
六
八
年
以
後
ラ
カ
ン
は
、〈
享
楽
〉（jouissance

）
と
い
う
用
語
を
中
心

概
念
と
し
て
、
フ
ロ
イ
ト
の
再
読
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
築
き
上
げ
て
き
た

理
論
の
再
編
成
を
進
め
て
い
く
。
四
つ
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
、
性
別
化
の
式
、

ボ
ロ
メ
オ
の
結
び
目
な
ど
、
後
に
数
学
的
文
字
に
よ
る
理
論
の
伝
達
を
担

う
べ
き
「
マ
テ
ー
ム
」
と
呼
び
変
え
ら
れ
る
一
連
の
式
を
確
定
し
、〈
剰

余
享
楽
〉（plus−de−jouir

）
、
〈
み
せ
か
け
〉（sem

blant
）
、〈
ラ
ラ
ン
グ
〉

（lalangue

）
と
い
っ
た
新
た
な
概
念
の
適
用
を
通
し
て
、
そ
れ
ま
で
主
張

し
て
き
た
対
象
関
係
論
、
言
語
論
と
主
体
論
の
深
化
を
は
か
る
。
そ
の
際
、

プ
ラ
ト
ン
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
い
た
る
哲
学
の
批
判
的
転
用
へ
の
依
存

か
ら
徐
々
に
離
れ
、
ま
た
精
神
分
析
の
科
学
性
を
保
証
し
う
る
と
さ
れ
て

き
た
言
語
学
と
構
造
主
義
の
モ
デ
ル
か
ら
も
明
確
に
距
離
を
取
り
、
形
式

化
が
陥
る
窮
地
と
し
て
定
義
さ
れ
る
「
不
可
能
」
な
る
レ
エ
ル
（
現
実
界
）

の
科
学
と
し
て
の
論
理
学
に
重
心
を
置
く
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
う
し

た
展
開
を
「
切
断
」
と
し
て
扱
え
る
の
か
ど
う
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る

と
し
て
も
、
そ
の
契
機
と
し
て
、
言
語
学
を
は
じ
め
と
す
る
人
文
科
学
の

領
域
に
お
い
て
説
得
力
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
「
構
造
」
理
論
へ
の
疑
念
、

そ
の
構
造
が
「
街
路
に
出
た
」
五
月
革
命
が
結
果
と
し
て
ラ
カ
ン
に
も
た

ら
し
た
や
は
り
「
歴
史
」
は
存
在
し
な
い
の
だ
と
い
う
考
え
、
さ
ら
に
は

大
学
が
制
度
と
し
て
終
焉
を
迎
え
た
と
い
う
事
実
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
で
は
、
臨
床
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
形
式
化
」
で
し
か
な
い
と

一
部
か
ら
批
判
さ
れ
る
こ
の
ラ
カ
ン
の
晩
年
の
理
論
形
成
を
、〈
享
楽
〉と

い
う
問
題
提
起
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

別
の
〈
享
楽
〉

ジ
ャ
ッ
ク
・
レ
ヴ
ィ
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〈
享
楽
〉
の
場
の
統
一

フ
ロ
イ
ト
の
領
野
に
対
し
て
、
到
底
そ
れ
と
一
体
化
さ
せ
る
こ
と
は
で

き
な
い
だ
ろ
う
と
留
保
し
な
が
ら
も
、自
分
の
領
野（「
ラ
カ
ン
の
領
野
」）

が
提
示
さ
れ
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
〈
享
楽
〉
の
場
で
あ
る
と
ラ
カ
ン

は
六
九
年
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
で
宣
言
し
て
い
る
。
こ
の
用
語
は
、
性
的
満
足
、

欲
動
の
充
足
、
機
知
を
他
者
に
伝
え
ら
れ
た
と
き
の
悦
び
な
ど
を
指
す
、

初
期
フ
ロ
イ
ト
の
「
満
足
」（B

efriedigung

）
に
つ
い
て
の
考
察
を
引
き

継
ぐ
も
の
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
後
期
の
「
ト
ー
テ
ム
と
タ
ブ
ー
」
で
提

示
さ
れ
た
、
全
て
の
女
を
享
受
す
る
原
父
殺
害
の
神
話
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
る
〈
享
楽
〉
の
禁
止
、
そ
し
て
、「
快
感
原
則
の
彼
岸
」
に
お
け
る
起

点
で
あ
っ
た
無
意
識
の
発
見
と
同
様
に
重
要
な
発
見
と
ラ
カ
ン
が
見
な
す

「
反
復
」
の
概
念
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
〈
享
楽
〉
は
リ
ミ
ッ
ト
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
の
、
決
し
て
侵
犯
に
よ
っ
て
踏
み
込
む
場

で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
獲
ら
れ
る
悦
び
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、

快
感
原
則
に
よ
る
均
衡
を
破
る
原
光
景
、
夢
の
な
か
で
迫
っ
て
く
る
現
実

界
、
外
傷
な
ど
と
呼
ば
れ
る
偶
然
起
き
る
出
来
事
、
抵
抗
を
強
い
な
が
ら

も
誘
惑
し
続
け
る
も
の
、
す
な
わ
ち
反
復
的
に
そ
の
磁
力
を
押
し
つ
け
る

執
拗
さ
（insistance

）
と
し
て
現
れ
る
。
つ
ま
り
、「
快
」に
対
し
て
、〈
享

楽
〉
は
、
苦
痛
を
必
ず
し
も
伴
わ
な
い
に
し
て
も
、「
不
快
」
で
し
か
あ

り
得
な
い
。〈
享
楽
〉
の
場
に
フ
ロ
イ
ト
の
死
の
欲
動
理
論
を
吸
収
さ
せ

る
ラ
カ
ン
の
狙
い
は
、
あ
え
て
言
え
ば
フ
ロ
イ
ト
の
エ
ロ
ス
対
タ
ナ
ト
ス

の
二
元
論
が
孕
む
矛
盾
の
解
消
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。

フ
ロ
イ
ト
に
と
っ
て
は
、〈
享
楽
〉
は
フ
ァ
ル
ス
に
由
来
す
る
、
禁
止

と
し
て
し
か
あ
り
得
な
い
。〈
享
楽
〉
を
「
し
あ
わ
せ
」
と
い
う
言
葉
に

取
り
替
え
た
場
合
、
そ
れ
を
獲
得
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
フ
ァ
ル
ス
は
去
勢
に
よ
っ
て
身
体
か
ら
切
断
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、〈
み
せ
か
け
〉
に
献
身
し
な
が
ら
〈
剰
余
享
楽
〉
を
求

