身
の
性
格
は
認
識
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を

確
認
し
た
う
え
で
、
再
び
プ
ル
ー
ス
ト
を
持
ち
出
す
の
で
あ
る
。
サ
ル
ト

ル
に
よ
れ
ば
、
意
識
そ
の
も
の
が
、
な
ん
ら
か
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
。
意
識
が
自
ら
の
性
格
を
認
識
す
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
他

者
の
観
点
か
ら
出
発
し
て
、
反
省
的
に
自
己
を
眺
め
る
と
き
だ
け
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
重
要
な
箇
所
な
の
で
、
少
々
長
め
に
引
用
す
る
こ

と
に
し
よ
う
。

　

プ
ル
ー
ス
ト
の
主
人
公
は
、
直
接
的
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
性
格

を
「
持
っ
て
い
な
い
」。
彼
は
、
自
分
を
意
識
し
て
い
る
か
ぎ
り
に

お
い
て
、
ま
ず
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
共
通
す
る
一
般
的
な
諸
反
応（
情

念
、
情
緒
、
思
い
出
の
出
現
順
序
な
ど
の
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」）
の
総
体

と
し
て
、
自
分
の
気
持
ち
を
打
ち
明
け
る
。
こ
う
し
て
誰
も
が
そ
こ

に
自
分
の
姿
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
反
応
は
、
心
的
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な
も
の
の
一
般
的
な
「
本
性
」
に
属
す
る
か
ら
だ
。
私
た
ち
が
、
プ

ル
ー
ス
ト
の
主
人
公
の
性
格
を
（
た
と
え
ば
、
弱
さ
、
受
動
性
、
恋

愛
と
金
銭
と
の
特
殊
な
結
び
つ
き
等
に
関
し
て
）
規
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
私
た
ち
が
生な
ま

の
与
件
を
解
釈
す
る
か
ら
だ
。
与
件
に

対
し
て
、
外
的
な
観
点
を
と
り
、
そ
れ
ら
を
比
較
し
、
そ
こ
か
ら
恒

常
的
で
客
観
的
な
諸
関
係
を
抽
出
し
よ
う
と
試
み
る
。
だ
が
、
そ

れ
に
は
、
距
離
が
必
要
で
あ
る
。
読
者
が
、
普
通
の
読
書
気
分
に

ひ
た
っ
て
、
小
説
の
主
人
公
と
同
化
し
て
い
る
か
ぎ
り
、「
マ
ル
セ

ル
」
の
性
格
は
、
読
者
に
は
気
づ
か
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
マ

ル
セ
ル
の
性
格
は
、
こ
の
水
準
に
お
い
て
は
、
存
在
し
な
い
。
そ
れ

は
、
私
が
、
自
分
と
作
者
と
を
ひ
と
つ
に
結
び
つ
け
て
い
る
共
犯

関
係
を
断
ち
切
る
場
合
に
し
か
現
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
書
物

を
腹
心
の
友
（co

n
fi
d
en

t

）
と
見
な
す
こ
と
を
や
め
、
打
ち
明
け
話

（co
n
fi
d
en

ce

）、
さ
ら
に
言
え
ば
、
記
録
と
見
な
す
場
合
の
み
な
の
だ
。

E
N

 416

こ
の
よ
う
な
プ
ル
ー
ス
ト
の
援
用
の
仕
方
は
、
恣
意
的
の
そ
し
り
を
免

れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
そ
の
一
方
で
、
サ
ル
ト
ル
は

プ
ル
ー
ス
ト
の
描
く
世
界
が
け
っ
し
て
還
元
主
義
一
辺
倒
で
な
い
こ
と
も
、

認
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
第
四
部
第
二
章
第
一
節「
実
存
的
精
神
分
析
」

の
章
で
あ
る
。
人
間
の
欲
望
を
、
意
識
の
投
企
（p

ro
jet

）
と
い
う
観
点

か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
の
章
に
お
い
て
、
サ
ル
ト
ル
は
積
極
的
な
文

脈
で
プ
ル
ー
ス
ト
を
引
き
合
い
に
出
す
。

 

　

プ
ル
ー
ス
ト
は
そ
の
主
知
主
義
的
、
分
析
的
な
傾
向
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
愛
や
嫉
妬
は
、
ひ
と
り
の
女
を
所
有
し
た
い
と
い
う
た
だ
そ

れ
だ
け
の
欲
望
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
女
を
通
し
て
、

世
界
全
体
を
独
占
し
よ
う
と
目
ざ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

E
N

 649

三　

対
他
関
係
の
特
権
的
な
形
象
と
し
て
の
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ

し
か
し
、
サ
ル
ト
ル
が
プ
ル
ー
ス
ト
を
援
用
す
る
際
の
一
番
の
焦
点
と

な
る
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
他
者
と
の
具
体
的
な
諸
関
係
を
論
じ
る
と

き
で
あ
る
。
そ
の
際
に
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
の
例
が
出
て
く
る
の
は
、
想
像

に
か
た
く
な
い
。

 

　

た
と
え
ば
プ
ル
ー
ス
ト
の
主
人
公
は
、
愛
人
を
自
分
の
家
に
住
ま

わ
せ
て
い
て
、
一
日
の
う
ち
い
つ
で
も
彼
女
に
会
い
、
彼
女
を
所
有

す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
物
質
的
に
も
彼
女
を
ま
っ
た
く
自
分
に
依

存
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
て

よ
い
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
、
じ
つ
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
は
心
配
に

苛
ま
れ
て
い
る
。
マ
ル
セ
ル
が
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
の
傍
に
い
る
と
き

で
さ
え
も
、
彼
女
の
意
識
に
よ
っ
て
、
彼
女
は
、
彼
か
ら
逃
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
彼
が
休
息
を
得
る
こ
と
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
彼
女
が

眠
っ
て
い
る
の
を
眺
め
て
い
る
と
き
だ
け
な
の
だ
。
だ
と
す
れ
ば
、
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愛
と
は
「
意
識
」
を
捕
囚
し
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
。E

N
 434

捉
え
が
た
い
他
者
の
典
型
と
し
て
、
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
と
い
う
形
象
が
対

他
関
係
に
お
い
て
、
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
も

つ
こ
と
を
こ
の
文
は
示
し
て
い
る
。
こ
の
く
だ
り
は
、『
存
在
と
無
』
第

三
部
「
対
他
存
在
」
第
三
章
「
他
者
と
の
具
体
的
な
諸
関
係
」
の
第
一
節

「
他
者
に
対
す
る
第
一
の
態
度
│
愛
、
言
語
、
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
」
に
見
ら

