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は
じ
め
に

サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
他
者
の
存
在
は
そ
の
「
眼ま

な

差ざ
し

」
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
何
者
か
に
よ
っ
て
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
私
の

経
験
に
お
い
て
、
他
者
は
私
に
顕
現
す
る
の
だ
と
サ
ル
ト
ル
は
い
う
。
し
か
し
、
サ
ル
ト
ル
は
、
他
者
の
存
在
が
あ
ら
か
じ
め
確
認
さ
れ
た
上

で
そ
の
眼
差
が
自
分
に
向
け
ら
れ
た
場
合
に
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
見
ら
れ
る
と
い
う
経
験
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
他
者
と
い
う
存
在
が
私
に
顕
現
す
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
見
ら
れ
る
と
い
う
経
験
を
他
者
理
解
の
根
底
に
据
え
る

点
に
、
サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
の
独
創
性
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い（

一
）。

で
は
こ
の
よ
う
な
独
創
的
な
議
論
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
こ
の
論
文
で
、
こ
う
し
た
問
い
か
け
を
出
発
点
に
し
て

サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
の
意
義
を
新
た
な
視
点
か
ら
認
識
し
直
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
現
代
の
発
達
心
理
学
の
研
究
動
向
に
注
目
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
発
達
心
理
学
に
お
い
て
は
、
幼
児
の
他
者
理
解
を

生
後
ほ
ぼ
九
ヶ
月
か
ら
十
二
ヶ
月
の
時
期
に
設
定
す
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
時
期
に
な
っ
て
幼
児
は
よ
う
や
く
他
者
の
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視
線
に
意
図
を
読
み
取
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
生
後
九
ヶ
月
ま
で
、
幼
児
に
は
他
者
理
解
が
存
在
し
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
は
、
支
配
的
な
見
解
の
下
で
抑
圧
さ
れ
て
き
た
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
近
年
、
こ
の
疑
問
に
積
極
的
に
答

え
よ
う
と
す
る
研
究
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
支
配
的
な
見
解
に
お
い
て
は
、
他
者
の
視
線
は
本
質
的
に
外
的
な
対
象
に
向
け
ら
れ
た
視
線
と

し
て
考
え
ら
れ
、
自
己
に
向
け
ら
れ
た
視
線
は
軽
視
さ
れ
て
き
た
。
共
通
の
対
象
に
注
意
を
向
け
る
と
い
う
「
共
同
注
意 (joint attention)

」

が
研
究
の
最
重
要
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
が
、
こ
う
し
た
事
情
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る（

二
）。

し
か
し
、
幼
児
が
自

己
に
向
け
ら
れ
た
視
線
な
い
し
注
意
に
対
し
て
情
動
的
に
反
応
す
る
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
再
確
認
す
る
な
ら
、

他
者
の
視
線
と
は
本
質
的
に
自
己
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
あ
り
、か
つ
ま
た
自
己
に
向
け
ら
れ
た
視
線
に
対
す
る
情
動
的
反
応
の
中
に
は
、

意
図
を
持
っ
た
他
者
の
存
在
理
解
が
す
で
に
暗
黙
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
外
的
な
対
象
に
向

け
ら
れ
た
視
線
の
理
解
は
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
発
達
心
理
学
の
分
野
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意

識
に
も
と
づ
く
研
究
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る（

三
）。

発
達
心
理
学
の
分
野
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
新
し
い
動
向
が
、
サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
の
発
想
と
明
白
な
類
似
を
示
し
て
い
る
点
に
着
目
し
て

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
類
似
を
糸
口
に
し
て
サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
を
見
直
し
、
そ
の
意
義
を
再
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
が
こ
の
論
文
の

主
題
で
あ
る
。

用
語
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
留
意
し
て
お
こ
う
。
こ
の
論
文
で
は
、
サ
ル
ト
ル
の
用
語
で
「
眼
差 (regard/gaze)

」
と
し
て
記
述
さ
れ
る

も
の
と
、
発
達
心
理
学
で
「
注
意 (attention)

」
と
し
て
記
述
さ
れ
る
も
の
は
、
ほ
ぼ
同
義
に
取
り
扱
わ
れ
る
。
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三

　
　

１　

見
ら
れ
る
経
験

上
記
の
主
題
を
展
開
す
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
、
サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
を
も
と
に
提
示
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
確
に
す
べ
き
ポ
イ

ン
ト
は
、
他
者
の
眼
差
が
そ
の
対
象
に
よ
っ
て
二
種
類
に
区
別
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

（
１
）
外
的
事
物
に
向
け
ら
れ
た
眼
差

（
２
）
自
己
に
向
け
ら
れ
た
眼
差

サ
ル
ト
ル
は
こ
れ
ら
の
う
ち
（
２
）
を
他
者
理
解
に
と
っ
て
根
本
的
な
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
鮮
明
に
理

解
し
な
い
限
り
、
サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
の
要
点
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、『
存
在
と
無
』
に
お
け
る
サ
ル
ト
ル
の
議
論
を

で
き
る
限
り
サ
ル
ト
ル
の
意
図
に
そ
っ
て
整
理
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
者
の
存
在
は
、例
え
ば
テ
ー
ブ
ル
や
椅
子
の
よ
う
な
事
物
の
存
在
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。な
ぜ
な
ら
他
者
と
は
私
と
同
様
に
意
識
を
も
っ

た
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
存
在
は
ど
の
よ
う
に
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
テ
ー
ブ
ル
や
椅
子
の
存
在
は
、
そ

れ
ら
を
知
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
た
や
す
く
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
と
同
じ
仕
方
で
他
者
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
か
。
無
論
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
他
者
の
存
在
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
認
識
が
議
論
の
出
発
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
認

識
に
対
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
反
論
が
予
想
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

テ
ー
ブ
ル
や
椅
子
は
知
覚
の
対
象
と
し
て
そ
の
存
在
を
現
す
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
同
じ
仕
方
で
他
者
を
知
覚
す
る
と
き
、
他
者
は
他
者

と
し
て
そ
の
存
在
を
現
す
で
あ
ろ
う
か
。
一
見
す
る
と
、
事
態
は
そ
う
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
私
は
ま
さ
に
他
者
を
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四

対
象
と
し
て
知
覚
し
つ
つ
、
彼
ら
を
た
ん
な
る
事
物
と
は
区
別
し
て
認
知
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
私
と
同
じ
よ
う
に
意
識
を
も
っ
た
存
在

を
、
私
は
現
に
知
覚
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
こ
こ
で
次
の
よ
う
に
問
い
返
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
そ
こ
に
他
者
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
果
た
し
て

確
実
な
こ
と
な
の
か
、
と
。
こ
の
問
い
は
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
た
方
が
そ
の
意
図
が
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
─
─
そ
こ
に
存
在
す
る
の
が

ロ
ボ
ッ
ト
で
は
な
い
と
果
た
し
て
確
実
に
言
い
切
れ
る
の
か
、
と
。
サ
ル
ト
ル
は
、
そ
れ
が
決
し
て
確
実
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
。
対
象
と

し
て
知
覚
す
る
限
り
、
人
間
を
人
間
そ
っ
く
り
の
ロ
ボ
ッ
ト
か
ら
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
が
ロ
ボ
ッ
ト

で
は
な
く
人
間
で
あ
る
と
い
う
判
断
は
蓋
然
的
な
判
断
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
サ
ル
ト
ル
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
私
が
知
覚
し
て
い
る
通
行
人
が
人
間
で
あ
っ
て
人
間
そ
っ
く
り
の
ロ
ボ
ッ
ト
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
無
限
に
蓋
然
的
で
あ
る
」（

四
）

蓋
然
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
の
通
行
人
は
人
間
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

サ
ル
ト
ル
は
何
が
い
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
サ
ル
ト
ル
が
こ
う
書
く
の
を
読
ん
だ
と
し
て
も
、
自
分
が
そ
こ
に
人
間
を
見
て
い
る
と
い
う

私
の
確
信
は
お
そ
ら
く
少
し
も
揺
ら
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
人
間
を
た
ん
な
る
事
物
と
は
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
知
覚
し
て
い
る
と
信
じ
る

こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
も
そ
れ
は
承
知
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
そ
の
確
信
が
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
か
で
あ
る
。
実
際

に
は
、
こ
の
確
信
は
人
間
を
対
象
と
し
て
知
覚
す
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
知
覚
と
い
う
水
準
に
止
ま
る
限
り
、
あ
の
人
は
本

当
に
人
間
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
、
蓋
然
性
の
不
安
か
ら
完
全
に
逃
れ
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
他
者
の
存
在

に
関
す
る
認
知
は
別
の
仕
方
で
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
サ
ル
ト
ル
の
論
点
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
は
、
じ
つ
は
こ
こ
で
『
第
二
省
察
』
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
を
踏
襲
し
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
も
ま
た
、
対
象
知
覚
に
よ
る
限
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五

り
、
あ
の
通
行
人
は
じ
つ
は
「
自
動
機
械
」
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
惑
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
の
通

行
人
が
人
間
で
あ
っ
て
決
し
て
「
自
動
機
械
」
で
は
な
い
と
い
う
確
信
は
、対
象
知
覚
と
は
別
の
仕
方
で
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る（

五
）。

因
に
、
デ
カ
ル
ト
は
そ
れ
を
「
精
神
の
洞
察
」（

六
）と

呼
ん
で
い
る
。

サ
ル
ト
ル
の
論
点
も
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
対
象
知
覚
と
い
う
水
準
に
お
い
て
、
人
間
と
た
ん
な
る
事
物
と
の
区
別
が
成
立
す
る
に
は
、

そ
れ
に
先
立
っ
て
、対
象
知
覚
と
は
ま
っ
た
く
別
の
仕
方
で
他
者
の
存
在
が
認
知
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
問
題
は
、

対
象
知
覚
と
は
異
な
る
認
知
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
点
で
サ
ル
ト
ル
は
デ
カ
ル
ト
よ

り
も
緻
密
な
議
論
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

他
者
の
眼
差
が
サ
ル
ト
ル
に
よ
っ
て
語
り
出
さ
れ
る
の
は
ま
さ
に
こ
こ
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
者
の
存
在
は
自
分
が
他
者
を
見