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
フ
ァ
ル
ス
「
を
持
つ
」、
な
い
し
は
「
で
あ

る
」
と
い
う
「
資
格
」
を
享
受
す
る
こ
と
し
か
望
め
な
い
の
で
あ
る
。
男

の
子
が
女
の
子
に
対
し
て
自
分
が
男
で
あ
る
と
確
証
す
る
過
程
の
な
か
で

は
、
女
の
子
は
フ
ァ
ル
ス
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
み
せ
か
け
〉
を
支

え
る
真
理
を
保
持
し
、
男
の
子
は
フ
ァ
ル
ス
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
〈
み

せ
か
け
〉
に
常
に
し
が
み
つ
き
な
が
ら
、
実
は
そ
れ
を
も
っ
て
い
な
い
と

い
う
「
真
理
」（
そ
れ
が
女
の
子
の
握
る
「
真
理
」
で
あ
る
）
に
常
に
怯

え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
女
の
子
に
と
っ
て
も
、
男
は
フ
ァ

ル
ス
と
し
て
対
象
に
な
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
ペ
ニ
ス
し
か
な
い
と
い
う

事
実
に
目
覚
め
て
、
彼
女
は
満
た
さ
れ
な
い
欲
望
へ
の
欲
望
に
身
を
ゆ
だ

ね
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、（
の
ち
に
述
べ
て
い
く
全
称
作
用
素
の
否
定
の
結
果
と
し
て
）

「
性
は
あ
る
」
と
い
う
精
神
分
析
理
論
の
前
提
と
な
る
仮
説
を
立
て
た
と

き
、
身
体
そ
の
も
の
の
〈
享
楽
〉、
性
的
〈
享
楽
〉
の
レ
エ
ル
を
ど
の
よ

う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問
い
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
の

よ
う
に
逸
ら
さ
れ
た
性
の
レ
エ
ル
は
「
性
的
関
係
は
存
在
し
な
い
」
と
い

う
名
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
ま
ず
は
ラ
カ
ン
に
お
け
る
不

可
能
の
概
念
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

別の〈享楽〉
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不
可
能
の
条
件

ソ
シ
ュ
ー
ル
か
ら
転
用
さ
れ
た
ラ
カ
ン
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
Ｓ
／ｓ
が
示

す
の
は
主
体
に
課
さ
れ
る
一
つ
の
分
割
線
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

主
体
は
話
し
な
が
ら
自
身
が
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
を
知
ら
な
い
。
転
じ

て
、
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
の
不
可
能
に
迫
る
の
が
精
神
分

析
の
目
的
と
な
る
。
ま
た
、
こ
の
分
割
線
は
主
体
に
と
っ
て
、
シ
ニ
フ
ィ

エ
に
対
す
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
優
位
性
、
す
な
わ
ち
意
味
作
用
に
よ
っ
て

尽
く
さ
れ
る
こ
と
も
飽
和
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
他
者
性
と
し
て
存
在
す
る
。

こ
の
分
割
線
は
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
意
味
作
用
に
抵
抗
す
る
境
と

し
て
機
能
し
、
語
と
物
、
男
と
女
、
個
人
と
世
界
と
い
っ
た
不
可
能
な
る

関
係
を
表
す
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
単
に
指
向
対
象
に
到
達
す
る
こ
と
が
出

来
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
対
象
の
概
念
と
し

て
の
シ
ニ
フ
ィ
エ
に
至
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
完
全
な
る
意
味
作
用
の
成
立

そ
の
も
の
の
不
可
能
性
で
あ
る
。
そ
の
不
可
能
性
が
フ
ロ
イ
ト
に
お
い
て

フ
ァ
ル
ス
と
い
う
名
を
得
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
宝
庫

（
大
文
字
の
他
者
）
に
お
い
て
欠
け
て
い
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
シ
ニ
フ
ィ

ア
ン
で
あ
る
と
早
ま
っ
て
結
論
づ
け
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
フ
ァ
ル

ス
は
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
欠
如
と
い
う
〈
言
存
在
〉（parlêtre

）
の
条
件
と
な

る
意
味
作
用
そ
の
も
の
を
指
す
、
唯
一
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
持
た
な
い
、
分
割

線
を
乗
り
越
え
る
飛
躍
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

れ
は
「
一
者
」
の
識
別
を
条
件
と
す
る
象
徴
界
の
成
立
の
可
能
性
を
与
え

る
と
同
時
に
、〈
み
せ
か
け
〉
と
い
う
宿
命
を
主
体
に
と
っ
て
避
け
ら
れ

な
い
も
の
に
す
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、「
父
の
名
」
も
ま
た
、
父
性

の
隠
喩
と
し
て
、〈
み
せ
か
け
〉＝

フ
ァ
ル
ス
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
フ
ァ

ル
ス
と
い
う
障
壁
を
飛
躍
し
て
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
常
に
隠
喩
と
し
て
働

く
。
し
た
が
っ
て
、
父
が
隠
喩
で
あ
る
と
い
う
の
は
メ
タ
フ
ァ
ー
で
は
決

し
て
な
い
（
そ
れ
に
対
し
て
、
欲
望
の
原
因
、〈
剰
余
享
楽
〉
の
対
象a

が
、

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
横
滑
り
、
つ
ま
り
換
喩
を
強
い
る
）。

な
お
、
こ
の
フ
ァ
ル
ス
の
作
用
に
よ
っ
て
成
立
す
る
「
一
」
な
る
シ
ニ

フ
ィ
ア
ン
は
反
復
と
〈
享
楽
〉
の
起
点
と
な
る
「
一
な
る
印
」、
文
字
と

い
う
沈
殿
物
を
も
た
ら
す
。
つ
ま
り
「
書
か
れ
な
い
こ
と
を
や
め
る
」
偶

然
（contigence

）
の
契
機
と
な
る
の
だ
（
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ

の
関
係
を
恣
意
的
で
あ
る
と
見
な
す
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
批
判
し
て
、
偶
然
で