れ
る
。
そ
こ
で
、
サ
ル
ト
ル
は
、「
ま
な
ざ
し
」
と
い
う
理
論
的
に
は
双

方
向
的
で
あ
る
体
験
か
ら
出
発
し
て
、
私
た
ち
が
具
体
的
な
他
者
を
い
か

に
所
有
と
い
う
形
で
捉
え
よ
う
と
す
る
の
か
を
様
々
な
視
点
か
ら
検
討
す

る
。
サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
人
間
存
在
が
自
由
で
あ
る
か
ぎ
り
、
他
者
も

私
と
同
様
に
自
由
な
わ
け
だ
が
、
愛
と
は
、
そ
の
他
者
の
自
由
を
私
の
自

由
の
う
ち
に
絡
め
取
ろ
う
と
す
る
無
益
な
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
い

う
の
も
、
他
者
の
自
由
は
、
ど
う
あ
っ
て
も
私
の
手
か
ら
逃
れ
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
愛
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
逃
げ

去
る
女
性
、
つ
ね
に
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
へ
と
す
り
抜
け
て
い
く
ア
ル

ベ
ル
チ
ー
ヌ
と
い
う
人
物
は
、
ま
さ
に
他
者
の
現
象
学
に
お
い
て
エ
ン
ブ

レ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
存
在
な
の
で
あ
る
。

　

だ
と
す
れ
ば
、「
他
者
の
哲
学
者
」
で
あ
る
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
が
、
同
様
に
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
に
強
い
関
心
を
示
し
た
の
も
当
然
で

あ
ろ
う
。
プ
ル
ー
ス
ト
に
関
し
て
、
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
論
考
を
書
か

な
か
っ
た
サ
ル
ト
ル
と
は
異
な
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
は
短
い
と
は
い
え
、

プ
ル
ー
ス
ト
に
関
す
る
論
考
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
四
七
年
に
雑
誌
『
デ
ウ

カ
リ
オ
ン
』
に
発
表
さ
れ
た
「
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
け
る
他
者
17
」
だ
が
、
そ

こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

囚
わ
れ
の
身
で
あ
り
、
逃
げ
去
っ
て
い
く
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
の
物

語
は
、
空
虚
で
あ
る
と
同
時
に
尽
き
る
こ
と
の
な
い
他
者
の
他
者
性

へ
の
飽
く
な
き
好
奇
心
か
ら
出
発
し
て
、
内
面
の
生
が
出
現
す
る
こ

と
を
語
る
も
の
で
あ
る
。N

P
 121

こ
の
よ
う
に
、
対
他
関
係
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
や
は
り
、「
話

者
」
と
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
と
の
関
係
の
う
ち
に
見
出
す
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、

一
九
〇
六
年
生
ま
れ
で
、
サ
ル
ト
ル
と
一
つ
違
い
だ
か
ら
、
ま
さ
に
同
時

代
人
で
あ
る
。
た
だ
し
、
リ
ト
ア
ニ
ア
生
ま
れ
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
プ
ル
ー

ス
ト
を
読
ん
だ
の
は
、
一
九
二
三
年
、
ス
ト
ラ
ー
ス
ブ
ー
ル
大
学
に
入
学

し
た
後
、
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
影
響
を
受
け
て
の
こ
と
だ
と
言
わ

れ
る
。
そ
し
て
、
と
く
に
ド
イ
ツ
軍
が
パ
リ
を
占
拠
し
、
一
九
四
〇
年
か

ら
四
五
年
ま
で
捕
虜
に
な
っ
て
い
た
こ
ろ
、
プ
ル
ー
ス
ト
を
熱
心
に
読
ん

だ
よ
う
で
、
最
近
公
刊
さ
れ
た
『
捕
囚
手
帳
』、
特
に
四
二
年
の
手
帖
２

に
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
関
す
る
メ
モ
や
抜
き
書
き
が
集
中
し
て
見
ら
れ

る
18
。こ

の
短
い
論
考
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
プ
ル
ー
ス
ト
を
心
理
学
や
社
会
学

に
還
元
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
ま
ず
は
指
摘
し
、
両
大
戦
間
の
読
者
た

ち
が
、
プ
ル
ー
ス
ト
を
読
む
際
に
も
っ
ぱ
ら
、
フ
ロ
イ
ト
や
ベ
ル
ク
ソ
ン

に
比
す
べ
き
心
理
学
の
巨
匠
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
当
時
の
風
俗
を
風
刺
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的
に
描
い
た
絵
巻
作
者
と
し
て
捉
え
て
き
た
こ
と
を
批
判
す
る
。
こ
の
よ

う
な
文
脈
で
、
心
理
学
的
読
解
の
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
サ
ル
ト

ル
だ
。プ

ル
ー
ス
ト
の
分
析
は
、
た
と
え
そ
れ
が
リ
ボ
を
思
い
起
こ
す
も
の

だ
と
し
て
も
、
│
と
い
う
か
、
サ
ル
ト
ル
が
な
ん
と
言
お
う
と
も
、

そ
れ
が
リ
ボ
を
思
い
起
こ
す
こ
と
は
稀
だ
が
│
魂
を
刺
激
す
る
棘

で
あ
る
、
自
己
と
自
己
と
の
間
に
あ
る
疎
遠
性(étran

geté)

を
表

現
し
て
い
る
。N

P
 120

一
九
三
八
年
に
サ
ル
ト
ル
が
言
っ
た
と
さ
れ
る
「
プ
ル
ー
ス
ト
の
心
理
学

だ
っ
て
？　

そ
ん
な
も
の
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
心
理
学
で
す
ら
な
い
、
リ

ボ
の
心
理
学
だ
」（N

P
 118

）
の
出
典
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
特
定
で
き
ず

に
い
る
の
だ
が
19
、
サ
ル
ト
ル
は
『
想
像
力
』
を
は
じ
め
、
い
く
つ
か
の

場
所
で
も
テ
オ
デ
ュ
ー
ル
・
リ
ボ
を
明
示
的
に
引
い
て
批
判
し
て
い
る
か

ら
、
プ
ル
ー
ス
ト
と
絡
め
て
リ
ボ
を
引
き
合
い
に
出
し
た
可
能
性
は
十
分

あ
り
う
る
こ
と
だ
20
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
当
時
有
名
で
あ
っ
た
リ
ボ
の
著
作

を
読
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
を
単
純
に
自
ら
の
小
説
手
法
に
取
り
入
れ
た
わ