る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
全
く
逆
に
他
者
に
よ
っ
て
自
分
が
見
ら
れ
る
と
い
う
経
験
に
お
い
て
顕
現
す
る
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
他
者
の
存
在
は
私
に
眼
差
を
向
け
る
者
と
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
サ
ル
ト
ル
は
こ
の
よ
う
な
他
者
と
の
関
係
こ
そ
「
根

本
的
な
関
係
」（

七
）で

あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
上
記
の
区
別
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
サ
ル
ト
ル

に
よ
れ
ば
（
２
）
自
己
に
向
け
ら
れ
た
他
者
の
眼
差
こ
そ
根
本
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
（
１
）
外
的
事
物
に
向
け
ら
れ
た
他
者
の

眼
差
は
派
生
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。

例
え
ば
、
私
の
見
て
い
る
公
園
の
芝
生
に
誰
か
が
眼
差
を
向
け
る
の
に
気
づ
い
た
と
き
、
私
は
そ
こ
に
他
者
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る（
八
）。

そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
を
他
者
の
存
在
に
気
づ
か
せ
る
の
は
そ
の
眼
差
で
あ
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
眼
差
に
よ
っ
て
、
他
者
の

存
在
が
た
ん
な
る
事
物
の
存
在
と
は
異
な
る
仕
方
で
現
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
者
が
外
的
事
物
に
眼
差
を
向
け
る
の
を
た
ん
に
対
象
と

し
て
知
覚
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、こ
の
よ
う
な
区
別
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
意
識
を
持
っ
た
存
在
が
そ
こ
に
存
在
す
る
と
い
う
理
解
は
、

そ
の
眼
差
を
対
象
と
し
て
の
み
知
覚
し
て
い
て
も
出
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。そ
の
眼
差
は
ロ
ボ
ッ
ト
の
機
械
の
眼
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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し
か
し
、
私
は
外
的
事
物
に
向
け
ら
れ
た
他
者
の
眼
差
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
見
な
い
。
私
が
そ
の
眼
差
に
認
め
る
の
は
意
識
の
存

在
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、私
と
は
違
っ
た
観
点
か
ら
芝
生
を
見
て
い
る
主
観
の
存
在
で
あ
る
。
た
だ
し
、こ
の
よ
う
な
理
解
は
対
象
知
覚
に
よ
っ

て
は
決
し
て
も
た
ら
さ
れ
な
い
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
外
的
事
物
に
向
け
ら
れ
た
眼
差
に
対
し
て
、
私
は
い
か
に
し
て
他

者
の
存
在
を
読
み
取
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
、
他
者
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
と
い
う
経
験
が
他
者
理
解
に
と
っ
て
根
本
的
な
も
の

と
し
て
言
及
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

眼
差
を
と
お
し
て
他
者
の
存
在
を
認
知
す
る
に
は
、
自
己
が
そ
の
対
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
経

験
が
他
者
を
現
前
さ
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
経
験
が
な
け
れ
ば
他
者
が
何
か
を
見
て
い
る
と
い
う
認
知
は
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
眼
差
を
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
は
世
界
の
中
の
対
象
と
し
て
の
眼
差
を
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
く
（
こ
の
眼
差
が
わ
れ
わ
れ
に
向
け
ら
れ

て
い
る
場
合
は
別
と
し
て
）、
眼
差
を
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
で
あ
る
」（

九
）

引
用
が
少
々
分
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
ポ
イ
ン
ト
は
眼
差
そ
の
も
の
の
知
覚
と
眼
差
を
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
認
知
と

の
区
別
で
あ
り
、
か
つ
後
者
を
根
本
的
な
も
の
と
み
な
す
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
実
際
に
他
者
の
眼
差
を
知
覚
す
る
こ
と
以
上
に
、「
見
ら
れ

て
い
る
」
と
感
じ
る
こ
と
の
方
が
他
者
認
知
に
は
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
サ
ル
ト
ル
は
、
自
分
が
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
経
験
の
確
実
性
か
ら

私
を
見
る
も
の
と
し
て
の
他
者
の
存
在
の
確
実
性
を
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
経
験
は
、
私
が
私
の
存
在
か
ら
引
き
出

す
こ
と
の
で
き
な
い
独
自
の
経
験
だ
か
ら
で
あ
る
。「
私
は
そ
れ〔
眼
差
と
し
て
の
他
者
の
現
前
〕を
私
か
ら
導
き
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
」（

一
〇
）

「
羞
恥 (honte)

」（
一
一
）と

い
う
情
動
が
こ
の
経
験
に
必
然
的
に
伴
う
と
い
う
点
を
サ
ル
ト
ル
が
強
調
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
情
動
が
自
己

の
存
在
の
み
を
考
え
る
場
合
に
は
決
し
て
意
味
を
な
さ
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。「
羞
恥
」
を
感
じ
る
こ
と
に
お
い
て
、
私
の
世
界
を
超
越
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す
る
存
在
が
私
に
顕
現
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
経
験
は
私
以
外
の
主
観
の
存
在
の
証
明
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

対
象
と
し
て
い
く
ら
他
者
を
観
察
し
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
他
の
主
観
の
存
在
を
確
信
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
そ

の
場
合
に
は
自
己
の
意
識
を
超
越
し
た
別
の
意
識
の
存
在
を
確
信
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
極
論
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
は
他
者
と

は
た
ん
に
私
の
想
像
物
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
私
は
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
経
験
が
私
に
他
者
の
存
在
を
確
信
さ
せ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
外
的
事
物
に
向
け
ら
れ
た
眼
差
に

他
者
の
存
在
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他
者
と
は
、先
ず
始
め
に
私
を
見
る
主
観
と
し
て
顕
現
す
る
の
で
あ
っ
て
、

私
が
他
の
諸
事
物
の
あ
い
だ
に
知
覚
す
る
対
象
と
し
て
の
他
者
は
、
こ
の
主
観
と
し
て
の
他
者
を
前
提
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
他
者

に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
他
者
を
見
て
い
る
こ
と
の
真
理
で
あ
る
」（

一
二
）と

サ
ル
ト
ル
が
い
う
の
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

ま
と
め
て
み
よ
う
。
た
ん
な
る
事
物
と
は
異
な
る
、
私
以
外
の
主
観
の
存
在
を
私
に
知
ら
せ
る
の
は
眼
差
で
あ
る
。
し
か
し
、
眼
差
が
そ
の

よ
う
な
力
を
持
つ
の
は
そ
れ
が
外
的
事
物
に
向
け
ら
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
で
は
な
い
。
自
分
が
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
持
つ
こ
と

に
よ
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
自
己
が
眼
差
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
と
い
う
、
私
の
世
界
を
超
越
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
主
観
の
存

在
が
顕
現
す
る
の
で
あ
る
。

「
私
が
眼
差
を
向
け
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
限
り
に
お
い
て
、
他
者
の
超
世
界
的
な
現
前
が
私
に
と
っ
て
実
現
す
る
の
で
あ
る
」（

一
三
）

こ
の
よ
う
に
、
他
者
の
二
種
類
の
眼
差
の
う
ち
、（
２
）
自
己
に
向
け
ら
れ
た
眼
差
が
根
本
的
な
も
の
で
あ
り
、（
１
）
外
的
事
物
に
向
け
ら
れ

た
眼
差
は
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
他
者
の
眼
差
は
ま
ず
自
己
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
か
ら

こ
そ
、
そ
の
後
に
自
己
か
ら
逸
れ
て
他
の
事
物
の
方
へ
、
世
界
の
方
に
向
け
ら
れ
た
場
合
に
も
、
そ
れ
と
し
て
認
知
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
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以
上
、
私
は
で
き
る
限
り
サ
ル
ト
ル
自
身
の
意
図
に
沿
っ
た
形
で
『
存
在
と
無
』
に
お
け
る
眼
差
の
議
論
を
再
構
成
し
て
み
た
。
無
論
、
こ

の
再
構
成
に
は
私
自
身
の
関
心
も
は
た
ら
い
て
い
る
。
サ
ル
ト
ル
が
議
論
の
中
心
に
据
え
た
の
は
、（
２
）
自
己
に
向
け
ら
れ
た
眼
差
で
あ
り
、

（
１
）
外
的
事
物
に
向
け
ら
れ
た
眼
差
は
前
者
を
論
じ
る
参
照
項
の
役
割
し
か
持
っ
て
い
な
い
。
私
は
、
こ
う
し
た
論
点
の
組
立
そ
の
も
の
に

は
手
を
つ
け
て
い
な
い
。
私
は
む
し
ろ
、（
２
）
が
根
本
的
な
他
者
と
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
サ
ル
ト
ル
の
論
点
を
確
認
し
つ
つ
、さ
ら
に
（
１
）

が
（
２
）
を
前
提
し
て
い
る
と
い
う
点
を
サ
ル
ト
ル
の
も
と
も
と
の
議
論
よ
り
も
前
面
に
出
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ

う
す
る
こ
と
で
サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
の
独
創
性
が
鮮
明
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

私
が
サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
の
独
創
性
と
考
え
て
い
る
の
は
、
他
者
と
い
う
存
在
を
二
人
称
で
理
解
す
る
た
め
の
精
密
な
概
念
を
作
り
出
し
た

と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
精
密
な
概
念
が
「
眼
差
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

私
の
考
え
で
は
、
他
者
に
関
す
る
哲
学
的
考
察
は
、
つ
ね
に
三
人
称
と
い
う
観
察
者
的
視
点
で
語
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
が
上
記
（
１
）
外
的

事
物
に
向
け
ら
れ
た
眼
差
を
と
お
し
て
他
者
が
理
解
さ
れ
て
い
る
と
す
る
視
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
三
人
称
の
視
点
で
は
他
者
の

存
在
は
じ
つ
は
リ
ア
ル
に
と
ら
え
ら
れ
な
い
。
他
者
理
解
の
構
造
を
リ
ア
ル
に
と
ら
え
る
に
は
、
他
者
を
二
人
称
に
置
い
て
考
え
て
み
る
必
要