あ
る
と
定
義
す
る
方
が
よ
い
と
ラ
カ
ン
は
言
う
）。
そ
し
て
、
シ
ニ
フ
ィ

ア
ン
は
非
同
一
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
文
字
は
自
己
同
一
的
で
あ
る
が
故

に
、
無
意
識
は
文
字
に
よ
っ
て
レ
エ
ル
と
の
関
わ
り
、
分
析
（
解
釈
）
に

お
い
て
は
「
読
む
」
対
象
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
無
意
識

の
「
知
」
で
あ
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
連
鎖
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
る
反
復
と

そ
の
〈
享
楽
〉
は
二
つ
の
「
側
」
に
分
か
れ
る
。
一
方
で
は
、
必
然
性
と

し
て
の
、「
書
か
れ
る
こ
と
を
や
め
な
い
」
意
味
、
症
状
、
書
字
（écrit

）。

他
方
で
は
、
不
可
能
性
と
し
て
の
、「
書
か
れ
な
い
こ
と
を
や
め
な
い
」、

い
わ
ば
従
来
の
意
味
を
逆
行
す
る
大
文
字
の
他
者
の
〈
享
楽
〉
と
性
関
係

の
不
在
と
い
う
名
の
レ
エ
ル
。
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〈
享
楽
〉の
調
整
と
し
て
の
言
説

精
神
分
析
が
分
析
す
る
の
は
主
体
と
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
関
係
で
あ
り
、

こ
の
二
項
を
定
義
す
る
の
は
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
も
う
一
つ
の
シ
ニ
フ
ィ

ア
ン
に
対
し
て
主
体
を
代
理
表
象
す
る
」
と
い
う
公
理
で
あ
る
。
そ
の
従

来
の
公
理
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
主
人
と
奴
隷
の
弁
証
論
」
の
読
解
を
通

し
て
、
一
な
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
主
人
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
Ｓ１
、
他
な
る

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
Ｓ２
を
│
│
主
人
が
い
わ
ば
奴
隷
か
ら
奪
い
取
る
│
│
「
知
」

の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
再
定
義
す
る
。
そ
し
て
、
後
に
〈
み
せ
か
け
〉

の
場
と
な
る
動
作
主
の
場
を
占
め
る
主
人
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
Ｓ１
の
分
割
線

の
下
に
、
真
理
の
場
と
し
て
、
斜
線
の
引
か
れ
た
、
分
割
さ
れ
た
無
意
識

の
主
体
Ｓ／
が
下
敷
き
に
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
向
か
い
側
の
、
後
に
は
〈
享

楽
〉
の
場
と
な
る
大
文
字
の
他
者
の
場
の
「
知
」
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
Ｓ２
の

下
に
は
、
喪
失
、
生
産
、〈
剰
余
享
楽
〉
と
し
て
対
象a

が
置
か
れ
る
（
も

と
は
、
欲
動
が
く
ぐ
る
、
乳
房
、
糞
便
、
ま
な
ざ
し
、
声
と
い
っ
た
身
体

か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、
失
わ
れ
た
特
権
的
対
象
で
あ
る
が
故
に
、
ａ
自
体

は
対
象
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
欲
望
、
す
な
わ
ち
〈
剰
余
享
楽
〉
に
よ

る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
横
滑
り
、
メ
ト
ニ
ミ
ー
の
原
因
と
な
る
）。
こ
う
し

て
哲
学
の
言
説
で
も
あ
る
主
人
の
言
説
の
構
造
が
提
示
さ
れ
る
の
だ
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
基
礎
的
「
文
字
」
Ｓ１
、
Ｓ２
、
Ｓ／
、
ａ
を
左
か
ら
右
へ
と
そ
れ

ぞ
れ
の
場
へ
ず
ら
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
三
つ
の
言
説
の
配
置

が
次
の
順
で
え
ら
れ
る
：
ヒ
ス
テ
リ
ー
者
、
分
析
家
、
大
学
。
そ
の
都
度
、

各
自
の
文
字
は
最
初
占
め
て
い
た
場
が
持
つ
特
徴
を
、
あ
る
程
度
保
ち
続

け
る
。
た
と
え
ば
、
Ｓ１
は
〈
み
せ
か
け
〉
、
Ｓ２
は
〈
享
楽
〉
、
Ｓ／
は
〈
真
理
〉、

ａ
は
〈
剰
余
享
楽
〉
の
性
格
を
常
に
表
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場

の
間
の
関
係
は
合
計
五
つ
の
矢
印
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
る
が
、
唯
一
、

生
産
の
場
と
真
理
の
場
の
間
は
結
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
の
空
白

は
、
不
可
能
性
と
し
て
、
関
係
を
妨
げ
る
。
た
だ
し
、
主
体
の
構
成
と
同

時
に
、
政
治
的
な
従
属
の
一
般
的
な
形
態
を
説
明
す
る
主
人
の
言
説
の
現

代
版
、
す
な
わ
ち
資
本
家
の
言
説
に
な
る
と
そ
の
不
可
能
性
が
か
わ
さ
れ

る
：
主
人
の
言
説
の
左
側
の
割
線
が
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
、
真
理
の
Ｓ／
が
上

に
、「
見
せ
か
け
」
の
Ｓ１
が
下
に
移
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
消

費
社
会
」
の
原
則
で
あ
る
完
全
な
循
環
性
が
成
り
立
つ
。

ラ
カ
ン
に
と
っ
て
、
言
説
と
は
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て

特
定
の
社
会
的
絆
の
形
式
（
す
な
わ
ち
想
像
界
の
鏡
像
と
幻
想
の
式
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
「
現
実
」）
を
調
整
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

こ
の
四
つ
の
言
説
理
論
は
様
々
な
社
会
的
現
象
の
解
明
に
適
用
さ
れ
う
る

で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
そ
の
都
度
そ
の
有
効
性
も
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
反
哲
学
の
構
え
で
練
り
上
げ
ら
れ
た
こ
の
理
論
に
お
い
て
も
っ