け
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
21
。
サ
ル
ト
ル
も
む
ろ
ん
、
そ
の
こ

と
は
承
知
し
て
い
た
は
ず
だ
。
そ
れ
で
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
批
判
を
ど
う

読
み
取
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
な
に
よ
り
も
、
テ
ー
ヌ
、
リ
ボ
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
な
ど
の
思
想
家
に
結
び
つ
け
ら
れ
が
ち
な
プ
ル
ー
ス
ト
の
心

理
分
析
を
そ
れ
ら
か
ら
引
き
離
し
、
そ
れ
自
体
と
し
て
考
察
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
言
い
か
え
れ
ば
、
巷
に
溢
れ
る
俗
流
の
心
理
学
と
は
異

な
る
も
の
と
し
て
プ
ル
ー
ス
ト
の
小
説
を
読
む
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の

が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
主
張
の
骨
子
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
プ
ル
ー
ス
ト
を
心
理
学
と
単
純
に
比
較
し
て
は
な
ら

な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、『
失
わ
れ
た
時
を
求
め

て
』
に
お
い
て
重
要
な
点
は
、
描
か
れ
る
内
的
な
出
来
事
そ
の
も
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
「
自
我
が
内
的
出
来
事
を
捉
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
衝
撃
を

受
け
る
あ
り
方
」（N

P
 120

）
の
ほ
う
だ
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、

そ
の
際
に
、
自
我
は
、「
出
来
事
に
あ
た
か
も
他
人
の
う
ち
に
お
い
て
で

あ
る
か
の
よ
う
」
に
出
会
う
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、

サ
ル
ト
ル
が
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
い
て
心
理
学
的
と
し
て
糾
弾
し
た
心
理
描

写
を
別
の
角
度
か
ら
考
察
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。

プ
ル
ー
ス
ト
の
心
理
学
の
う
ち
に
経
験
主
義
的
心
理
学
の
手
法
を
見

出
す
こ
と
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
作
品
の
魅
力
を
破
壊
す
る
こ
と
で
は

な
く
、
作
用
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
プ
ル
ー
ス
ト
の

作
品
に
あ
っ
て
は
、
心
理
学
の
理
論
は
手
段
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
。

N
P
 188

こ
の
よ
う
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
に
見
ら
れ

る
心
理
学
使
用
を
擁
護
す
る
の
だ
が
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
い
て
心
理
学
の

理
論
が
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
は
ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

は
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
い
て
は
、
定
義
さ
れ
た
現
実
が
そ
の
定
義
を
逃
れ
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て
い
く
点
に
注
目
す
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
作
品
は
、
あ
る
種
の
両
義
性
、
あ

る
い
は
二
重
化
作
用
を
表
し
て
い
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
の
小
説
で
は
つ
ね
に

あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、「
絶
対
的
な
非
決
定
性
」
が
あ
る
。
つ

ま
り
、「
あ
る
行
為
は
、
予
見
不
可
能
な
意
図
を
秘
め
た
「
背
面
行
為
」
に

よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
、
事
物
は
、
思
い
も
よ
ら
な
い
展
望
と
次
元
を
有
し

た
「
背
面
事
物
」
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ

が
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
世
界
に
お
け
る
真
の
内
面
化
な
の
だ
」（N
P
 199

）。

同
時
に
、
そ
こ
で
は
、
自
我
も
ま
た
、
常
に
二
重
化
し
て
い
る
点
に
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
は
着
目
す
る
。
つ
ま
り
、
プ
ル
ー
ス
ト
的
反
省
に
お
い
て
は
、
自

我
と
そ
の
状
態
と
の
ず
れ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
あ
る
種
の
屈
折
に
よ

っ
て
強
い
ら
れ
る
こ
の
反
省
は
、
内
面
的
生
そ
の
も
の
を
浮
き
彫
り
に
す

る
、
と
い
う
の
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
主
張
で
あ
る
。

　

あ
た
か
も
、
も
う
一
人
の
自
分
が
た
え
ず
自
分
を
二
重
化
し

て
い
る
か
の
よ
う
な
の
だ
。
比
類
な
き
友
情
に
よ
っ
て
、
と
同

時
に
冷
徹
な
疎
遠
性(étran

geté)

に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
起
こ

る
。
生
は
、
こ
の
疎
遠
性
を
乗
り
越
え
よ
う
と
努
め
る
の
だ
が
。

プ
ル
ー
ス
ト
に
お
け
る
神
秘
は
、
他
者
の
神
秘
に
他
な
ら
な
い
。

N
P
 120

他
者
の
神
秘
。
こ
れ
こ
そ
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
プ
ル
ー
ス
ト
の
小
説
世

界
に
読
み
取
る
も
の
で
あ
る
。
他
者
と
は
、
け
っ
し
て
自
己
に
回
収
さ
れ

得
な
い
も
の
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
は
、
サ
ル
ト
ル
も
ま
た
指
摘
し
た
こ

と
だ
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
だ
け
が
重
要
な
わ
け
で
は

な
い
。
プ
ル
ー
ス
ト
の
作
品
が
示
す
こ
と
は
、
他
者
の
他
者
性
に
打
ち
当

た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
自
身
も
ま
た
私
に
と
っ
て
他
者
で
あ
る
こ
と
が
、

理
解
不
能
な
眼
前
の
他
者
を
通
し
て
啓
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
愛
と
い
う
こ
と
の
意
味
す
ら
も
変
化
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
、

と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
考
え
る
。

　

愛
が
他
者
と
の
融
合
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
愛
が
他
人
の
申
し
分

の
な
い
美
点
を
前
に
し
た
と
き
の
恍
惚
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
あ
る

い
は
ま
た
心
穏
や
か
に
何
か
を
所
有
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、

マ
ル
セ
ル
は
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
を
愛
し
て
は
い
な
い
。（
略
）
愛
な

ら
ざ
る
も
の
こ
そ
が
愛
で
あ
り
、
愛
で
あ
り
、
捉
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
の
闘
い
が
所
有
で
あ
り
、
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
の
不
在
、

彼
女
の
現
前
な
の
だ
。N

P
 123

こ
の
指
摘
は
、
視
点
を
変
え
て
言
え
ば
、
孤
独
、
隔
て
ら
れ
た
恋
愛
と

い
う
こ
と
へ
の
注
目
、
言
い
か
え
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
可

能
性(in

co
m

m
u
n
icab

ilité)