が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
態
度
を
徹
底
さ
せ
た
と
き
、（
２
）
自
己
に
向
け
ら
れ
た
眼
差
が
語
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
三
人
称
の
視
点
の
問
題
点
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
の
独
創
性
を
さ
ら
に
追
求
し
て
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
私
は
哲
学
的
な
他
者
論
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
代
の
発
達
心
理
学
の
研
究
成
果
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
理

由
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、「
視
線
」
な
い
し
「
注
意
」
と
い
う
主
題
が
発
達
心
理
学
に
お
い
て
は
つ
ね
に
重
要
な
研
究
主
題
と
し
て
取
り
扱

わ
れ
て
き
た
と
い
う
点
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
発
達
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
他
者
の
視
線
や
注
意
を
認
知
す
る
と
い
う
こ
と
が
個

体
の
社
会
的
認
知
発
達
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
研
究
者
た
ち
に
共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
哲
学
的
な
文
献
に
は
こ
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れ
と
比
較
す
べ
き
研
究
の
蓄
積
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
発
達
心
理
学
に
お
け
る
近
年
の
動
向
に
お
い
て
、
視
線
の
三
人
称
的
な

取
扱
い
か
ら
二
人
称
的
な
取
扱
い
へ
の
シ
フ
ト
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
シ
フ
ト
の
意
味
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

三
人
称
の
視
点
か
ら
の
研
究
が
他
者
の
理
解
に
と
っ
て
は
不
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　

２　

人
称
の
問
題

発
達
心
理
学
に
お
い
て
は
幼
児
が
他
者
の
視
線
を
認
知
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
研
究
す
る
際
の
視
点
と
し
て
、
三
人
称
の
観
察
者
的
視
点
が
支

配
的
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
幼
児
が
大
人
の
行
動
を
観
察
に
よ
っ
て
理
解
し
て
い
る
と
い
う
視
点
か
ら
認
知
の
発
達
理
論
が
構
築
さ
れ
て
き

た
。
そ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、幼
児
が
大
人（
他
者
）と
注
意
を
共
有
す
る
の
は
生
後
九
ヶ
月
以
降
で
あ
る
。
こ
の
時
期
か
ら
、幼
児
は
意
図
を
持
っ

た
存
在
と
し
て
他
者
を
認
知
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
認
知
の
発
達
に
関
し
て
重
要
な
局
面
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
他
者
が
意
図
を
持

つ
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
に
心
的
な
性
質
が
付
与
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
社
会

的
認
知 (social cognition)

」
の
中
核
を
な
す
「
マ
イ
ン
ド
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
の
能
力
は
、
他
者
を
心
的
な
性
質
を
持
っ
た
主
体
と
み
な
す

こ
と (m

entalizing) 

を
前
提
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
何
が
生
じ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
じ
つ
は
理
論
的
な
空
白
が
生
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
時
期
を

理
論
的
に
空
白
に
す
る
限
り
、
な
ぜ
九
ヶ
月
以
降
に
「
共
同
注
意
」
が
突
然
生
じ
る
か
を
説
明
で
き
な
い
。
こ
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
近
年
注

目
さ
れ
て
い
る
研
究
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
こ
の
理
論
的
空
白
が
三
人
称
の
視
点
に
起
因
し
て
い
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
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発
達
心
理
学
の
分
野
に
お
け
る
支
配
的
な
見
解
の
典
型
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
ト
マ
セ
ロ
の
学
習
理
論
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ト
マ
セ

ロ
の
学
習
理
論
は
、
生
命
進
化
の
中
で
ヒ
ト
が
占
め
る
特
異
な
位
置
の
認
識
を
背
景
に
し
て
い
る
。
ヒ
ト
が
地
球
上
に
現
れ
た
時
期
は
お
よ
そ

二
百
万
年
前
に
設
定
さ
れ
る
が
、
二
百
万
年
と
い
う
時
間
は
進
化
論
的
に
は
極
め
て
短
い
時
間
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
の
間
に
ヒ
ト
が
高
度
な
文

明
を
達
成
し
え
た
理
由
は
何
か
。
ト
マ
セ
ロ
は
そ
こ
に
「
学
習
」
を
見
出
し
た
。
つ
ま
り
、
あ
る
個
人
な
い
し
集
団
が
発
明
し
た
こ
と
を
、
別

の
個
人
な
い
し
集
団
が
学
習
し
か
つ
そ
こ
に
改
良
を
加
え
る
こ
と
で
文
化
が
累
積
的
に
継
承
さ
れ
、
極
め
て
短
い
時
間
の
間
に
飛
躍
的
な
文
化

の
発
展
が
な
さ
れ
え
た
の
で
あ
る
。

ト
マ
セ
ロ
の
い
う
「
学
習
」
と
は
、
厳
密
に
は
「
文
化
学
習
」
で
あ
り
、
他
者
の
行
為
の
外
面
的
な
反
復
と
は
区
別
さ
れ
る
。「
文
化
学
習
」

に
不
可
欠
な
条
件
は
他
者
の
意
図
を
理
解
す
る
能
力
で
あ
る
。

「
こ
の
よ
う
に
他
者
を
自
己
と
同
じ
く
意
図
を
も
っ
た
主
体
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
ヒ
ト
の
文
化
学
習
に
と
っ
て
決
定
的
な
こ
と
で
あ

る
」（

一
四
）

た
だ
た
ん
に
真
似
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
図
を
理
解
し
た
上
で
真
似
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
化
の
継
承
お
よ
び
発
展
が
可
能
に
な
る
。
ト
マ

セ
ロ
は
、
彼
自
身
の
研
究
を
含
む
霊
長
類
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
、
霊
長
類
の
中
で
こ
の
よ
う
な
能
力
が
認
め
ら
れ
る
の
は
ヒ
ト
だ
け
で
あ
る

と
結
論
し
て
い
る
。

「
経
験
的
証
拠
の
圧
倒
的
多
数
は
ヒ
ト
だ
け
が
同
種
の
も
の
を
自
分
と
同
じ
く
意
図
を
持
っ
た
主
体
と
し
て
理
解
で
き
、
そ
の
意
味
で
ヒ
ト

だ
け
が
文
化
学
習
に
参
与
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
」（

一
五
）
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こ
の
よ
う
な
進
化
論
的
な
認
識
を
背
景
に
し
て
、
生
命
進
化
の
過
程
で
ヒ
ト
が
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
他
者
理
解
の
能
力
が
個
体
発
生
に
お
い

て
ど
の
よ
う
に
発
現
し
て
く
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
ト
マ
セ
ロ
の
学
習
理
論
の
課
題
と
な
る
。
ト
マ
セ
ロ
の
問
い
は
次
の
よ
う
な
も
の

に
な
る
だ
ろ
う
。

[a] 

幼
児
は
い
つ
か
ら
大
人
（
他
者
）
の
意
図
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
の
か

[b] 

幼
児
は
ど
の
よ
う
に
し
て
大
人
（
他
者
）
の
意
図
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
の
か

　[a]
に
つ
い
て
は
生
後
九
ヶ
月
か
ら
十
二
ヶ
月
の
期
間
と
い
う
解
答
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
[b]
に
つ
い
て
は
、
大
人
（
他
者
）
と
注
意
を
共

有
す
る
と
い
う
事
象
す
な
わ
ち
「
共
同
注
意 (joint attention)

」
が
重
視
さ
れ
る
。

「
生
後
九
ヶ
月
ご
ろ
か
ら
十
二
ヶ
月
に
な
る
と
、
一
群
の
新
し
い
行
動
が
発
現
し
は
じ
め
る
。
そ
の
行
動
は
初
期
の
行
動
の
よ
う
な
二
項
的
な

も
の
で
は
な
く
、
対
象
や
人
と
の
相
互
作
用
を
調
整
す
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
で
三
項
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
生
じ
る
の

は
、
子
供
と
大
人
、
そ
し
て
両
者
が
注
意
を
向
け
る
対
象
な
い
し
出
来
事
か
ら
成
る
指
示
の
三
角
形
で
あ
る
。
共
同
注
意 (joint attention) 

と
い
う
用
語
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
社
会
的
ス
キ
ル
と
社
会
的
相
互
作
用
か
ら
成
る
こ
う
し
た
複
合
物
全
体
を
特
徴
づ
け
る
た
め
に
用
い
ら

れ
て
き
た
」（

一
六
）

大
人
（
他
者
）
が
注
意
を
向
け
て
い
る
対
象
に
自
分
も
注
意
を
向
け
る
と
い
う
行
為
に
お
い
て
、
意
図
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
の
他
者
理
解

が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
が
ト
マ
セ
ロ
の
主
張
で
あ
る
。「
共
同
注
意
」
に
引
き
続
い
て
「
視
線
追
従
」
や
「
指
差
し
」
な
ど
が
発
現
す
る
こ
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と
か
ら
も
、
ト
マ
セ
ロ
の
主
張
は
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
次
の
問
題
点
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
共
同
注
意
」
が
見
ら
れ
る
の
が
生
後
九
ヶ
月
以
降
で
あ
る
と
い
う
の
は

事
実
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
う
し
た
デ
ー
タ
に
異
議
を
差
し
挟
む
気
は
な
い
。
ま
た
「
共
同
注
意
」
が
意
図
の
存
在
に
対
す
る
幼
児
の
理
解
を
示

す
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
も
特
に
異
議
は
な
い
。
問
題
は
、
こ
の
二
点
を
認
め
て
も
、
こ
の
時
期
以
前
に
幼
児
は
何
ら
か
の
意
図
を
持
っ

た
主
観
の
存
在
を
認
知
し
て
い
な
い
と
い
う
結
論
は
出
て
こ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
実
際
、
幼
児
は
生
後
か
ら
継
続
的
に
大
人
（
他
者
）
の

視
線
に
曝
さ
れ
て
い
る
し（

一
七
）、

視
線
に
対
し
て
情
動
的
な
反
応
を
し
て
い
る
の
が
観
察
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
事
実
は
発
達
心
理
学

の
支
配
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
中
で
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ト
マ
セ
ロ
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
時
期
を
理
論
的
空
白
と
し
て
残
し
て
お
く
こ
と
は
「
共
同
注
意
」
を
中
心
に
し
た
支
配
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
と
っ
て
は
理
論
的