と
も
肝
腎
な
の
は
、
精
神
分
析
家
の
社
会
的
立
場
と
、〈
享
楽
〉
に
対
し

て
言
説
が
ど
の
よ
う
に
働
く
の
か
を
明
瞭
化
し
て
行
こ
う
と
い
う
狙
い
で

あ
ろ
う
。

言
説
と
は
、〈
享
楽
〉
の
姉
妹
で
あ
る
真
理
を
覆
い
隠
す
動
作
主
が
相

手
の
〈
享
楽
〉
か
ら
〈
剰
余
享
楽
〉
を
採
取
す
る
構
造
で
あ
る
か
ぎ
り
、

〈
み
せ
か
け
〉
に
由
来
す
る
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

問
題
は
、
ど
の
よ
う
に
、
大
文
字
の
他
者
の
他
者
も
、
メ
タ
言
語
も
存
在

別の〈享楽〉
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し
な
い
と
い
う
条
件
の
な
か
で
、
レ
エ
ル
を
め
ざ
す
と
さ
れ
る
真
理
の
原

理
に
背
か
な
い
言
説
が
想
定
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
分
析

家
は
、
相
手
と
な
る
主
体
（
被
分
析
者
）
の
欲
望
の
原
因
で
あ
る
対
象a

と
し
て
〈
み
せ
か
け
〉
の
場
に
立
ち
、
知
っ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
た
主
体

の
抜
け
殻
と
し
て
レ
エ
ル
の
穴
の
縁
を
埋
め
る
、「
不
可
能
」
に
も
っ
と

も
近
い
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
対
象a

と
し
て
の
分
析
家

を
支
え
る
の
は
真
理
と
し
て
の
無
意
識
の
「
知
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
立

ち
入
る
に
は
「
解
釈
」
と
い
う
行
為
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
行
為
は
一
瞬
の
論
理
的
時
間
性
（
焦
り
の
非
時
間
性
）
の
な

か
で
起
き
る
レ
エ
ル
と
の
遭
遇
、
社
会
的
絆
の
絶
対
的
解
体
を
強
い
る
出

来
事
で
あ
り
、
容
易
で
も
な
け
れ
ば
、
美
化
さ
れ
う
る
代
物
で
も
な
い
。

一
方
、
被
分
析
者
の
側
で
は
、
自
由
連
想
、
す
な
わ
ち
「
話
す
」
と
い
う

〈
享
楽
〉（「
そ
こ
は
話
し
、〈
享
楽
〉
し
、
何
も
知
る
こ
と
は
な
い
」）
を

通
し
て
「
生
産
」
さ
れ
る
の
は
、〈
剰
余
享
楽
〉
と
し
て
、「
書
か
れ
な
い

こ
と
を
や
め
る
」、〈
み
せ
か
け
〉
の
い
く
つ
か
の
主
人
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

に
す
ぎ
ず
、
他
者
と
し
て
の
構
造
の
「
無
意
識
の
知
」
に
は
及
ば
な
い
。

そ
こ
に
至
る
道
に
は
「
不
可
能
」
の
刻
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

性
的
関
係
と
同
様
、
解
釈
と
い
う
行
為
は
想
像
界
、
象
徴
界
の
両
方
の
域

に
お
い
て
実
行
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
両
方
の
域
か
ら
「
出
て
」

し
ま
う
か
ら
こ
そ
、「
あ
り
え
な
い
」（
不
可
能
）
の
で
あ
り
、
ま
た
レ
エ

ル
と
し
て
「
あ
り
」、
実
存
す
る
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
、
ラ
カ
ン
は

性
別
化
の
背
理
を
証
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
レ
エ
ル
の
不
可
能
性
を
思
考

し
よ
う
と
す
る
。

他
者
な
る
構
造

人
は
話
す
こ
と
に
よ
っ
て
〈
享
楽
〉
す
る
が
、
そ
の
知
に
立
ち
入
る
こ

と
は
で
き
ず
、
そ
の
こ
と
を
知
ろ
う
と
も
し
な
い
（
知
へ
の
欲
望
な
ど
神

話
で
あ
る
と
ラ
カ
ン
は
し
ば
し
ば
主
張
す
る
）。
そ
の
立
ち
入
る
こ
と
の

で
き
な
い
知
は
無
意
識
と
呼
ば
れ
、「
構
造
」
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

精
神
分
析
に
と
っ
て
唯
一
の
道
具
で
あ
る
言
葉
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、

後
期
の
ラ
カ
ン
は
言
語
学
と
別
れ
よ
う
と
す
る
。
分
析
家
は
「
言
語
屋
」

（linguisterie

）
と
し
て
言
語
学
者
と
は
異
な
る
対
象
を
選
ぶ
と
さ
れ
、
そ

の
対
象
は
〈
ラ
ラ
ン
グ
〉（
定
冠
詞
の
ラ
と
言
葉
と
い
う
意
味
の
名
詞
ラ

ン
グ
を
つ
な
げ
た
造
語
）
と
名
付
け
ら
れ
る
。「
母
語
」
の
定
義
に
近
い

意
味
を
持
つ
こ
の
造
語
は
、
諸
言
語
の
分
散
と
い
う
言
語
の
レ
エ
ル
、
語

学
や
文
法
に
よ
っ
て
規
定
し
き
れ
な
い
同
音
語
、
失
語
や
し
ゃ
れ
な
ど
に

よ
る
あ
ら
ゆ
る
両
義
性
を
含
む
、
常
に
他
者
性
に
さ
ら
さ
れ
る
言
葉

（langue

）
の
レ
エ
ル
を
指
し
示
す
。
な
お
、
言
語
（langage

）
は
〈
ラ
ラ

ン
グ
〉
に
つ
い
て
の
知
に
よ
る
労
作
（élucubration

）
に
す
ぎ
な
い
と
見

直
さ
れ
、
そ
の
結
果
「
無
意
識
は
一
つ
の
言
語
と
し
て
構
造
化
さ
れ
て
い

る
」
と
い
う
従
来
の
公
理
は
や
や
趣
を
変
え
る
こ
と
に
な
る
。
不
定
冠
詞

のun

と
副
詞
のcom

m
e

は
さ
ら
に
強
調
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
象
徴
界
の
次
元

と
密
接
に
結
ば
れ
て
い
た
ラ
カ
ン
の
言
語
論
は
、
レ
エ
ル
の
縁
で
未
だ
に

発
見
さ
れ
て
い
な
い
構
造
の
仮
説
へ
と
、
い
わ
ば
異
質
化
し
て
い
く
。

最
終
的
に
は
、
言
葉
の
す
み
か
は
、
均
質
的
に
、
現
実
界
（
レ
エ
ル
）、

象
徴
界
、
想
像
界
と
い
う
三
つ
想
定
の
輪
か
ら
な
る
ボ
ロ
メ
オ
の
結
び
目

38



に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
展
開
に
よ
っ
て
分
析
家
の
言

表
行
為
（
す
な
わ
ち
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
、
な
い
し
デ
ィ
ー
ルdire