と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
意
味
で
、
プ
ル

ー
ス
ト
に
よ
っ
て
、
孤
独
は
新
た
な
意
味
を
獲
得
し
た
、
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

は
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
世
界
に
お
い
て
、
孤
独
こ
そ
が
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
可
能
性
こ
そ
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ

と
反
転
す
る
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
う
ち
に
、
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二
重
の
意
味
で
、
完
全
な
他
者
性
を
読
み
込
む
の
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

に
よ
れ
ば
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
優
れ
て
社
会
的
な
も
の
の
詩
人
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
彼
が
風
俗
を
描
い
た
画
家
だ
か
ら
で
は
な
く
、
他
者
関
係

の
根
本
を
捉
え
た
か
ら
な
の
だ
│
こ
う
い
っ
た
指
摘
は
、
す
で
に
『
捕

囚
手
帳
』
に
お
い
て
、
素
描
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
22
、
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
は
論
文
に
お
い
て
そ
れ
を
よ
り
明
瞭
に
展
開
し
て
い
る
│
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
に
よ
れ
ば
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
最
も
深
い
教
え
は
次
の
点
に
あ
る
。
つ
ま

り
、
永
遠
に
他
な
る
も
の
に
留
ま
り
続
け
る
何
か
と
の
関
係
の
う
ち
に
、

そ
し
て
、
不
在
で
神
秘
的
な
他
者
と
の
関
係
の
う
ち
に
、
現
実
を
置
く
こ

と
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
関
係
を
、「
自
我
」
の
内
面
性
の
う
ち
に
さ
え

見
出
す
こ
と
、「
あ
る
も
の
は
あ
り
、
な
い
も
の
は
な
い
」
と
い
う
、
変

化
で
は
な
く
連
続
性
を
認
め
る
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
的
な
態
度
と
決
定
的
に
手

を
切
る
よ
う
な
弁
証
法
を
始
め
た
こ
と
に
あ
る
（N

P
 123

）。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
二
人
の
哲
学
者
に
と
っ
て
、
プ
ル
ー
ス
ト

の
問
題
が
何
よ
り
も
、
他
者
関
係
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

他
者
の
問
題
が
き
わ
め
て
重
要
な
主
題
で
あ
っ
た
現
象
学
の
哲
学
者
た
ち

に
と
っ
て
、
誰
も
が
理
解
し
や
す
い
形
で
の
具
体
例
が
プ
ル
ー
ス
ト
の
小

説
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
な
に
よ
り
も
、

ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
と
い
う
形
象
の
も
と
に
、
自
己
と
他
者
と
い
う
切
り
口

か
ら
読
ま
れ
た
の
で
あ
る
23
。

五　

他
者
を
通
し
て
顕
現
す
る
人
間
の
独
自
＝
普
遍
性

前
節
で
検
討
し
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
論
証
は
き
わ
め
て
説
得
力
に
富
み
、

こ
れ
だ
け
を
読
む
と
、
サ
ル
ト
ル
は
プ
ル
ー
ス
ト
の
重
要
な
点
を
見
落
と

し
た
と
結
論
し
た
く
な
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
の
サ
ル
ト
ル
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
じ
つ
は
、
他
者
の
他
者
性
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
可
能
性
、
自
我
の
二
重
化
は
、
サ
ル
ト
ル
自
身

の
主
要
な
テ
ー
マ
で
も
あ
り
、
彼
自
身
が
哲
学
と
小
説
に
お
い
て
飽
く
こ

と
な
く
追
求
し
て
き
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、『
存
在
と

無
』
で
展
開
さ
れ
る
人
間
存
在
の
根
本
的
特
徴
と
は
、
ま
さ
に
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
が
述
べ
た
よ
う
な
、
他
者
の
絶
対
性
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
自
己

の
自
己
に
対
す
る
他
者
性
で
あ
っ
た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
現
象
学
的
ア

プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
炙
り
出
さ
れ
る
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
自
我

論
お
よ
び
他
者
論
に
関
し
て
は
、
二
人
の
哲
学
者
の
間
に
微
妙
な
相
違
は

あ
る
に
せ
よ
、
論
に
関
す
る
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
に
は
通
底
す
る
も
の
が

あ
る
の
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
サ
ル
ト
ル
が
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
小
説
が
こ
の
よ
う
な
作
用

を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
公
に
は
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
も
確
か
で

あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
小
説
の
実
践
に
お
い
て
は
、
サ
ル
ト
ル
は
プ
ル
ー

ス
ト
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
他
者
体
験
を
肌
に
ひ
り
ひ
り
と
感
じ
る
形
で
描

く
仕
方
を
受
け
継
い
だ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
も
う
一
度
、
サ
ル

ト
ル
に
戻
っ
て
、
残
さ
れ
た
紙
幅
で
、
こ
の
問
題
を
同
性
愛
と
い
う
テ
ー

マ
を
通
し
て
見
て
お
こ
う
。
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サ
ル
ト
ル
は
、
戦
後
に
発
表
し
た
長
篇
小
説
『
自
由
へ
の
道
』
に
ダ
ニ

エ
ル
・
セ
ラ
ノ
と
い
う
同
性
愛
者
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
全
篇
を
通
じ
て

き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
、
ほ
と
ん
ど
副
主
人
公
級
の
人
物
で
あ

る
24
。
精
緻
な
論
証
ぬ
き
で
、
結
論
だ
け
言
え
ば
、
こ
の
ダ
ニ
エ
ル
と
い

う
人
物
の
造
形
に
際
し
て
シ
ャ
ル
リ
ュ
ス
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
は
ず

だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
シ
ャ
ル
リ
ュ
ス
と
い
う
人
物
の

存
在
感
に
サ
ル
ト
ル
が
圧
倒
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
こ
と
に
関
し
て
は
、

彼
自
身
の
証
言
が
あ
る
25
。
さ
て
、
こ
の
ダ
ニ
エ
ル
に
は
、
モ
デ
ル
が
い

る
。
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
の
高
校
で
同
僚
で
あ
っ
た
ズ
オ
ロ
と
い
う
同
性
愛
者

だ
。
三
九
年
の
夏
休
み
を
サ
ル
ト
ル
と
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
、
ズ
オ
ロ
も