な
リ
ス
ク
を
生
じ
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
内
部
で
次
の
よ
う
な
問
い
が
問
わ
れ
る
余
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

[c] 

幼
児
は
な
ぜ
生
後
九
ヶ
月
に
突
然
他
者
と
注
意
を
共
有
す
る
の
か

[d] 

幼
児
は
ど
う
し
て
た
ん
な
る
眼
の
方
向
に
意
図
の
存
在
な
ど
を
読
み
取
り
う
る
の
か

こ
れ
ら
を
問
う
な
ら
ば
、
九
ヶ
月
以
前
を
真
剣
に
検
討
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
九
ヶ
月
以
後
の
発
達
に
固

執
す
る
な
ら
、生
後
九
ヶ
月
以
降
に
発
現
す
る
よ
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
た
何
ら
か
の
生
得
的
能
力
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
、

バ
ロ
ン
＝
コ
ー
エ
ン
の
「
注
意
共
有
メ
カ
ニ
ズ
ム (sharing attention m

ecanism
; SA

M
)

」
の
理
論（

一
八
）な

ど
は
そ
の
よ
う
な
生
得
仮
説
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
仮
説
に
よ
っ
て
は
幼
児
の
他
者
理
解
は
リ
ア
ル
に
と
ら
え
ら
れ
な
い
。　
　
　
　
　
　
　

　

九
ヶ
月
以
前
を
正
面
か
ら
問
題
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
問
題
点
は
鮮
明
な
も
の
に
な
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
発
達
心
理
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学
に
お
け
る
近
年
の
動
向
に
注
目
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
図
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
の
他
者
の
理
解
が
「
共
同
注
意
」
に
お
い
て
は

じ
め
て
成
立
す
る
と
い
う
見
方
は
、
幼
児
が
大
人
（
他
者
）
の
存
在
を
三
人
称
の
観
察
者
的
視
点
か
ら
理
解
し
て
い
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
て

く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
幼
児
と
大
人
（
他
者
）
と
の
相
互
的
な
や
り
と
り
の
中
に
お
い
て
で
は
な
く
、
大
人
（
他
者
）
を
外
か
ら

観
察
す
る
と
い
う
位
置
に
幼
児
を
置
い
た
場
合
に
、
幼
児
が
意
図
を
持
っ
た
主
体
の
存
在
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
瞭
に
な
る
の
が

九
ヶ
月
以
降
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
三
人
称
の
視
点
の
み
か
ら
幼
児
の
他
者
理
解
を
考
察
す
べ
き
理
論
的
必
然
性
は
じ
つ
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
以
前
に

何
が
生
じ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、「
共
同
注
意
」
に
お
い
て
と
同
様
に
大
人
（
他
者
）
の
視
線
に
つ
い
て
の

理
解
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
九
ヶ
月
以
前
の
幼
児
は
大
人
（
他
者
）
の
視
線
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

時
期
に
は
ま
だ
「
共
同
注
意
」
が
成
立
し
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
幼
児
と
大
人
（
他
者
）
と
の
関
係
は
、
こ
れ
ら
に
外
的
対
象
を
加
え
た
「
三

項
関
係
」
で
は
な
く
、
幼
児
と
大
人
（
他
者
）
の
み
か
ら
成
る
「
二
項
関
係
」
で
あ
る
。
こ
の
関
係
の
特
徴
は
、
幼
児
と
大
人
（
他
者
）
が
直

接
的
に
向
き
合
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
で
幼
児
は
二
人
称
の
視
点
で
大
人
（
他
者
）
を
理
解
せ
ざ
る
を
え
な
い

の
で
あ
る
。

で
は
、
二
項
関
係
に
お
い
て
は
、
幼
児
に
と
っ
て
大
人
（
他
者
）
の
存
在
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
う
ま

で
も
な
く
、自
分
を
見
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
二
人
称
の
視
点
で
大
人
（
他
者
）
と
向
き
合
う
限
り
、幼
児
は
そ
の
視
線
（
眼

差
）
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
問
題
は
、
生
後
九
ヶ
月
以
前
の
時
期
に
お
い
て
、
視
線
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
か
で
あ

る
。
自
己
を
対
象
と
し
て
見
つ
め
る
主
観
の
存
在
に
幼
児
は
気
づ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
ヴ
ァ
ス
デ
ヴ
ィ
・
レ
デ
ィ
の
優
れ
た
研
究
を
参
照
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ
デ
ィ
は
、
幼
児
が
大
人
（
他
者
）
の
「
注
意 

(attention)

」
を
認
知
す
る
の
は
生
後
九
ヶ
月
以
降
に
成
立
す
る
「
共
同
注
意
」
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
通
説
に
対
し
て
、そ
れ
以
前
の
「
相
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互
注
意 (m

utual attention)

」
に
お
い
て
す
で
に
注
意
は
認
知
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。

「
生
後
一
年
目
の
終
わ
り
に
生
じ
る
外
的
対
象
へ
の
共
同
注
意
は
、
幼
児
が
他
の
人
々
の
注
意
を
発
見
す
る
段
階
の
到
来
を
告
げ
る
も
の
で

あ
る
と
一
般
に
は
信
じ
ら
れ
て
い
る
。〔
こ
れ
に
対
し
〕
私
は
、
生
後
数
ヶ
月
の
間
に
生
じ
る
相
互
注
意
が
、
す
で
に
注
意
の
方
向
に
関
す
る

認
知
を
含
ん
で
い
る
と
主
張
し
た
い
」（

一
九
）

で
は
、
大
人
（
他
者
）
の
注
意
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
認
知
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
重
要
な
点
は
、
幼
児
が
認
知
す
べ
き
注
意
は
、
ほ

か
な
ら
ぬ
自
己
に
向
け
ら
れ
た
注
意
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
を
先
ず
鮮
明
に
認
識
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
他
者
の
注
意
が
何
か
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
後
わ
ず
か
数
ヶ
月
の
時
点
で
す
で
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の

目
標
が
幼
児
〔
自
己
〕
で
あ
る
と
い
う
条
件
に
お
い
て
で
あ
る
」（

二
〇
）

こ
の
よ
う
に
大
人
（
他
者
）
の
注
意
が
自
己
に
向
け
ら
れ
た
と
き
、幼
児
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
認
知
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

誰
も
が
ご
く
身
近
に
経
験
し
て
い
る
と
お
り
、
大
人
が
幼
児
に
注
意
を
向
け
る
と
情
動
的
な
反
応
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
レ
デ
ィ
は
、
注
意

の
存
在
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
認
知
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

「
幼
児
は
生
後
き
わ
め
て
早
い
時
期
か
ら
他
者
達
の
注
意
を
情
動
的
に
認
知
し
て
い
る
」（

二
一
）
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例
え
ば
、「
幼
児
は
大
人
が
彼
ら
と
眼
を
合
わ
せ
た
と
き
の
方
が
眼
を
外
ら
し
た
と
き
よ
り
も
よ
く
笑
う
」（

二
二
）で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で

特
に
注
目
す
べ
き
反
応
は
、
大
人
（
他
者
）
か
ら
注
意
を
向
け
ら
れ
た
と
き
に
幼
児
が
し
ば
し
ば
当
惑
し
た
反
応
を
示
す
と
い
う
点
で
あ
る
。

「
彼
ら
〔
幼
児
〕
は
、
他
者
の
眼
差 (gaze) 

か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
彼
ら
に
向
け
ら
れ
た
眼
差
が
無
表
情
な
も
の
で
あ
っ
た

り
何
か
意
味
あ
り
げ
な
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
に
は
当
惑
を
示
す
も
の
で
あ
る
」（

二
三
）

さ
ら
に
幼
児
は
「
眼
差
を
避
け
る
」（

二
四
）こ

と
に
よ
っ
て
自
分
に
向
け
ら
れ
た
注
意
に
対
し
て
「
無
関
心
を
装
う
」（

二
五
）こ

と
も
あ
る
。
し
か

し
最
も
注
目
す
べ
き
反
応
は
、
幼
児
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
て
「
照
れ
た (coy)

」（
二
六
）反

応
を
示
す
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は

す
べ
て
大
人
に
も
起
こ
り
う
る
。
つ
ま
り
、
眼
差
に
対
す
る
大
人
と
同
様
の
反
応
が
す
で
に
生
後
数
ヶ
月
の
幼
児
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
点
を
も
と
に
、
自
己
を
対
象
と
し
て
知
覚
す
る
、
意
図
を
持
っ
た
主
体
の
存
在
は
、
す
で
に
九
ヶ
月
以
前
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と

主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
レ
デ
ィ
の
議
論
は
見
ら
れ
る
経
験
に
よ
っ
て
生
じ
る
情
動
を
重
視
す
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
サ
ル

ト
ル
と
の
類
似
は
す
で
に
明
白
で
あ
ろ
う
。
サ
ル
ト
ル
は
、
他
者
か
ら
見
ら
れ
る
と
い
う
経
験
に
つ
ね
に
「
羞
恥
」
が
伴
う
と
い
う
点
を
強
調

し
て
い
た
。
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
こ
の
情
動
が
他
者
を
考
察
す
る
際
に
重
視
さ
れ
た
理
由
は
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
。
繰
り
返
し
て
い
え
ば
、

こ
の
よ
う
な
情
動
は
た
ん
に
自
己
自
身
を
眼
中
に
お
く
限
り
成
立
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
自
己
の
外
部
に
自
分
を
見
る
主
観
が
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
を
確
信
さ
せ
る
条
件
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
外
的
事
物
に
向
け
ら
れ
た
眼
差
な
ら
、
あ
れ
は
じ
つ
は
機
械
の
眼
で
は
な
い

か
と
懐
疑
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
自
己
自
身
に
そ
れ
が
向
け
ら
れ
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
懐
疑
は
成
立
し
な
い
。
見

ら
れ
て
い
る
と
い
う
経
験
は
、「
羞
恥
」
と
い
う
情
動
を
と
も
な
っ
て
経
験
さ
れ
る
が
、
自
分
は
じ
つ
は
「
羞
恥
」
な
ど
感
じ
て
は
い
な
い
の
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で
は
な
い
か
と
懐
疑
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
外
的
事
物
に
向
け
ら
れ
た
他
者
の
眼
差
の
理
解
は
、
自
己
に
向