）
は
「
半

ば
言
う
」（m

i−dire
）
こ
と
で
あ
る
と
一
貫
し
て
主
張
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

無
意
識
の
形
成
が
顕
在
化
さ
せ
る
も
の
の
潜
在
的
意
味
を
「
読
む
」
と
い

う
フ
ロ
イ
ト
の
方
法
は
、
語
れ
る
こ
と
と
語
れ
な
い
こ
と
を
分
け
る
ボ
ー

ダ
ー
に
立
ち
、「
語
れ
な
い
」
こ
と
を
あ
え
て
言
う
、
正
し
く
言
う
こ
と

で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
の
だ
。

ジ
ャ
ン
・
ク
ロ
ー
ド
・
ミ
ル
ネ
ー
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
超
言
語

は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
ラ
カ
ン
の
命
題
は
、
言
葉
が
自
己
に
つ
い
て
語

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ

で
否
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
言
葉
が
自
己
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
実
際
に

自
己
の
外
部
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
性
で
あ
る
。「
特
定

の
言
語
の
な
か
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
、
そ
の
言
語
に
つ
い
て
有
効
に
語
る

の
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
っ
た
一
般
的
命
題
に
反
し
て
、
ラ
カ
ン
は
言

葉
か
ら
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
言
葉
は
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
し
か
語
る

事
が
で
き
な
い
な
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
公
的
規
則
に
従
わ
な
い
私

的
言
葉
が
あ
り
、
そ
れ
が
無
意
識
と
そ
の
「
知
」
に
よ
る
〈
享
楽
〉
の
条

件
で
も
あ
る
の
だ
。
神
託
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
常
に
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
構
造
に
よ
っ
て
造
ら
れ
る
真
理
は
、
謎
の
形
を
通
し
て
、「Je

を
語
る
」
が
、
あ
く
ま
で
断
片
的
に
し
か
語
ら
な
い
。『
テ
レ
ヴ
ィ
ジ
オ

ン
』
の
冒
頭
で
、
言
葉
が
不
足
し
て
い
る
た
め
真
理
の
全
て
を
語
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
と
ラ
カ
ン
は
言
い
、
真
理
が
レ
エ
ル
に
由
来
す
る
の
は

ま
さ
に
こ
の
不
可
能
に
よ
っ
て
い
る
と
つ
け
足
す
。
つ
ま
り
、
真
理
は「
非

│
│
全
」（pas

toute

）
で
あ
り
、
レ
エ
ル
は
は
そ
れ
を
語
る
こ
と
の
不
可

能
性
で
あ
り
な
が
ら
も
、
言
葉
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

六
〇
年
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
「
精
神
分
析
の
倫
理
」
の
な
か
で
は
、
主
体
の

内
面
の
も
っ
と
も
外
部
（extim

e

）
に
あ
る
、
空
洞
化
さ
れ
た「
も
の
」（
フ

ロ
イ
ト
のD

as
D
ing

、
す
な
わ
ち
近
親
相
姦
の
「
も
の
」）
が
大
文
字
の

他
者
の
レ
エ
ル
を
示
し
て
い
た
。
そ
の
時
点
で
の
大
文
字
の
他
者
の
〈
享

楽
〉は
、
欲
望
の
象
徴
化
を
通
し
て
、
昇
華
を
促
す
対
象
と
な
り
え
た（
そ

れ
が
、
一
部
で
ラ
カ
ン
理
論
を
「
昇
華
の
倫
理
」
と
見
な
す
根
拠
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
が
）。
し
か
し
、
後
期
に
お
い
て
、「
メ
タ
言
語
は
存
在

し
な
い
」、「
大
文
字
の
他
者
の
他
者
な
ど
い
な
い
」、「
大
文
字
の
他
者
は

主
観
化
さ
れ
え
な
い
」
と
表
現
さ
れ
る
原
理
を
ふ
ま
え
て
、
こ
の
「
言
葉

の
不
足
」、
す
な
わ
ち
Ｓ（
Ａ／
）と
記
さ
れ
る
斜
線
の
引
か
れ
た
大
文
字
の

他
者
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
「
非
│
│
全
」
と
い
う
構
造
そ
の
も
の
を
意
味

す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
大
文
字
の
他
者
の
〈
享
楽
〉、
そ
の
他
者

を
象
徴
す
る
（
し
か
し
主
観
化
し
な
い
）
身
体
そ
の
も
の
の
〈
享
楽
〉
の

理
論
が
構
成
さ
れ
て
い
く
。

こ
の
Ｓ（
Ａ／
）と
い
う
文
字
で
表
記
さ
れ
る
大
文
字
の
他
者
、
す
な
わ
ち

「
構
造
」
の
空
洞
は
、
従
来
、
言
説
の
〈
み
せ
か
け
〉
が
生
産
す
る
〈
剰

余
享
楽
〉
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
、
主
観
化
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
フ
ァ

ル
ス
と
い
う
〈
み
せ
か
け
〉、
意
味
作
用
（
フ
レ
ー
ゲ
の
、
意
味
と
区
別

さ
れ
る
明
示
的
意
味B

edeutung))

の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
よ
る
〈
享
楽
〉
の

禁
止
と
留
保
が
、
Ｓ（
Ａ／
）と
ａ
の
「
合
着
」
を
前
提
に
し
た
小
文
字
の
他

者
に
よ
る
大
文
字
の
他
者
の
主
観
化
、
幻
想
化
を
支
え
、〈
言
存
在
〉
の

別の〈享楽〉
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「
心
理
」
を
形
成
し
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
他
者
が
、
至
高
善
で
あ
れ
、

神
で
あ
れ
、
存
在
で
あ
れ
、
恋
愛
の
相
手
で
あ
れ
、
フ
ァ
ル
ス
〈
享
楽
〉

に
由
来
す
る
限
り
、
愛
の
形
に
お
い
て
も
、
倒
錯
と
同
様
に
、
対
象a

に

し
か
届
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
精
神
分
析
の
言
説
に
お
い

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
ａ
と
Ｓ（
Ａ／
）の
分
離
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