含
め
た
何
人
か
で
南
仏
で
過
ご
し
た
。
サ
ル
ト
ル
は
あ
る
女
友
だ
ち
（
ヴ

ェ
ド
リ
ー
ヌ
）
宛
の
手
紙
で
こ
の
ヴ
ァ
カ
ン
ス
の
こ
と
を
細
か
に
語
っ
て

い
る
が
、
そ
こ
で
の
ズ
オ
ロ
の
行
動
を
説
明
す
る
際
に
、
シ
ャ
ル
リ
ュ
ス

と
モ
レ
ル
の
関
係
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
も
傍
証
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
よ
う
26
。
だ
が
、
問
題
は
、
主
人
公
マ
チ
ウ
・
ド
ゥ
ラ
リ
ュ
に
真
っ

向
か
ら
対
立
す
る
人
物
と
し
て
、
な
ぜ
サ
ル
ト
ル
が
同
性
愛
者
を
出
し
て

き
た
の
か
で
あ
る
。
小
説
に
彩
り
を
添
え
る
の
に
お
誂
え
の
人
物
の
モ
デ

ル
に
な
る
絶
好
の
人
物
が
身
近
に
い
た
と
言
う
だ
け
で
は
説
明
は
つ
く
ま

い
。私

の
仮
説
は
こ
う
だ
。
ダ
ニ
エ
ル
は
、
当
時
の
男
色
者
の
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
の
よ
う
に
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界

に
お
け
る
堕
天
使
、
美
的
な
も
の
へ
の
渇
望
、
女
嫌
い
（
そ
の
一
方
で
表

面
的
な
女
性
に
対
す
る
優
し
い
態
度
）、
男
性
性
の
崇
拝
、
母
性
へ
の
憧

れ
と
忌
避
、
ド
イ
ツ
び
い
き
、
虚
言
癖
、
ナ
ル
シ
ズ
ム
、
悪
魔
的
存
在
、

等
々
27
。『
存
在
と
無
』
の
自
己
欺
瞞
の
部
分
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
28
、

同
性
愛
者
は
、
自
ら
の
あ
り
方
を
つ
ね
に
他
者
に
対
し
て
隠
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
自
分
自
身
に
も
同
性
愛
者
で
あ
る
こ
と
を
隠
す
と

い
う
自
己
欺
瞞
的
な
あ
り
方
に
陥
る
こ
と
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
社

会
に
対
し
て
、
常
に
本
体
の
自
己
と
は
別
な
人
間
を
演
じ
る
と
い
う
あ
り

か
た
の
た
め
に
、
自
分
の
二
重
性
を
鋭
く
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
存
在
で
も

あ
る
の
だ
。
自
ら
の
誠
実
性
（
そ
れ
は
全
き
の
自
己
同
一
性
だ
）
を
ま
っ

た
く
疑
わ
な
い
主
人
公
、
哲
学
教
師
の
マ
チ
ウ
に
対
し
て
、
自
ら
に
対
し

て
も
、
他
者
に
対
し
て
も
誠
実
で
な
い
ダ
ニ
エ
ル
が
、
自
分
が
ゲ
イ
で
あ

る
こ
と
を
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
し
た
と
き
、
二
人
の
関
係
に
驚
く
べ
き
逆
転

が
起
こ
る
。
自
己
が
一
枚
岩
的
な
自
己
で
あ
る
と
信
じ
込
ん
で
い
る
マ
チ

ウ
に
対
し
て
、
自
分
の
本
質
的
な
二
重
性
を
意
識
す
る
ダ
ニ
エ
ル
の
ほ
う

が
、
存
在
論
的
に
決
定
的
に
優
位
に
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
マ
チ
ウ

は
、
そ
し
て
、
私
た
ち
読
者
も
ま
た
、
ま
さ
に
こ
の
自
己
と
自
己
の
間
に

あ
る
深
淵
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

サ
ル
ト
ル
が
同
性
愛
者
ダ
ニ
エ
ル
を
登
場
さ
せ
る
理
由
は
そ
れ
だ
け
に

留
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
結
論
だ
け
言
っ
て
し
ま
え
ば
、

男
・
女
を
は
じ
め
と
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
明
瞭
な
二
項
対
立
的
構
図
を
崩

す
者
と
し
て
、
ダ
ニ
エ
ル
は
小
説
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
、
作
家
サ
ル
ト
ル
が
プ
ル
ー
ス
ト
か
ら
学

ん
だ
こ
と
、
あ
え
て
告
白
は
し
て
い
な
い
が
、
重
要
な
教
え
で
は
な
か
っ

た
だ
ろ
う
か
。
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サ
ル
ト
ル
は
、
同
性
愛
者
と
し
て
の
プ
ル
ー
ス
ト
に
何
度
か
言
及
し
て

い
る
が
、
た
と
え
ば
、『
聖
ジ
ュ
ネ
』
に
は
、
い
ま
指
摘
し
た
問
題
系
が

は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
男
色
者
の
ド
ラ
マ
と
は
、
じ

つ
は
、
非
順
応
主
義
者
の
ド
ラ
マ
な
の
だ
29
」
と
指
摘
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

同
性
愛
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
社
会
的
な
慣
習
と
折
り
合
い
を
付
け

よ
う
と
す
る
の
だ
と
し
た
う
え
で
、
サ
ル
ト
ル
は
言
う
。

　

不
可
知
論
者
で
あ
る
プ
ル
ー
ス
ト
は
、
彼
の
責
任
の
な
さ
を
心
理

的
決
定
論
の
上
に
基
礎
づ
け
て
い
る
が
、
こ
の
心
理
的
決
定
論
は
、

立
場
の
必
要
か
ら
彼
が
発
明
し
、
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
プ
ル
ー

ス
ト
の
分
析
は
、
特
に
、
彼
の
「
悪
徳
」
と
関
係
の
な
い
行
為
や
感

情
を
対
象
に
す
る
と
き
で
も
、
弁
護
論
な
の
だ
。（
略
）
正
常
な
人

間
な
ど
い
な
い
。
シ
ャ
ル
リ
ュ
ス
の
男
色
は
彼
を
苦
し
め
る
ガ
ン
で

あ
る
が
、
異
性
愛
者
で
あ
る
ス
ワ
ン
の
嫉
妬
も
ま
た
、
同
じ
く
破
壊

的
な
の
で
あ
る
。SG
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先
の
引
用
で
は
、n

o
n
–co

n
fo

rm
iste

を
「
非
順
応
主
義
者
」
と
取
り

あ
え
ず
訳
し
た
が
、
こ
の
言
葉
が
「
性
的
倒
錯
者
」
の
婉
曲
表
現
で
あ
る

こ
と
を
想
い
出
せ
ば
、
こ
こ
で
は
、
や
や
同
語
反
復
的
で
は
あ
る
が
、
ま

さ
に
、
社
会
が
課
す
る
価
値
と
自
分
が
掲
げ
る
価
値
の
不
一
致
、
さ
ら
に

は
、
自
分
自
身
と
の
不
一
致
こ
そ
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
こ
で
も
サ
ル
ト
ル
は
、
一
見
プ
ル
ー
ス
ト
の
普
遍
主
義
に
対
し
て
、