け
ら
れ
た
眼
差
の
理
解
か
ら
派
生
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
最
後
の
点
に
つ
い
て
、
レ
デ
ィ
も
ま
た
サ
ル
ト
ル
と
同
じ
結
論
に
達
し
て
い
る
。
九
ヶ
月
以
前
か
ら
そ
れ
以
後
に
か
け
て
、
幼
児
が
大

人
（
他
者
）
の
注
意
に
対
し
て
示
す
反
応
を
丹
念
に
た
ど
っ
て
い
く
と
、
幼
児
が
反
応
す
る
大
人
（
他
者
）
の
注
意
の
対
象
が
徐
々
に
自
己
と

い
う
対
象
か
ら
離
れ
て
い
く
の
が
観
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
（
二
ヶ
月
以
降
）
→
自
己
の
行
為
（
七
ヶ
月
以
降
）
→
自
己
が

手
に
持
っ
て
い
る
対
象
（
九
ヶ
月
以
降
）
→
外
的
対
象
（
十
ヶ
月
以
降
）
→
過
去
の
出
来
事
・
不
在
の
対
象
（
十
五
ヶ
月
以
降
）
と
い
う
よ
う

に（
二
七
）。

心
理
学
的
観
察
と
し
て
卓
越
し
て
い
る
の
は
、
自
己
の
行
為
へ
向
け
ら
れ
た
視
線
を
自
己
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
た
視
線
と
は
区
別
す
る
こ

と
で
、
自
己
と
い
う
対
象
か
ら
本
来
の
意
味
で
の
自
己
以
外
の
対
象
へ
の
移
行
が
よ
り
連
続
的
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
ろ

う
。
な
お
、
補
足
説
明
だ
が
、
自
己
と
自
己
の
行
為
を
区
別
す
る
の
は
、
幼
児
の
反
応
に
明
瞭
な
差
異
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
こ
の
点
は

後
述
）。
こ
の
よ
う
な
観
察
を
も
と
に
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
者
の
注
意
は
先
ず
始
め
に
自
己
に
向
け
ら
れ
た
も
の

と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、「
共
同
注
意
」
に
お
け
る
他
者
の
注
意
の
認
知
は
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
だ
、
と
。

「
自
己
は
、
幼
児
が
経
験
す
る
他
者
の
注
意
の
第
一
の
目
標
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
こ
の
経
験
を
も
と
に
し
て
、
そ
の
他
の
主
題
に
向
け
ら
れ

た
他
者
の
注
意
は
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
」（

二
八
）

こ
の
よ
う
に
、
レ
デ
ィ
は
「
共
同
注
意
」
以
前
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
の
注
意
は
す
で
に
生
後
数
ヶ
月
の
時
点
で
認
知
さ
れ
て
い

る
と
い
う
点
を
、
自
己
に
向
け
ら
れ
た
眼
差
に
着
目
す
る
と
い
う
サ
ル
ト
ル
的
な
発
想
に
よ
っ
て
主
張
し
、「
共
同
注
意
」
に
お
け
る
他
者
理
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解
を
む
し
ろ
派
生
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

す
で
に
指
摘
し
た
「
共
同
注
意
」
理
論
の
内
在
的
問
題
点
が
こ
れ
で
解
消
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

[c] 

幼
児
は
な
ぜ
生
後
九
ヶ
月
以
降
に
突
然
他
者
と
注
意
を
共
有
す
る
の
か
。
─
─
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
幼
児
は
も
っ
と
早
く
か
ら
他
者

の
注
意
に
気
づ
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
で
問
い
そ
の
も
の
が
解
消
す
る
で
あ
ろ
う
。

[d] 

ど
う
し
て
た
ん
な
る
眼
の
方
向
に
意
図
の
存
在
な
ど
を
読
み
取
り
う
る
の
か
。
─
─
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
視
線
の
目
標
が
自
己
で
あ

る
場
合
に
は
注
意
な
い
し
意
図
の
存
在
は
直
接
的
に
理
解
さ
れ
る
の
で
、「
共
同
注
意
」
に
お
け
る
眼
の
方
向
に
意
図
が
読
み
取
ら
れ
る
の

は
そ
の
延
長
線
上
で
可
能
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
発
達
心
理
学
の
研
究
成
果
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
の
ど
の
よ
う
な
側
面
が
鮮
明
に
な
っ
て

く
る
か
と
い
う
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幼
児
に
お
け
る
他
者
理
解
と
い
う
問
題
を
、
三
人
称
の
視
点
の
問
題
点
を
明
確
に
す
る
と

い
う
方
向
で
考
察
し
て
み
た
結
果
と
し
て
徐
々
に
鮮
明
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
三
人
称
の
対
案
と
し
て
の
二
人
称
の
視
点
が
、
情
動
的
な
理
解

と
い
う
い
ま
ひ
と
つ
の
視
点
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
以
上
の
考
察
を
見
直
し
て
み
よ
う
。

個
体
発
生
の
初
期
の
段
階
で
す
で
に
、
視
線
の
中
に
意
図
を
持
っ
た
主
体
の
存
在
が
認
知
さ
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
、
生
後
九
ヶ
月
以

降
に
生
じ
る
「
共
同
注
意
」
と
い
う
現
象
は
じ
つ
は
十
分
に
説
明
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
九
ヶ
月
以
前
の
段
階
で
は
幼
児
は
た
だ
自
己
に
向

け
ら
れ
た
他
者
の
視
線
に
情
動
的
に
反
応
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
情
動
的
な
反
応
こ
そ
が
じ
つ
は
根
本
的
な
意
味
に
お
け

る
幼
児
の
他
者
理
解
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
九
ヶ
月
以
降
の
発
達
は
無
理
な
く
説
明
で
き
る
。
そ
し
て
実
際
、
幼
児
の
情
動
的
な
反
応
が
す
で
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一
八

に
「
理
解
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
矛
盾
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
点
に
矛
盾
を
見
出
す
の
は
、「
理
解
」
と
い
う
こ
と
を
観
察
者
的
な
視
点

か
ら
の
知
覚
に
も
と
づ
く
理
解
と
い
う
狭
い
意
味
に
解
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
観
察
者
的
な
視
点
か
ら
も

た
ら
さ
れ
る
他
者
理
解
は
蓋
然
性
の
粋
を
出
ず
、
む
し
ろ
情
動
的
な
理
解
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
情
動
的
な
理
解
が

知
覚
に
も
と
づ
く
理
解
の
可
能
性
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
見
ら
れ
る
経
験
か
ら
他
者
の
存
在
が
確
信
さ
れ
る
と
い
う
サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た

す
の
は
、
自
分
が
見
ら
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
「
羞
恥
」
と
い
う
情
動
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
他
者
の

存
在
理
解
は
、
対
象
知
覚
を
と
お
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
お
の
れ
の
存
在
が
全
身
で
経
験
す
る
情
動
を
通
し
て
顕
現
す
る
も
の

な
の
で
あ
る（

二
九
）。

こ
の
経
験
は
「
お
そ
ら
く
他
者
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
な
理
解
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
く
、「
他
者
は
存

在
す
る
」
と
い
う
断
言
の
形
で
そ
の
存
在
を
認
め
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。　

こ
の
よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
を
規
定
す
る
の
は
、
三
人
称
の
観
察
者
的
視
点
に
対
す
る
二
人
称
的
な
視
点
の
優
位
で
あ
る
が
、
重
要

な
の
は
こ
の
こ
と
が
含
意
す
る
以
下
の
点
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
は
、
情
動
的
な
経
験
に
よ
る
理
解
が
対
象
知
覚
に
よ
る
理
解
よ
り
も

明
ら
か
に
優
位
に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
二
人
称
の
視
点
の
優
位
と
い
う
こ
と
の
意
味
な
の
で
あ
る
。

発
達
心
理
学
の
研
究
成
果
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
鮮
明
に
な
っ
て
く
る
の
は
以
上
の
よ
う
な
点
で
あ
る
。
以
下
で
は
サ
ル
ト
ル
の
他
者

論
と
発
達
心
理
学
に
お
け
る
幼
児
の
認
知
発
達
理
論
と
の
平
行
関
係
を
さ
ら
に
詳
細
に
た
ど
る
こ
と
で
こ
の
点
を
敷
衍
し
よ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
私
は
こ
の
作
業
を
と
お
し
て
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
点
を
指
摘
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
サ
ル
ト

ル
に
お
い
て
、
情
動
的
な
理
解
が
対
象
知
覚
に
よ
る
理
解
よ
り
も
優
位
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
論
理
的
な
も
の
に
対
す
る
非
論
理
的
な
も
の

の
優
位
を
意
味
し
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
情
動
に
も
堅
固
な
論
理
が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
主
張
が
サ
ル
ト
ル
の
主
張
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
の
意
義
を
再
評
価
す
る
の
で
あ
れ
ば
、こ
の
点
の
指
摘
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
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無
論
、
以
下
の
考
察
の
重
点
は
サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
と
発
達
心
理
学
の
比
較
対
照
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
考
察
を
と
お
し

て
、
サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
が
持
つ
、
情
動
的
理
解
の
根
源
性
と
い
う
主
題
を
よ
り
深
い
水
準
で
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

３　

情
動
的
理
解

情
動
的
な
経
験
に
よ
る
他
者
理
解
が
個
体
発
生
の
初
期
に
生
じ
、
そ
れ
が
以
後
の
対
象
知
覚
に
よ
る
理
解
を
条
件
づ
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、

情
動
的
理
解
の
優
位
と
い
う
視
点
を
と
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
る
。
で
は
、
す
で
に
対
象
知
覚
を
世
界
認
識
の
構
図
の
中
心
に
持
つ
成
人
の
他

者
理
解
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
お
い
て
も
や
は
り
情
動
的
理
解
が
優
位
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
個
体
発
生
に

お
い
て
情
動
的
理
解
が
知
覚
的
理
解
に
先
行
す
る
と
い
う
関
係
は
、
す
で
に
個
体
の
成
長
が
完
了
し
た
時
点
に
お
い
て
は
、
構
造
的
に
前
者
が