要
望
（dem

ande
）
か
ら
欲
望
を
、
意
味
作
用
か
ら
意
味
を
、
「
見
せ
か
け
」

か
ら
真
理
を
、
幻
想
か
ら
主
体
を
、
現
実
か
ら
レ
エ
ル
を
識
別
す
る
こ
と

に
帰
着
す
る
（
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
心
理
的
操
作
は
そ
の
逆
の
行
為
と
な

る
：
欲
望
な
ど
な
い
、
あ
る
の
は
要
望
だ
け
で
だ
、
意
味
な
ど
な
い
、
あ

る
の
は
意
味
作
用
だ
け
だ
、
レ
エ
ル
な
ど
な
い
、
あ
る
の
は
現
実
だ
け
だ
、

等
々
）。

性
は
あ
る

フ
ロ
イ
ト
が
作
り
上
げ
る
、
全
て
の
女
性
を
享
受
す
る
父
の
殺
害
と
エ

デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
神
話
性
を
脱
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ラ
カ
ン
は
「
父
の
名
」
の
理
論
を
再
検
討
し
て
い
く
の
だ
が
、
そ
こ
で
は

あ
ら
た
め
て
去
勢
の
概
念
の
優
位
性
と
難
解
さ
が
論
じ
ら
れ
て
行
く
。
そ

こ
か
ら
、
否
定
・
肯
定
の
全
称
命
題
と
特
称
命
題
の
分
類
を
覆
す
ピ
ア
ー

ス
の
図
式
を
借
り
、「
全
て
の
」
と
い
う
全
称
記
号
は
そ
の
対
象
の
存
在

を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
ふ
ま
え
て
（
つ
ま
り
、
全
て
の
女

性
を
〈
享
楽
〉
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
女
性
の
存
在
を
一
人
も
必
要
と

し
な
い
、「
全
て
の
」
と
い
う
限
量
辞
の
利
用
に
す
ぎ
な
い
）、「
全
て
│
│

で
は
な
い
」、「
非
│
│
全
」（pas

tout

）
と
読
む
、
否
定
の
線
を
冠
し
た
全

称
記
号
を
導
入
す
る
。

「
男
」
の
側
で
は
、
フ
ァ
ル
ス
関
数
の
作
用
を
受
け
て
い
な
い
ｘ
（
死

ん
だ
父
）が
少
な
く
と
も
一
つ
存
在
す
る
た
め
に
、全
て
の
ｘ（
男
）が
フ
ァ

ル
ス
関
数
の
作
用
を
受
け
る
（

Εχ
Φ
χ

Αχ
Φ
χ

）。
例
外
が
全
称
の
条
件

で
あ
り
、
そ
れ
が
フ
ァ
ル
ス
〈
享
楽
〉
の
性
質
を
表
す
、
す
な
わ
ち
禁
止

さ
れ
て
い
る
こ
と(interdite)

と
語
る
こ
と
の
狭
間
に
潜
ん
で
い
る
こ
と

(inter−dite)

。
そ
れ
に
対
し
て
、「
女
」
の
側
で
は
、
そ
う
し
た
例
外
が

成
立
し
な
い
た
め
、「
全
て
」
の
女
が
フ
ァ
ル
ス
作
用
を
受
け
る
と
い
う

こ
と
は
な
い
（

Εχ
Φ
χ

Αχ
Φ
χ

）。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
普
遍
的
な

も
の
は
な
く
、
女
な
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、「
非
│
│
全
」
と
し
て
し
か
記

す
こ
と
が
出
来
な
い
一
人
一
人
の
女
し
か
い
な
い
。
で
あ
る
が
故
に
、
男

側
に
あ
る
フ
ァ
ル
ス
に
か
か
わ
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
Ｓ（
Ａ／
）、
す
な
わ

ち
大
文
字
の
他
者
の
〈
享
楽
〉
に
踏
み
入
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
（
そ
の
も
っ

と
も
自
明
な
形
が
神
秘
体
験
に
あ
る
と
ラ
カ
ン
は
言
う
）。
が
、
全
称
記

号
の
対
象
に
な
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、
定
冠
詞
のL

a

に
斜
線
が
引
か
れ
な

い
限
り
存
在
し
な
い
女
の
性
と
、
大
文
字
の
他
者
の
〈
享
楽
〉
が
こ
れ
で

特
定
さ
れ
る
と
理
解
す
る
の
は
、
自
分
が
普
遍
的
な
存
在
と
し
て
「
男
」

で
あ
る
と
思
い
こ
む
こ
と
や
、
他
の
全
て
と
異
な
る
特
異
な
存
在
と
し
て

の
「
女
」
で
あ
る
と
信
じ
切
る
こ
と
同
様
、
愚
か
で
あ
る
。
「
男
」
も
「
女
」

も
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
す
ぎ
ず
、〈
言
存
在
〉
は
、
ど
ち
ら
の
生
物
学
的
性

に
属
そ
う
と
も
、
ど
ち
ら
側
を
選
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。
重
要
な
の
は
両
側

の
式
を
隔
て
る
空
白
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
両
側
の
式
が
表
象
す
る
の
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が
性
別
化
の
関
係
の
み
で
あ
っ
て
、
性
的
関
係
を
書
き
込
む
こ
と
が
で
き

な
い
か
ぎ
り
、
隔
て
る
空
白
の
空
間
に
よ
っ
て
し
か
「
性
的
関
係
は
存
在

し
な
い
」
と
名
付
け
ら
れ
た
〈
享
楽
〉
の
レ
エ
ル
は
暗
示
す
る
こ
と
が
出

来
な
い
か
ら
で
あ
る
。

結
び
目

晩
年
の
ラ
カ
ン
は
、
ボ
ロ
メ
オ
の
結
び
目
に
よ
っ
て
性
の
レ
エ
ル
の
問

題
に
迫
っ
て
い
く
。
三
つ
の
想
定
、
一
体
性
、
そ
し
て
文
字
（R

SI

）
か

ら
な
る
三
つ
の
輪
が
、
一
つ
の
輪
を
切
り
離
す
と
他
の
二
つ
も
は
ず
れ
て

し
ま
う
と
い
う
特
性
（
そ
の
特
性
が
結
び
目
自
体
の
レ
エ
ル
、
文
字
が
そ

の
象
徴
界
、
そ
し
て
輪
と
い
う
表
象
が
そ
の
想
像
界
と
な
る
）
を
持
つ
結

び
目
で
表
記
さ
れ
る
。
そ
の
レ
エ
ル
と
な
る
結
び
目
自
体
の
中
心
の
空
洞
、

穴
は
、
欲
望
の
原
因
の
対
象
、〈
剰
余
享
楽
〉、〈
み
せ
か
け
〉
のa
に
よ
っ

て
占
め
ら
れ
る
。「
私
が
贈
呈
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
を
君
が
拒
絶
す