個
々
の
状
況
や
個
別
性
の
方
に
重
点
を
置
く
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
が
、
重
要
な
の
は
そ
の
点
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
同
性
愛
と

い
う
ト
ポ
ス
に
、
独
自
と
普
遍
を
結
び
つ
け
る
鍵
を
見
出
し
て
い
る
こ
と

で
は
あ
る
ま
い
か
。
二
項
対
立
的
思
考
法
ば
か
り
が
指
摘
さ
れ
る
サ
ル
ト

ル
だ
が
、
同
性
愛
と
い
う
き
わ
め
て
両
義
的
な
ト
ポ
ス
に
つ
い
て
、
彼
ほ

ど
正
面
か
ら
論
じ
た
哲
学
者
は
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
最
初
に
紹
介
し
た
「『
現
代
』
誌
創
刊
の

辞
」
に
お
け
る
プ
ル
ー
ス
ト
批
判
は
裏
返
し
の
賛
辞
と
も
見
て
と
れ
る
。

　

男
色
者
と
し
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
、
ス
ワ
ン
の
オ
デ
ッ
ト
に
対
す

る
愛
を
描
写
し
よ
う
と
し
た
際
に
、
自
ら
の
同
性
愛
の
経
験
を
用
い

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
で
あ
る
彼
は
、
金
と
余

暇
の
あ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
が
囲
い
者
に
対
し
て
も
つ
感
情
を
恋
愛
の
原

型
と
し
て
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
普
遍
的
情パ
ッ
シ
ョ
ン
念
の
存
在
を
信

じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
情
念
の
あ
り
方
は
、
そ
れ
を
感
じ
る
個

人
の
性
の
特
徴
や
社
会
条
件
、
個
人
が
生
き
る
国
や
時
代
を
変
え
て

も
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
と
す
る
の
だ
。s. t. II 20

こ
の
よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
は
作
家
プ
ル
ー
ス
ト
が
前
提
と
す
る
普
遍
性

を
指
弾
し
た
。
し
か
し
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
普
遍
的
な
も
の
に
単
純
に
還
元

さ
れ
る
よ
う
な
情
念
を
語
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
私
た
ち
は
知
っ
て

い
る
。
彼
は
む
し
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
情
念
に
ま
さ
に
独
自
性
を
通
し

て
普
遍
的
な
も
の
の
構
築
を
読
者
の
う
ち
に
呼
び
か
け
る
の
で
あ
り
、
引

き
起
こ
す
の
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
私
た
ち
が
プ
ル
ー
ス
ト
を
読
ん
で
そ
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こ
に
喜
び
を
見
出
す
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
、
そ
こ
に
は
あ
ら
か
じ
め
想
定

さ
れ
た
よ
う
な
安
易
な
普
遍
性
で
は
な
く
、
独
自
性
を
通
し
た
普
遍
性
の

追
求
が
あ
る
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
30
。
そ
し
て
、
じ
つ
は
、
こ
の
普
遍

可
能
な
独
自
性
の
追
求
こ
そ
、
サ
ル
ト
ル
の
実
存
主
義
の
真
髄
で
も
あ
る

の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
プ
ル
ー
ス
ト
作
品
は
、
サ
ル
ト
ル
自
身
の
目
ざ
し

た
も
の
と
見
事
に
共
鳴
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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5 
É

crits d
e jeu

n
esse, texte étab

li p
ar M

. C
o
n
tat et M

. R
y-

b
alk

a, G
allim

ard
, 1990, p

. 480. 

下
で
は E

J

と
略
記
。

6 

「
そ
の
こ
ろ
、
ぼ
く
ら
は
真
面
目
な
も
の
を
読
み
は
じ
め
た
ん
だ
。

た
と
え
ば
グ
リ
ュ
ベ
ー
ル
は
プ
ル
ー
ス
ト
を
読
ん
で
い
て
、
ぼ
く
は
高

校
二
年
の
と
き
に
プ
ル
ー
ス
ト
の
作
品
を
知
っ
て
、
す
っ
か
り
魅
了
さ

れ
た
」« E

n
tretien

s avec Jean
–P

au
l Sartre ao

û
t–sep

tem
b
re 

1974 », dan
s de B

eauvoir, Sim
o
n
e, La

 C
érém

on
ie d

es a
d
ieu

x, 
G

allim
ard

, 1981, p
. 167. 

「
サ
ル
ト
ル
と
の
対
話
」『
別
れ
の
儀
式
』

所
収
、
人
文
書
院
、
一
六
五
頁
。

7 
E
J 480–481.

8 

と
は
い
え
、
三
七
年
の
「
自
我
の
超
越
」
で
は
、
ま
だ
辛
辣
で
は
な
い
。

「
憎
し
み
と
道
徳
や
毛
熱
な
ど
と
の
闘
争
が
、
あ
た
か
も
物
理
的
な

0

0

0

0

力

の
相
剋
よ
う
に
描
き
出
さ
れ
、
つ
い
に
は
バ
ル
ザ
ッ
ク
や
大
部
分
の
作

家
た
ち
（
と
き
に
は
プ
ル
ー
ス
ト
で
さ
え
も
）
は
、
状
態
に
た
い
し
て

力
の
独
立
作
用
の
原
理
を
適
用
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
」
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La
 T

ra
n

scen
d

a
n

ce d
e l’E

go, esq
u

isse d
’u

n
e d

escrip
tion

 
ph

én
om

én
ologiqu

e, in
tro

d
u
ctio

n
, n

o
tes et ap

p
en

d
ices p

ar 
Sylvie Le B

o
n
, V

rin
, 1978,  p

. 50. 

ま
た
、
四
四
年
の
ポ
ン
ジ
ュ
論

で
も
、
画
家
に
関
す
る
く
だ
り
で
、
エ
ル
ス
チ
ー
ル
へ
の
言
及
が
見
ら

れ
る
な
ど
、
サ
ル
ト
ル
の
プ
ル
ー
ス
ト
へ
の
愛
着
の
名
残
り
は
見
ら
れ
る
。

9 
と
は
い
え
、
幽
閉
の
テ
ー
マ
は
ジ
ィ
ド
（『
ポ
ワ
テ
ィ
エ
の
幽
閉
者
』

一
九
三
〇
）
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
よ
り
広
い
視
点
か
ら

考
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

10 
La

 T
ra

n
scen

d
a

n
ce d

e l’E
go, op.cit., p

.13.