後
者
の
土
台
と
な
る
と
い
う
形
で
維
持
さ
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
の
言
葉
を
繰
返
す
な
ら
、情
動
的
な
理
解
は「
根

本
的
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
の
独
創
性
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
論
点
の
重
要
性
を
鮮
明
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
論

点
を
さ
ら
に
敷
衍
し
て
い
こ
う
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
他
者
の
眼
差
を
感
じ
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
情
動
の
種
類
に
つ
い
て
、
サ
ル
ト
ル
の
哲
学

的
考
察
と
レ
デ
ィ
の
実
証
的
考
察
と
の
平
行
関
係
を
も
っ
と
詳
し
く
対
照
さ
せ
て
示
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

サ
ル
ト
ル
は
「
羞
恥 (honte)

」
以
外
に
「
恐
怖 (crainte)

」（
三
〇
）と

「
自
負 (fierté)

」（
三
一
）を

挙
げ
て
い
る
。
サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら

は
す
べ
て
他
者
の
眼
差
を
感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
点
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
情
動
は
い
ず

れ
も
幼
児
が
生
後
九
ヶ
月
以
前
に
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
レ
デ
ィ
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
ず
サ
ル
ト
ル
の
議
論
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を
整
理
し
よ
う
。

サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
他
者
の
眼
差
を
感
じ
る
と
い
う
経
験
は
、「
羞
恥
」
と
い
う
情
動
が
お
の
れ
の
存
在
を
覆
い
尽
く
し
て
し
ま
う
経
験

で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
日
常
の
経
験
に
お
い
て
も
他
者
の
眼
差
は
し
ば
し
ば
「
羞
恥
」
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
見
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
は
そ
も
そ
も
な
ぜ
恥
ず
か
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
鍵
穴
か
ら
部
屋
の
中
を
覗
く
と
い
う
、
哲
学
史
上
で
も
傑
出
し
た
例
が
『
存
在
と

無
』
に
登
場
し
て
い
る（

三
二
）。

そ
ん
な
行
為
を
誰
か
に
見
ら
れ
る
の
が
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

例
の
み
に
固
執
す
る
こ
と
は
誤
解
を
招
き
や
す
い
。
な
ぜ
な
ら
サ
ル
ト
ル
が
こ
の
例
を
使
っ
て
示
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
恥

ず
べ
き
行
為
を
実
際
に
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
自
分
が
見
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
自
体
が
「
羞
恥
」
を
も
た
ら
す
と
い

う
点
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
自
己
が
誰
か
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
自
体
が
こ
の
よ
う
な
情
動
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

で
は
、
サ
ル
ト
ル
の
い
う
「
羞
恥
」
と
は
、
厳
密
に
は
ど
の
よ
う
な
情
動
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
と
っ
て
私
は
対
象
で
は
な

い
。
と
こ
ろ
が
他
者
に
と
っ
て
は
、
私
は
対
象
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
い
や
、
他
者
に
と
っ
て
の
み
、
私
は
対
象
と
な
り
う
る
。
で
は
、
他

者
に
と
っ
て
の
私
は
私
自
身
と
は
何
の
関
係
も
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
サ
ル
ト
ル
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
。
例
え
ば
、
自
分
の
性
格
に
つ
い

て
の
他
者
の
評
価
を
自
分
に
関
係
の
な
い
も
の
と
し
て
無
視
し
う
る
で
あ
ろ
か
。

「
他
者
が
私
の
性
格
に
つ
い
て
記
述
し
た
も
の
を
私
が
見
せ
ら
れ
る
と
き
、
私
は
決
し
て
自
分
の
姿
を
そ
こ
に
認
め
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
は
そ
れ
が
私
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
人
が
私
に
提
示
す
る
こ
の
見
知
ら
ぬ
姿
を
、
私
は
た
だ
ち
に
引
き
受
け
る
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
見
知
ら
ぬ
姿
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
」（

三
三
）
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他
者
の
み
が
知
っ
て
い
る
私
を
自
分
の
も
の
と
す
る
こ
と（
そ
う
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
）、こ
こ
に「
羞
恥
」の
真
の
意
味
が
あ
る
。
実
際
、

人
か
ら
褒
め
ら
れ
た
と
き
（「
彼
は
優
秀
で
あ
る
」
等
々
）
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
紛
れ
も
な
く
「
羞
恥
」
で
あ
る
。

「
恐
怖
」も
こ
れ
と
同
じ
構
造
か
ら
発
生
し
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
恐
怖
」と
は
、私
に
と
っ
て
の
私
の
存
在（
サ
ル
ト
ル
の
い
う「
対
自
」）

が
、
他
者
の
眼
差
の
対
象
と
な
る
こ
と
で
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
情
動
で
あ
る
。
他
者
の
眼
差
が
も
た
ら
す
私
は
い
わ
ば
私
な
ら
ざ
る
私
で

あ
る
。し
か
し
こ
の
私
な
ら
ざ
る
私
を
、私
は
自
分
の
存
在
次
元
と
し
て
引
き
受
け
ざ
る
を
え
な
い
。私
な
ら
ざ
る
私
と
は
対
象
と
し
て
の
私（
サ

ル
ト
ル
の
い
う「
即
自
」）で
あ
っ
て
、そ
の
よ
う
な
存
在
の
仕
方
は
、私
に
と
っ
て
の
私
の
存
在
の
仕
方
と
異
な
る
。
私
に
と
っ
て
の
私（
対
自
）

の
意
味
は
、
つ
ね
に
自
己
の
諸
可
能
性
に
向
け
て
そ
の
存
在
の
所
与
性
を
超
出
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
対
象

と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
性
質
を
も
つ
も
の
と
し
て
そ
の
所
与
性
を
凝
固
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
恐
怖
と
は
、
私
に

と
っ
て
の
私
（
対
自
）
が
、
他
者
に
と
っ
て
の
対
象
と
し
て
の
私
（
即
自
）
に
飲
み
込
ま
れ
、
後
者
が
崩
壊
す
る
と
同
時
に
前
者
も
崩
壊
し
て

し
ま
わ
な
い
か
と
い
う
危
惧
の
念
に
ほ
か
な
ら
な
い（

三
四
）。

こ
の
よ
う
な
サ
ル
ト
ル
の
考
察
に
は
現
実
性
が
あ
る
。
実
際
、
人
か
ら
も
は
や
評

価
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
き
、
な
お
自
己
の
諸
可
能
性
に
向
け
て
お
の
れ
の
存
在
を
超
出
し
て
い
く
こ
と
は
非
常
に
困
難
な
こ
と
で
あ
る
と
感
じ

ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

最
後
に
「
自
負
」
を
考
え
て
み
よ
う
。「
自
負
」
は
こ
れ
ら
と
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、「
自
負

は
根
源
的
な
羞
恥
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
」（

三
五
）。

む
し
ろ
、「
自
負
が
打
ち
建
て
ら
れ
る
の
は
根
本
的
な
羞
恥
す
な
わ
ち
対
象
で
あ
る
と

い
う
羞
恥
の
地
盤
の
上
に
お
い
て
で
あ
る
」（

三
六
）。

他
者
の
対
象
と
な
る
こ
と
で
現
れ
る
私
と
は
、
本
来
は
私
の
与
り
知
ら
ぬ
私
の
姿
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
他
者
か
ら
与
え
ら
れ
た
自
己
の
姿
に
対
し
て
「
自
分
に
責
任
が
あ
る
と
認
め
る
」（

三
七
）と

す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
「
自
負
」
が
発

生
す
る
、
と
サ
ル
ト
ル
は
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
サ
ル
ト
ル
は
こ
の
情
動
を
「
虚
栄 (vanité)

」（
三
八
）と

言
い
換
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
自
分

の
与
り
知
ら
ぬ
自
分
を
自
分
で
所
有
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
の
眼
に
触
れ
る
次
元
で
の
み
自
己
た
る
こ
と
を
欲
す
る
と
い
う
こ
と
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を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
「
自
負
」
な
い
し
「
虚
栄
」
と
は
次
の
よ
う
な
情
動
で
あ
る
。

「
他
者
が
私
を
対
象
と
し
て
構
成
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
他
者
が
わ
た
し
に
付
与
す
る
と
こ
ろ
の
こ
の
美
、
こ
の
力
、
こ
の
精
神
を
、
私
は

あ
え
て
逆
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賛
嘆
の
感
情
も
し
く
は
愛
の
感
情
を
他
者
に
受
動
的
に
帯
び
さ
せ
よ
う
と
す
る
」（

三
九
）

対
自
が
即
自
を
引
き
受
け
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
「
羞
恥
」（
お
よ
び
「
恐
怖
」）
を
作
り
出
し
て
い
た
の
に
対
し
、「
自
負
」
に
お
い
て
は
対

自
と
し
て
の
存
在
か
ら
あ
え
て
眼
を
背
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
自
と
即
自
の
葛
藤
が
避
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、「
自

負
」
は
「
羞
恥
」
か
ら
の
「
逃
亡
的
な
反
応
」（

四
〇
）と

し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
情
動
は
、
他
者
の
眼
差
を
感
じ
る
限
り
で
の
わ
れ
わ
れ
の
存
在
を
全
体
と
し
て
規
定
す
る
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
て

い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
他
者
と
い
う
超
越
的
な
存
在
を
見
出
す
の
は
、
こ
れ
ら
の
情
動
を
自
己
の
内
に
経
験
す
る
こ
と
を
通
し
て
で
あ
る
。

し
か
し
、
情
動
は
、
例
え
ば
痛
み
の
よ
う
な
た
ん
な
る
内
的
感
覚
と
は
異
な
る
と
い
う
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
情
動
に
よ
る
他
者
理
解

は
対
象
知
覚
に
も
と
づ
く
客
観
的
な
他
者
理
解
と
は
対
立
す
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
中
に
は
一
種
の
論
理
が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
点

を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、他
者
が
提
示
す
る
私
の
姿
は
私
な
ら
ざ
る
私
で
あ
る
と
い
う
論
理
な
し
に
、い
か
な
る
「
羞