る
よ
う
要
望
す
る
│
│
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
は
な
い
か
ら
」（Je

te
dem

ande
de
refuser

ce
que

je
t`offre

parce
que

ce
n'est

pas
ça

）
と

い
う
文
言
を
、
恋
愛
論
の
例
証
と
し
て
ラ
カ
ン
は
組
み
立
て
る
の
だ
が
、

こ
の
文
言
は
結
び
目
の
例
証
と
し
て
も
理
解
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ

こ
で
は
贈
呈
は
Ｓ
、
拒
絶
は
Ｒ
、
要
望
は
Ｉ
、
そ
し
て「
そ
れ
で
は
な
い
」

は
ａ
に
対
応
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
つ
の
輪
か
ら
な
る

結
び
目
は
欲
望
の
原
因
の
対
象
に
よ
っ
て
の
み
保
た
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、逆
に
、レ
エ
ル
と
の
遭
遇
や
真
理
の
効
果
を
お
よ
ぼ
す
解
釈
に
よ
っ

て
欲
望
の
原
因
が
い
わ
ば
明
か
さ
れ
る
た
び
に
、
そ
の
結
び
目
は
分
離
の

脅
威
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、「
大
文
字
の
他
者
の
〈
享

楽
〉
は
愛
の
印
（signe

）
で
は
な
い
」
と
い
っ
た
言
い
回
し
は
、
愛
の
言

説
は
欲
望
の
原
因
の
対
象
ａ
が
埋
め
る
性
関
係
の
不
在
、
そ
の
障
壁
に
と

ど
ま
る
こ
と
し
か
で
き
ず
（am

ur

と
ラ
カ
ン
は
綴
る
）
、
他
者
の
〈
享
楽
〉

に
立
ち
入
る
の
に
は
無
力
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
も

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

「
意
味
」、「
フ
ァ
ル
ス
的
享
楽
」、「
大
文
字
の
他
者
の
享
楽
」
と
い
っ

た
三
つ
の
〈
享
楽
〉
の
形
は
そ
れ
ぞ
れ
、
二
つ
の
輪
が
交
わ
る
結
び
目
の

縁
を
次
の
よ
う
に
囲
む
│
│
意
味
は
Ｉ
と
Ｓ
、
フ
ァ
ル
ス
的
〈
享
楽
〉
は

Ｓ
と
Ｒ
、
大
文
字
の
他
者
の〈
享
楽
〉は
Ｒ
と
Ｉ
。
Ｉ
は
鏡
像
段
階
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
る
身
体
、
Ｓ
は
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
次
元
、
そ
し
て
Ｒ
は
実
存

に
該
当
す
る
の
だ
が
、
こ
の
配
置
を
言
語
論
に
当
て
は
め
る
と
す
る
と
、

「
意
味
」
は
想
像
界
に
よ
る
象
徴
界
の
体
系
化
、
つ
ま
り
〈
ラ
ラ
ン
グ
〉
に

つ
い
て
造
ら
れ
る
言
語
（langage

）、
フ
ァ
ル
ス
〈
享
楽
〉
は
レ
エ
ル
と

し
て
の
言
葉
の
特
異
性
、
つ
ま
り
〈
ラ
ラ
ン
グ
〉
の
作
用
に
よ
っ
て
変
貌

す
る
言
葉
（langue

）、
大
文
字
の
他
者
の
〈
享
楽
〉
は
身
体
そ
の
も
の
実

存
と
し
て
の
「
不
足
す
る
言
葉
」
と
絶
対
的
他
者
性(

〈
享
楽
〉
に
実
体
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
そ
れ
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
常
に
別
の
、

「
異
性
」
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）、
つ
ま
り
言
葉
の
レ
エ
ル
と
し

て
の
〈
ラ
ラ
ン
グ
〉、
と
い
っ
た
よ
う
な
図
式
が
描
き
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
そ
う
し
た
構
成
の
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
も
ま
た
、
こ
と
ご
と
く
、

三
つ
の
想
定
、
一
体
性
そ
し
て
作
用(I

は
結
び
つ
け
る
、
Ｓ
は
識
別
す
る
、

別の〈享楽〉
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Ｒ
は
分
離
す
る
）
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
て
い
く
た
め
、
分
散
の
可
能
性
か

ら
逃
れ
ら
れ
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
安
定
す
る
こ
と
も
な
い
。

フ
ァ
ル
ス
的
享
楽
、
な
い
し
〈
み
せ
か
け
〉
の
〈
享
楽
〉
は
言
説
の
意

味
が
維
持
さ
れ
る
た
め
の
障
壁
を
築
き
、
そ
の
障
壁
の
彼
岸
に
、
脱
意
味

（de−sens
）
に
さ
ら
す
別
の
〈
享
楽
〉
の
地
平
が
位
置
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
そ
う
し
て
「
お
よ
そ
主
体
な
る
そ
の
も
の
は
、
性
関
係
の
不
在
│

│
意
味
の
欠
如
と
し
て
の
不
在
（ab−sens

）
│
│
に
備
え
る
べ
く
、（
フ
ァ

ル
ス
で
あ
る
、
な
い
し
フ
ァ
ル
ス
を
持
つ
、
と
い
う
資
格
で
）
フ
ァ
ル
ス

関
数
の
う
ち
へ
と
登
録
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（「L

'E
tourdit

」）。〈
享
楽
〉

は
、
一
次
的
過
程
と
し
て
決
し
て
回
収
さ
れ
る
こ
と
の
な
く
、
再
現
不
可

能
な
る
原
初
的
満
足
の
再
来
を
常
に
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ァ
ル

ス
と
い
う
意
味
作
用
の
機
能
に
対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
種
の
同
形
異
義
語
の