11 
Situ

a
tion

s, I, G
allim

ard
, 1947, rééd

. 1993, co
ll. « Fo

lio
 

essais », p
. 32. 

以
下Sit. I
と
略
記
。

12 

一
方
、
時
間
性
に
関
し
て
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
論
で
サ
ル
ト
ル
は
言
う
。

「
プ
ル
ー
ス
ト
の
主
人
公
た
ち
は
け
っ
し
て
何
事
も
企
て
な
い
。
た
し

か
に
彼
ら
は
予
見
す
る
が
、
彼
ら
の
予
見
は
彼
ら
自
身
に
へ
ば
り
つ
い

て
い
て
、
橋
の
よ
う
に
現
在
の
彼
方
へ
架
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
れ
は
現
実
が
も
ら
す
夢
想
だ
。
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
が
現
れ
て
も
、
そ

れ
は
待
た
れ
て
い
た
女
で
は
な
く
、
期
待
は
取
る
に
足
り
な
い
、
瞬
間

に
限
ら
れ
た
、
小
さ
な
心
の
動
揺
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
」 Sit. 

I 72. 

13 
L’Im

a
gin

a
ire, psychologie phén

om
én

ologiqu
e d

e l’im
a
gin

a
-

tion
, G

allim
ard

, p
. 136–137.

14 
 

「
現
に
生
き
て
い
る
愛
の
場
合
で
も
、
間
歇
的
な
時
期
が
あ
る
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
間
、
自
分
が
愛
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、

そ
れ
を
ま
っ
た
く
感
じ

0

0

て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な「
心
の
間
歇
」は
プ
ル
ー

ス
ト
に
よ
っ
て
見
事
に
描
か
れ
た
」E

N
 211

15 

引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ス
ワ
ン
が
オ
デ
ッ
ト
に
対
す
る
自
ら
の
嫉

妬
を
振
り
返
っ
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
の
く
だ
り
で
あ
る
。

16 

サ
ル
ト
ル
は
、
第
四
部
で
も
再
び
同
じ
よ
う
な
指
摘
を
行
っ
て
い

る
。「
後
に
は
純
粋
に
心
理
的
な
一
種
の
決
定
論
の
構
築
が
試
み
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
嫉
妬
や
ス
ノ
ビ
ズ
ム
に
つ
い
て
試
み
た
あ

の
主
知
主
義
的
な
分
析
は
、
情
念
の
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
に
関
す
る
こ
の

よ
う
な
考
え
を
、
例
証
す
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
で
あ
ろ
う
」E

N
 485

17 

こ
の
論
考
は
、
後
に
『
固
有
名
』
に
再
録
さ
れ
た
。« L’au

tre d
an

s 
P
ro

u
st », N

om
s propres, Fata M

o
rgan

a, 1976. 

以
下N

P

と
略
記
。

18 
Œ

u
vres com

plètes, tom
e 1 : C

arn
ets d

e cap
tivité, G

rasset / 
Im

ec, 2009.

内
容
か
ら
見
る
と
、
そ
の
メ
モ
が
、
後
に
「
プ
ル
ー
ス
ト

に
お
け
る
他
者
」
へ
と
発
展
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

19 

三
八
年
の
発
表
作
と
い
え
ば
、『
嘔
吐
』、
短
編
小
説
「
部
屋
」「
水
入

ら
ず
」、「
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
論
」「
ド
ス
・
パ
ソ
ス
論
」「
糧
」「
ニ
ザ
ン
の『
陰

謀
』」
の
ほ
か
、
い
く
つ
か
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
う

ち
に
は
、
こ
の
言
葉
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

20 

一
方
、
実
際
に
プ
ル
ー
ス
ト
と
リ
ボ
を
結
び
つ
け
た
例
が
ボ
ー
ヴ
ォ

ワ
ー
ル
に
は
あ
る
。「
リ
ボ
の
弟
子
と
し
て
の
プ
ル
ー
ス
ト
は
退
屈
で
、

私
た
ち
に
何
も
教
え
な
い
。
一
方
、
真
正
の
小
説
家
で
あ
る
プ
ル
ー
ス

ト
は
真
理
を
発
見
し
た
。
そ
し
て
、
同
時
代
の
理
論
家
の
誰
一
人
と

し
て
そ
の
真
理
の
抽
象
的
相
当
物
を
提
示
し
な
か
っ
た
」
と
『
現
代
』

誌
に
発
表
さ
れ
た
「
文
学
と
形
而
上
学
」
で
述
べ
て
い
る
。Sim

o
n
e 

d
e B

eau
vo

ir, « Littératu
re et m

étap
h
ysiq

u
e », in

 Les Tem
ps 

M
od

ern
es, N

° 4 , 1946, p
. 1158.

と
は
い
え
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
、

日
本
で
行
っ
た
講
演
で
プ
ル
ー
ス
ト
の
こ
と
を
、
文
学
作
品
を
す
ぐ
れ

て
間
主
体
的
な
場
と
見
な
し
た
作
家
と
し
て
評
価
す
る
発
言
を
し
て
い

る
。« M

o
n
 exp

érien
ce d

’écrivain
 », in Les écrits d

e Sim
on

e 
d

e B
ea

u
voir , G

allim
ard

, 1979, p
. 455–456.

21 
プ
ル
ー
ス
ト
と
リ
ボ
に
関
し
て
は
次
の
論
文
に
詳
し
い
。E

d
w

ard
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B
izu

b
, « P

ro
u
st et R

ib
o
t : l’im

agin
atio

n
 créatrice », B

u
lletin

 
d

e la
 Société d

es A
m

is d
e M

a
rcel P

rou
st (B

M
P

) N

°58 , 2008,  
p
. 49–56. 

ま
た
、
以
下
の
書
で
も
プ
ル
ー
ス
ト
と
当
時
の
心
理
学
と

の
関
係
は
詳
述
さ
れ
て
い
る
。Lu

c Fraisse, L’éclectisim
e ph

ilo-
soph

iqu
e d

e M
a

rcel P
rou

st, P
resses d

e l’u
n
iversité P

aris–
So

rb
o
n
n
e, 20013, p

p
. 847–881.