恥
」
も
あ
り
え
ま
い
。
サ
ル
ト
ル
が
丹
念
に
記
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
こ
の
論
理
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
情
動
の
論
理
性
に
つ
い
て
の
短
い
迂
回
に
す
ぎ
な
い
。

で
は
次
に
、
実
証
的
な
水
準
で
こ
れ
ら
三
つ
の
情
動
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
驚
く
べ
き
こ
と

に
、
他
者
理
解
に
と
っ
て
根
本
的
な
役
割
を
果
た
す
情
動
と
し
て
サ
ル
ト
ル
が
言
及
し
た
三
つ
の
情
動
は
、「
共
同
注
意
」
以
前
の
幼
児
が
他

者
の
眼
差
に
対
し
て
示
す
反
応
の
中
に
す
べ
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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サ
ル
ト
ル
が
言
及
し
た
の
は

「
羞
恥
」「
恐
怖
」「
自
負
」
で
あ
っ
た
。

レ
デ
ィ
の
研
究
で
は

「
照
れ (coyness)
」「
当
惑 (distress)

」「
巧
み
な
行
為 (clever action)

」
お
よ
び
「
お
道
化 (clow

ning)

」
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、「
照
れ
」
と
「
当
惑
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
言
及
し
て
お
い
た
。
こ
れ
ら
が
サ
ル
ト
ル
の
「
羞
恥
」
と
「
恐
怖
」
に
対
応
す
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
は
、「
巧
み
な
行
為
」
お
よ
び
「
お
道
化
」
が
サ
ル
ト
ル
の
い
う
「
自
負
」
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
点
を
示
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
照
れ
」
や
「
当
惑
」
が
生
後
二
ヶ
月
か
ら
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
生
後
六
ヶ
月
以
降
に
は
い
く
つ
か
の
新
し
い
反
応
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。「
巧
み
な
行
為
」お
よ
び「
お
道
化
」は
そ
の
中
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。こ
れ
ら
以
外
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は「
見
せ
び
ら
か
し (show

ing 

off)

」
と
「
焦
ら
し (teasing)

」
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
幼
児
が
反
応
す
る
注
意
の
対
象
が
、
自
己
そ
の
も
の
か
ら
自
己
に
よ
っ
て
遂

行
さ
れ
る
行
為
へ
と
移
行
し
て
い
る
と
い
う
点
に
留
意
し
て
お
こ
う
。

さ
て
そ
こ
で
、「
巧
み
な
行
為
」
お
よ
び
「
お
道
化
」
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。

「
巧
み
な
行
為
」
─
─
人
か
ら
褒
め
ら
れ
た
行
為
を
反
復
し
、
再
び
褒
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
こ
と（

四
一
）。

「
お
道
化
」
─
─
人
を
笑
わ
せ
た
行
為
を
反
復
し
、
再
び
笑
わ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と（

四
二
）。

あ
り
ふ
れ
た
出
来
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
他
者
の
対
象
と
し
て
の
自
己
の
姿
に
自
己
自
身
を
同
一
化
さ
せ
る
と
い
う
構
造
を
も
っ

て
い
る
と
い
う
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
サ
ル
ト
ル
の
い
う
「
自
負
」
の
構
造
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
厳
密
に

は
情
動
的
反
応
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
重
要
な
点
は
む
し
ろ
、
他
者
に
よ
っ
て
自
己
に
与
え
ら
れ
た
性
質
を
使
っ
て
他
者
に

働
き
か
け
る
と
い
う
、
サ
ル
ト
ル
の
い
う
「
自
負
」
の
構
造
が
こ
こ
に
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
、
用
語
の
レ
ベ
ル
ま
で
同
一
で
は
な
い
が
、
内
容
の
上
で
は
サ
ル
ト
ル
と
の
あ
い
だ
に
明
瞭
な
対
応
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

レ
デ
ィ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
情
動
的
な
反
応
か
ら
は
、
幼
児
が
他
者
の
存
在
理
解
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
観

点
に
た
っ
て
、
レ
デ
ィ
は
さ
ら
に
情
動
的
な
反
応
と
い
う
仕
方
で
の
他
者
理
解
が
、
そ
れ
以
後
の
他
者
理
解
を
条
件
づ
け
て
い
る
と
主
張
し
て

い
る
。

「
注
意
に
対
す
る
情
動
的
な
反
応
は
、
有
機
体
が
注
意
の
存
在
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
決
定
的
に
示
唆
す
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
相
互
注
意
に
お
い
て
最
も
強
力
に
生
じ
、
お
そ
ら
く
注
意
に
関
す
る
さ
ら
な
る
理
解
の
媒
介
と
な
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
」（

四
三
）

こ
の
よ
う
に
、
情
動
的
な
他
者
理
解
が
個
体
発
生
の
初
期
に
成
立
し
、
そ
れ
が
後
の
よ
り
洗
練
さ
れ
た
他
者
理
解
を
条
件
づ
け
て
い
る
と
す

れ
ば
、こ
の
関
係
は
成
人
の
他
者
理
解
に
お
い
て
も
構
造
的
に
維
持
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
レ
デ
ィ
は
、幼
児
の
見
せ
る
情
動
的
な
反
応
は
「
成

人
の
情
動
的
な
反
応
に
と
て
も
よ
く
似
て
い
る
」（

四
四
）と

述
べ
て
い
る
が
、
レ
デ
ィ
の
基
本
的
な
主
張
が
正
し
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
が
よ
く
似
て

い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
が
似
て
い
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
が
、
レ
デ
ィ
の
主
張
の
正
し
さ
を

裏
付
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
他
者
理
解
の
根
底
に
存
在
す
る
の
は
対
象
知
覚
で
は
な
く
情
動
的
な
反
応
で
あ
る
。
発
達
心
理
学
の
成
果
を
参

照
し
て
こ
の
点
を
敷
衍
し
て
示
す
こ
と
が
こ
こ
で
の
目
的
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
他
者
理
解
は
本
質
的
な
と
こ
ろ
で
は
情
動
的
反
応
に
も
と

づ
い
て
い
る
と
い
う
の
が
サ
ル
ト
ル
の
主
張
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
主
張
は
個
体
発
生
の
観
点
か
ら
見
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
し
う

る
の
で
あ
る
。
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自
己
の
意
識
の
経
験
に
肉
薄
す
る
現
象
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
こ
の
よ
う
に
意
識
の
原
始
的
な
層
に
ま
で
届
く
よ
う
な
射
程
が
秘
め
ら

れ
て
い
る
。
サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
の
独
創
性
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
徹
底
す
る
こ
と
で
生
み
出
さ
れ
た
。
サ
ル
ト
ル
が
根
本
的
な
も
の
と
し

て
見
出
し
た
経
験
の
層
は
、
個
体
発
生
か
ら
み
て
原
始
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
が
持
つ
異
様
な
説
得
力
は
、

こ
の
点
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
主
張
し
う
る
結
論
で
あ
る
。

　
　

研
究
主
題
と
し
て
の
「
眼
差
」
─
─
む
す
び
に
か
え
て

哲
学
と
心
理
学
を
対
照
さ
せ
た
こ
の
比
較
研
究
は
、
現
代
の
心
理
学
の
最
新
の
成
果
を
も
と
に
、
す
で
に
古
典
と
な
っ
た
サ
ル
ト
ル
の
哲
学

の
独
創
性
を
検
証
す
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
目
的
に
つ
い
て
は
す
で
に
結
論
を
述
べ
て
お
い
た
。
そ
れ
を
こ
こ
で
も
う

い
ち
ど
繰
返
す
必
要
は
あ
る
ま
い
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
哲
学
と
心
理
学
の
見
地
を
総
合
的
に
取
り
扱
い
、
他
者
理
解
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

ひ
と
つ
の
提
案
を
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
一
般
的
な
研
究
主
題
と
し
て
「
眼
差
」
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
論
文
を
閉
じ
る
こ

と
が
そ
の
目
的
で
あ
る
。

認
識
の
出
発
点
を
主
観
に
設
定
す
る
近
世
の
哲
学
に
お
い
て
、
他
者
の
存
在
理
解
は
ひ
と
つ
の
ア
ポ
リ
ア
を
構
成
し
て
き
た
。
他
者
と
は
、

私
の
意
識
を
超
越
す
る
別
の
意
識
を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
近
世
哲
学
の
前
提
に
よ
れ
ば
、
意
識
の
存
在
は
本
人
に
よ
っ
て
の
み
直

接
的
に
認
識
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
ど
う
し
て
私
に
他
者
の
存
在
が
理
解
で
き
る
か
は
理
論
的
に
は
ア
ポ
リ
ア
と
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
。

こ
の
よ
う
な
問
題
構
成
は
じ
つ
は
現
代
哲
学
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
他
者
の
心
は
直
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接
的
に
観
察
で
き
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
存
在
を
確
か
に
知
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
観
察
で
き
な
い
存
在
者
を
認
識
す
る
に
は
観
察
可
能

な
事
実
に
も
と
づ
く
何
ら
か
の
推
論
に
訴
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
科
学
の
方
法
が
参
照
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
心
に
関
す
る
暗
黙
の
「
理
論
」

に
よ
っ
て
他
者
の
心
を
認
識
し
て
い
る
と
い
う
説
が
提
案
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
代
哲
学
に
お
い
て
「
理
論
理
論
」
と
称
さ
れ
る
立
場

で
あ
る
。
因
に
、
こ
の
立
場
は
セ
ラ
ー
ズ
に
代
表
さ
れ
る
「
機
能
主
義 (functionalism

)

」
か
ら
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る（

四
五
）。

ま
た
こ

こ
で
は
、
こ
の
立
場
が
多
く
の
心
理
学
者
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
も
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
す
で
に
本
論

で
も
触
れ
た
バ
ロ
ン
＝
コ
ー
エ
ン
の
他
に
も
、
メ
ル
ツ
ォ
フ（

四
六
）の

よ
う
な
最
も
影
響
力
の
あ
る
心
理
学
者
が
こ
の
立
場
を
採
用
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
他
者
の
心
は
直
接
的
に
観
察
で
き
な
い
と
い
う
同
じ
前
提
に
立
ち
つ
つ
、
他
者
の
心
の
理
解
は
「
理
論
」
に
よ
る
の
で
は
な