場
と
な
る
。
そ
し
て
、
主
体
を
快
感
原
則
の
彼
方
に
赴
か
せ
る
〈
享
楽
〉

を
常
に
命
じ
る
の
超
自
我
も
ま
た
、
象
徴
界
の
仲
裁
的
な
法
を
保
証
す
る

自
我
理
想
と
は
異
な
り
、
法
外
な
言
表
の
聴
覚
に
よ
っ
て
、
意
味
の
不
在

へ
と
主
体
を
さ
ら
け
出
す
。

サ
ン
ト
ー
ム

同
形
異
義
に
よ
る
分
離
の
脅
威
を
抱
え
る
結
び
目
の
三
つ
の
輪
の
一
体

性
と
識
別
を
保
つ
た
め
に
、
ラ
カ
ン
は
四
つ
目
の
輪
を
導
入
す
る
。
そ
れ

は
「
症
状
」
と
、
長
ら
く
論
ず
る
の
を
控
え
て
き
た
「
父
の
名
」
で
あ
る
。

「
症
状
」
は
原
初
的
満
足
の
不
可
能
な
反
復
と
し
て
の
〈
享
楽
〉
に
由
来

す
る
も
の
で
あ
り
、
人
が
持
つ
も
っ
と
も
レ
エ
ル
な
も
の
で
あ
る
と
ラ
カ

ン
は
指
摘
し
た
上
で
、
分
析
の
対
象
と
し
て
解
読
す
べ
き
で
あ
る
も
の
の
、

果
た
し
て
完
全
に
解
消
し
う
る
、
ま
た
は
解
消
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ

う
か
と
問
い
直
す
。
そ
こ
で
、
ジ
ョ
イ
ス
に
お
い
て
、
書
字
（ecrit

）
が

身
体
の
形
を
収
め
る
は
ず
の
想
像
界
の
欠
陥
を
補
っ
て
い
る
こ
と
に
目
を

付
け
、
症
状
が
「
お
ち
た
」
時
に
残
る
サ
ン
ト
ー
ム
（
聖
人
と
ト
マ
ス
・

ア
ク
ィ
ナ
ス
に
か
け
た
、sinthom

e

と
い
う
古
い
表
記
）
の
概
念
を
も
っ

ち
だ
す
。
そ
の
サ
ン
ト
ー
ム
が
産
み
出
す
「
意
味
」
は
、
言
う
ま
で
も
な

く
、
従
来
の
フ
ァ
ル
ス
の
〈
み
せ
か
け
〉
の
意
味
作
用
に
よ
っ
て
得
ら
れ

る
「
意
味
」
に
対
し
て
逆
行
し
、
フ
ィ
ッ
ク
シ
ョ
ン
の
構
造
と
し
て
の
真

理
の
性
質
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
意
味
は
必
然
性
の「
書

か
れ
る
こ
と
を
や
め
な
い
」主
人
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
、
不
可
能
性
の「
書

か
れ
な
い
こ
と
を
や
め
な
い
」〈
享
楽
〉
の
レ
エ
ル
を
分
け
る
縁
に
立
つ

こ
と
で
あ
る
（
が
故
に
、
書
字
は
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
刻
む
レ
エ
ル
の
〈
享

楽
〉
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
）。
そ
の
一
方
、
ラ
カ
ン
は
、「
父
の
名
」
が
、

同
形
異
議
の
分
散
に
陥
っ
て
し
ま
う
「
意
味
」
を
、
命
名
、
識
別
を
担
う

機
能
と
し
て
、「
名
の
名
の
名
」
と
し
て
、
象
徴
的
父
性
や
フ
ァ
ル
ス
的

〈
享
楽
〉
の
条
件
と
な
る
例
外
、
死
ん
だ
父
、
と
は
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
立
て
、
サ
ン
ト
ー
ム
と
同
様
、
文
字
に
よ
る
「
知
」
と
そ
の
「
意
味
」

の
伝
達
を
い
か
に
保
証
で
き
る
の
か
と
い
う
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

と
こ
ろ
が
、
最
後
の
ラ
カ
ン
は
、
ト
ラ
ー
ス
や
メ
ビ
ウ
ス
の
帯
、
ク
ロ

ス
・
キ
ャ
ッ
プ
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
を
継
承
す
る
こ
う
し
た
結
び
目
の
理
論
を

練
り
上
げ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
徐
々
に
沈
黙
し
始
め
る
。
あ
た
か
も
、
何
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か
が
「
書
か
れ
る
の
を
や
め
た
」
か
の
よ
う
に
。
分
析
家
の
育
成
を
制
度

的
に
定
め
る
は
ず
の
パ
ス
は
失
敗
だ
っ
た
、
精
神
分
析
の
伝
達
と
科
学
性

の
根
拠
づ
く
り
も
失
敗
し
た
、
そ
し
て
「
私
は
失
敗
し
た
」
と
宣
言
す
る
。

そ
の
説
明
と
し
て
、
ま
す
ま
す
臨
床
か
ら
離
れ
た
、
思
弁
的
な
形
式
化
が

原
因
で
あ
る
と
か
、
ま
た
は
、
ラ
カ
ン
本
人
が
嘆
い
て
い
た
よ
う
に
精
神

分
析
が
単
な
る
災
厄
で
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
っ

た
安
易
な
見
解
が
し
ば
し
ば
出
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
裁
断
か

ら
は
、
欲
望
と
〈
享
楽
〉
の
問
題
提
起
か
ら
思
考
さ
れ
う
る
至
上
の
言
語

論
を
転
覆
し
、
ま
た
、
六
八
年
五
月
が
顕
わ
に
し
た
「
潜
在
性
」
を
も
っ

と
も
強
力
に
考
え
よ
う
と
し
た
思
想
で
あ
る
ラ
カ
ン
の
歩
み
へ
新
た
に
着

目
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ど
れ
だ
け
現
在
の
知
的

状
況
が
「
文
化
へ
の
不
満
」
を
覆
い
隠
す
こ
と
に
専
念
し
て
い
よ
う
と
、

無
意
識
の
声
は
│
│
た
と
え
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
低
い
咳
き
で
あ
る
と
し
て

も
│
│
決
し
て
「
沈
黙
」
し
え
な
い
こ
と
を
知
る
た
め
に
、
こ
の
「
書
か

れ
る
の
を
や
め
た
」
思
考
へ
と
我
々
は
立
ち
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

別の〈享楽〉
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