22 
 

「
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
け
る
純
粋
に
社
会
的
な
も
の
の
詩
。
そ
の
利
点

は
「
心
理
学
」
に
で
は
な
く
、
社
会
的
な
者
と
い
う
主
題
に
よ
る
。
囚

わ
れ
の
女
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
の
物
語
全
体
は
、
他
者
と
の
関
係
の
物
語

で
あ
る
。
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ｛
と
そ
の
嘘
｝は
、
他
者
の
は
か
な
さ
そ
の

も
の
で
な
い
と
し
た
ら
ば
、
そ
の
無
か
ら
な
る
現
実
で
な
い
と
す
れ

ば
、
そ
の
不
在
か
ら
な
る
現
前
で
な
い
と
す
れ
ば
、
捉
え
が
た
き
も
の

と
の
格
闘
で
な
い
と
す
れ
ば
何
な
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
傍
ら
に
│

眠
る
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
の
、
植
物
的
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
の
前
の
静
け
さ
」

Œ
u

vres com
plètes , to

m
e 1 : C

arn
ets d

e cap
tivité, G

ras-
set /Im

ec, 2009, p
. 72

（『
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
著
作
集
１
』三
浦
直
希
ほ
か
訳
、

法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
四
年
、
八
六
頁
）

23 

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
も
ま
た
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
強
く
惹
か
れ
た
哲

学
者
の
一
人
で
あ
る
。
彼
は
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
の
講

義
を
は
じ
め
、『
眼
と
精
神
』、
未
完
に
終
わ
っ
た
『
見
え
る
も
の
と
見

え
ざ
る
も
の
』
に
い
た
る
ま
で
、
し
ば
し
ば
プ
ル
ー
ス
ト
に
言
及
し
た
。

二
十
世
紀
フ
ラ
ン
ス
思
想
家
に
よ
る
プ
ル
ー
ス
ト
解
釈
に
関
し
て
は
、

A
n
n
e Sim

o
n
, « La p

h
ilo

so
p
h
ie co

n
tem

p
o
rain

e, m
ém

o
ire d

e 
P
ro

u
st ? », in

 P
rou

st, la
 m

ém
oire et la

 littéra
tu

re, so
u
s la 

d
irectio

n
 d

’A
n
to

in
e C

o
m

p
agn

o
n
, O

d
ile Jaco

b
, 2009

が
簡
潔

な
見
取
り
図
を
描
い
て
い
る
。

24 

同
性
愛
者
で
は
な
い
サ
ル
ト
ル
が
な
ぜ
、
か
く
も
同
性
愛
に
関
心
を

持
ち
、
哲
学
書
に
お
い
て
も
小
説
に
お
い
て
も
同
性
愛
の
問
題
を
扱

う
の
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
の
場
所
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、

以
下
の
論
考
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
澤
田
直
「
サ

ル
ト
ル
に
お
け
る
同
性
愛
の
表
象
と
役
割
」『
別
冊 

水
声
通
信 

セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』
水
声
社
、
二
〇
一
二
年
。

25 

映
画
「
サ
ル
ト
ル
」
の
中
で
、
サ
ル
ト
ル
は
言
っ
て
い
る
。「
我
々
は

プ
ル
ー
ス
ト
を
読
み
、
登
場
人
物
に
つ
い
て
あ
た
か
も
実
在
の
人
物

で
あ
る
か
の
よ
う
に
つ
い
て
語
っ
た
り
し
た
。「
シ
ャ
ル
リ
ュ
ス
氏
は

他
に
い
っ
た
い
何
を
し
た
だ
ろ
う
か
。
あ
あ
、
そ
う
彼
は
こ
ん
な
こ

と
も
し
た
」
と
い
っ
た
具
合
に
」。Sa

rtre, u
n
 fi

lm
 réalisé p

ar A
. 

A
stru

c et M
. C

o
n
tat, G

allim
ard

, 1977, p
. 30.

26 

「
こ
う
し
た
率
直
な
称
賛
の
気
持
ち
が
同
性
愛
者
に
お
い
て
は
し
ば

し
ば
愛
の
始
ま
り
に
な
る
。
支
配
へ
の
願
望
よ
り
も
一
種
の
騙
さ
れ
や

す
さ
に
よ
る
崇
拝
へ
の
願
望
の
ほ
う
が
強
い
。
プ
ル
ー
ス
ト
が
こ
の
こ

と
を
シ
ャ
ル
リ
ュ
ス
氏
と
モ
レ
ル
に
関
し
て
は
っ
き
り
と
示
し
た
こ

と
を
私
は
よ
く
覚
え
て
い
る
」Lettres a

u
 C

a
stor et à

 qu
elqu

es 
a

u
tres, 1

9
2
6
–1

9
3
9
, t. 1, G

allim
ard

, 1983, p
. 258–259.

27 
 

ダ
ニ
エ
ル
は
、
マ
ル
セ
ル
か
ら
「
大
天
使
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
も
、
シ
ャ
ル
リ
ュ
ス
が
、
大
天
使
ミ
カ
エ
ル
を
守
護
聖
人
と
仰
い

だ
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

28 
 

「
同
性
愛
者
は
、
し
ば
し
ば
耐
え
が
た
い
罪
悪
感
を
も
っ
て
お
り
、

彼
の
存
在
全
体
が
こ
の
罪
悪
感
と
の
関
係
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

彼
は
自
己
欺
瞞
的
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
推
測
し
が
ち

で
あ
る
。
事
実
、
こ
う
い
っ
た
人
は
、
し
ば
し
ば
自
分
の
同
性
愛
的
傾

向
を
認
め
、
自
分
の
犯
し
た
特
異
な
過
失
の
一
つ
一
つ
を
告
白
し
な
が

ら
も
、
自
分
を「
男
色
」と
見
な
す
こ
と
を
極
力
拒
否
す
る
か
ら
で
あ
る
。」

E
N

 98
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29 
Sa

in
t G

en
et. com

éd
ien

 et m
a

rtyr, G
allim

ard
, 1952, p

. 
215. 

以
下SG

と
略
記
。

30　

あ
る
い
は
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
言
う
意
味
で
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
よ
う
な

も
の
で
あ
ろ
う
。
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
『
事
物
の
し
る
し　

方

法
に
つ
い
て
』（
岡
田
温
司
・
岡
本
源
太
訳
、
筑
摩
書
房
）
参
照
。

　

な
お
、
本
研
究
は
日
本
学
術
振
興
会
科
研
費
二
四
五
二
〇
三
七
一
の
助
成
を

受
け
た
こ
と
を
こ
こ
に
記
し
、
謝
意
を
表
し
ま
す
。