い
と
主
張
す
る
立
場
が
存
在
し
、「
理
論
理
論
」
派
と
対
立
す
る
議
論
を
提
出
し
て
い
る
。「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
」
と
称
さ
れ
る
そ
の
立

場
に
よ
れ
ば
、
自
己
の
心
の
状
態
だ
け
が
直
接
的
に
認
識
し
う
る
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
他
者
の
心
の
理
解
は
自
己
の
心
に
つ
い
て
の
理
解

に
も
と
づ
い
て
い
る
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
他
者
を
理
解
す
る
際
に
は
、
自
分
が
あ
た
か
も
他
者
に
な
っ
た
ふ
り

0

0

を

し
て
、
そ
の
と
き
自
分
に
生
じ
る
心
理
状
態
か
ら
他
者
の
心
理
状
態
が
把
握
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
と
は
ふ
り
を

す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
）。
し
か
し
、私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
」
と
い
う
新
し
い
名
称
の
理
論
は
、リ
ッ
プ
ス
の
「
感

情
移
入
」
説
な
い
し
は
ミ
ル
の
「
類
比
」
説
と
い
っ
た
、
十
九
世
紀
思
想
の
焼
き
直
し
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
こ
こ
で
認
識
さ
れ
て
い
る
の

は
他
者
の
心
理
状
態
で
は
な
く
た
ん
に
自
己
の
心
理
状
態
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
立
場
は
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン（

四
七
）の

よ
う

な
哲
学
者
に
よ
っ
て
強
力
に
擁
護
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
心
理
学
者
で
こ
の
立
場
を
採
用
す
る
の
は
、
本
論
で
も
取
り
扱
っ
た
ト
マ
セ
ロ（

四
八
）

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
他
者
の
存
在
と
い
う
近
世
哲
学
の
ア
ポ
リ
ア
は
、「
社
会
的
認
知
」
と
い
う
主
題
の
下
に
、
現
代
の
哲
学
、
心
理
学
に
お
い
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て
も
依
然
と
し
て
議
論
を
呼
ぶ
争
点
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
論
争
に
は
、
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
研
究
で
知
ら
れ
る
ガ
レ
ー
ゼ（

四
九
）の

よ
う
な
脳
神
経
科
学
者
も
参
加
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
理
論
的
対
立
を
と
お
し
て
明
瞭
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら

の
理
論
的
立
場
が
他
者
を
三
人
称
の
観
察
者
的
視
点
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
点
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
観
察
者
と

い
う
視
点
を
と
り
続
け
る
限
り
、
何
が
他
者
の
理
解
を
可
能
に
し
て
い
る
か
を
リ
ア
ル
に
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
か
え
っ
て
理
論
的
な
リ

ス
ク
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
者
理
解
に
つ
い
て
の
リ
ア
ル
な
認
識
は
、
全
く
逆
に
、
他
者
か
ら
観

察
さ
れ
る
位
置
に
お
の
れ
を
立
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
の
教
訓
的
な
意
義
は
こ
の
点
に
存
す

る
。
ギ
ャ
ラ
ガ
ー（

五
〇
）の

よ
う
な
現
象
学
者
、
あ
る
い
は
ホ
ブ
ソ
ン（

五
一
）の

よ
う
な
心
理
学
者
の
よ
う
に
、
二
項
関
係
に
お
け
る
相
互
作
用
や

情
動
的
関
係
を
強
調
す
る
こ
と
は
確
か
に
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
の
み
で
は
視
点
の
決
定
的
な
転
換
は
も
た
ら
さ
れ
え
な
い
。
近
世
哲
学

の
ア
ポ
リ
ア
か
ら
脱
出
す
る
に
は
、
被0

観
察
者
と
い
う
視
点
の
導
入
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
哲
学
な
ら
び
に
心
理
学

の
重
要
な
研
究
主
題
と
し
て
「
眼
差
」
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
検
討
の
余
地
の
あ
る
提
案
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

注
（
一
） 

現
象
学
の
内
部
に
限
っ
て
も
サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
は
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
の
現
象
学
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
次

の
研
究
を
参
照
。
シ
ェ
ラ
ー
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
サ
ル
ト
ル
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
理
論
が
対
照
さ
れ
て
い
る
。Zahavi[2001]

（
二
） 

Joint A
ttention 

と
い
う
同
じ
タ
イ
ト
ル
で
一
九
九
五
年
、
二
○
○
五
年
に
そ
れ
ぞ
れ
別
の
編
者
に
よ
る
論
文
集
が
出
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ア
ン

ソ
ロ
ジ
ー
で
は
な
い
。
前
者
に
は
十
二
本
、
後
者
に
は
十
四
本
の
書
き
下
ろ
し
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。M

oore &
 D

unham
(eds.)[1995], 

Eilan et al.(eds.)[2005]
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（
三
） 

Reddy[2000, 2003, 2005]
（
四
） 

Sartre[1943] p.292

（
五
） 
哲
学
史
上
き
わ
め
て
重
要
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
全
体
を
引
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
た
ま
た
ま
私
は
い
ま
、
通
り
を
行
く
人
々
を
窓

か
ら
な
が
め
る
。
そ
し
て
、
蜜
蝋
の
場
合
と
同
じ
く
習
慣
に
よ
っ
て
、
人
間
そ
の
も
の
を
見
る
と
い
う
。
し
か
し
私
が
見
る
の
は
帽
子
と
衣
服
だ

け
で
は
な
い
か
、
そ
の
下
に
は
自
動
機
械
が
隠
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
で
は
な
い
か
。
け
れ
ど
も
私
は
、
そ
れ
は
人
間
で
あ
る
と
判
断
し
て
い

る
。
同
じ
よ
う
に
、
私
は
眼
で
見
る
の
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の
を
も
、
私
の
精
神
の
う
ち
に
あ
る
判
断
の
能
力
の
み
に
よ
っ
て
理
解
し
て
い
る
わ

け
な
の
で
あ
る
」。D

escartes[1992] pp.188-189

（
六
） 

ibid. p.426

（
七
） 

Sartre[1943] p.293

（
八
） 

ibid. p.293

（
九
） 

ibid.p. p.298

（
一
〇
） ibid. p.311　

サ
ル
ト
ル
は
明
示
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
論
証
ス
タ
イ
ル
は
明
ら
か
に
デ
カ
ル
ト
の
『
第
三
省
察
』
に
お
け
る
神
の
存
在
証
明
を

踏
襲
し
て
い
る
。
自
己
に
由
来
し
な
い
も
の
が
自
己
の
内
に
経
験
さ
れ
る
こ
と
を
根
拠
に
し
て
自
己
を
超
越
す
る
も
の
の
存
在
が
導
か
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
他
者
論
に
お
い
て
ま
っ
た
く
同
じ
論
証
ス
タ
イ
ル
に
訴
え
た
の
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
で
あ
る
。
た
だ
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
明
示
的
に
デ

カ
ル
ト
に
言
及
し
て
い
る
。Levinas[1961] pp.169-170　

し
か
も
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
サ
ル
ト
ル
が
あ
え
て
避
け
て
い
る
「
無
限
」
の
観
念
を
も

デ
カ
ル
ト
か
ら
受
け
継
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
取
り
扱
わ
な
い
が
、
こ
の
点
は
サ
ル
ト
ル
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
他
者
論
を
対
照
し
て

論
じ
る
際
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

（
一
一
） ibid. pp.259-261

（
一
二
） ibid. p.296

（
一
三
） ibid. p.309

（
一
四
） T

om
asello[1999] p.6



サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
と
現
代
心
理
学

二
九

（
一
五
） ibid. p.6

（
一
六
） ibid. p.62

（
一
七
） 「
子
供
た
ち
は
、
彼
ら
を
見
つ
め
る
他
者
の
眼
差
に
棲
み
つ
か
れ
た
世
界
の
中
で
成
長
す
る
」。Rochat[2004] p.259

（
一
八
） 

こ
れ
以
外
に
「
視
線
検
出
器 (eye direction detector; ED

D
)

」「
意
図
検
出
器 (intention detector; ID

)

」
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

Baron-Cohen[1995] pp31-58

（
一
九
） Reddy[2003] p.397

（
二
〇
） Reddy[2005] p.95

（
二
一
） Reddy[2003] p.399

（
二
二
） ibid. p.397

（
二
三
） ibid. p.397

（
二
四
） ibid. p.397

（
二
五
） ibid. p.397

（
二
六
） ibid. p.397

（
二
七
） Reddy[2003] p.398, [2005] p.96

（
二
八
） Reddy[2005] p.106

（
二
九
） 

サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
、
情
動
は
た
ん
な
る
心
身
の
状
態
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。『
情
動
論
素
描
』
に
お
い
て
す
で
に
情
動
は
存
在
そ
の
も
の

の
次
元
で
理
解
さ
れ
て
い
る
。「
情
動
と
は
、「
情
動
」
と
い
う
形
式
の
下
で
実
現
す
る
こ
の
人
間
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
」。Sartre[1938/1995] 

p.26

（
三
〇
） Sartre[1943] p.328

（
三
一
） ibid. p.329

（
三
二
） ibid. pp.298-299
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（
三
三
） ibid. p.314

（
三
四
） ibid. p.327

（
三
五
） ibid. p.329

（
三
六
） ibid. p.329

（
三
七
） ibid. p.329

（
三
八
） ibid. p.330

（
三
九
） ibid. p.330

（
四
〇
） ibid. p.330

（
四
一
） Reddy[2003] p.298

（
四
二
） ibid. p.298

（
四
三
） Reddy[2005] p.106

（
四
四
） ibid. p.97

（
四
五
） Goldm

an[2006] p.7

（
四
六
） M

elzhoff[2005] pp.74-76

（
四
七
） Goldm

an[2005]

（
四
八
） T

om
asello[1995] pp.119-124

（
四
九
） Gallese[2005] 

な
お
、柴
田[2011]

は
、ガ
レ
ー
ゼ
の「
身
体
化
さ
れ
た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」と
い
う
説
の
哲
学
的
含
意
を
追
求
し
た
研
究
で
あ
る
。

（
五
〇
） Gallegher[2001]

（
五
一
） H

obson[1993]
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