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ケアの現象学にむけて

は
じ
め
に

い
ま
私
は
、「
ケ
ア
」
の
具
体
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
共
同
研
究
と
並
行
し
て
、「
ケ
ア
の
現
象
学
」
と
い
う
共
同
研
究
に
も
関
わ
り
、「
ケ
ア
」

の
問
題
へ
の
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
て
い
る
。
本
稿
は
そ
れ
を
、
私
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
振
り
返
り
な
が
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る）

1
（

。

「
ケ
ア
（care

）」
は
、
一
方
で
は
、「
心
配
す
る
、
配
慮
す
る
」（care about 

…
）
と
い
う
、
誰
か
／
何
か
に
つ
い
て
何
ら
か
の
気
持
ち
を
も
つ

と
い
う
、
気
遣
い
、
心
の
持
ち
方
、
態
度
に
関
わ
る
意
味
と
、
他
方
で
は
、「
世
話
を
す
る
、
面
倒
を
見
る
」（care for ...

）
と
い
う
、
誰
か
／
何

か
に
対
し
て
何
か
（
手
当
て
）
を
す
る
と
い
う
、
よ
り
具
体
的
な
行
為
や
技
術
に
関
わ
る
意
味
を
も
っ
て
い
る）

2
（

。
つ
ま
り
、「
ケ
ア
」
は
、
気
遣
い

（
何
ら
か
の
気
持
ち
を
も
つ
こ
と
）
と
手
当
て
（
具
体
的
に
何
ら
か
の
行
為
を
す
る
こ
と
）
の
両
側
面
を
あ
わ
せ
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
も
、
そ
れ
は
、「
ケ
ア
」
の
向
か
う
対
象
（
事
物
、
動
物
、
人
）
を
壊
し
た
り
、
傷
つ
け
た
り
、
そ
の
存
在
を
脅
か
し
た
り
と
い
っ
た
、
否

定
的
な
関
わ
り
で
は
な
く
、
そ
れ
を
守
っ
た
り
、
直
し
た
り
、
癒
し
た
り
、
育
て
た
り
と
い
っ
た
、
肯
定
的
な
関
わ
り
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

ケ
ア
の
現
象
学
に
む
け
て

―
現
象
学
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
（
二
）
―

浜　

渦　

辰　

二
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こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
事
物
や
動
物
に
対
す
る
「
ケ
ア
」
よ
り
も
む
し
ろ
、
人
に
対
す
る
「
ケ
ア
」
で
あ
る
。
し
か
も
、
人
と
言
っ
て
も
、

自
分
に
対
す
る
「
ケ
ア
」（
セ
ル
フ
ケ
ア
）
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
他
人
に
対
す
る
「
ケ
ア
」
に
焦
点
を
当
て
た
い
。

人
を
ケ
ア
す
る
と
は
、
或
る
人
に
対
し
て
肯
定
的
に
気
遣
い
を
し
て
、
そ
の
人
に
と
っ
て
よ
い
こ
と
（
よ
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
）
を
す
る
こ
と

が
、「
ケ
ア
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
そ
の
人
に
と
っ
て
よ
い
」
と
い
う
の
は
、「
そ
の
人
が
そ
う
思
っ
て
い
る
」
の
か
、「
私
が
そ
う
思
っ

て
い
る
」
の
か
、
に
よ
っ
て
「
ず
れ
」
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
果
た
し
て
一
方
的
な
気
遣
い
や
行
為
な
の
か
、
相
互
関
係

の
な
か
で
成
立
す
る
相
互
行
為
（
共
同
行
為
）
と
呼
ぶ
べ
き
な
の
か
も
、
問
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
予
想
さ
れ
る
「
ケ
ア
」
が
、

現
象
学
（
特
に
、
そ
の
原
形
で
あ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
）
に
よ
っ
て
う
ま
く
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
を
考
え
て
み
た
い
。

一
、
志
向
性
は
ケ
ア
を
解
明
で
き
る
か

こ
の
よ
う
な
多
義
性
を
も
ち
、
気
遣
い
と
行
為
に
関
わ
り
、
否
定
的
で
あ
る
よ
り
肯
定
的
な
、
事
物
に
対
す
る
よ
り
も
人
に
関
わ
る
よ
う
な
、

必
ず
し
も
一
方
通
行
的
で
は
な
く
相
互
交
通
的
な
も
の
か
も
知
れ
な
い
と
予
想
さ
れ
る
「
ケ
ア
」
を
、
現
象
学
の
根
本
概
念
で
あ
る
「
志
向
性
」

に
よ
っ
て
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、「
間
柄
」
の
哲
学
を
展
開
し
た
和
辻
哲
郎
が
行
な
っ
た
志
向
性
批
判
に
よ
る
限
り
、
そ

れ
は
不
可
能
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

和
辻
は
、「
我
れ
は
必
ず
〝
も
の
〟
へ
の
志
向
的
関
係
を
持
つ
我
れ
で
あ
り
、〝
も
の
〟
は
必
ず
こ
の
関
係
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
我
れ
と
も
の
と
は
こ
の
関
係
に
先
立
つ
の
で
は
な
い
。
関
係
が
先
で
あ
る）

3
（

」 

と
考
え
る
点
に
お
い
て
志
向
性
の
立
場
を
評
価
す
る
。
し
か
し
、

人
間
を
「
間
柄
」
と
し
て
捉
え
、「
人
間
は
間
柄
に
お
い
て
〝
我
れ
〟
と
な
る
」
と
考
え
る
和
辻
は
、「
も
の
を
志
向
す
る
の
は
〝
間
柄
に
お
け
る

我
れ
〟
で
あ
っ
て
〝
孤
立
し
た
我
れ
〟
で
は
な
い
。
し
か
ら
ば
志
向
は
本
来
共
同
志
向

0

0

0

0

で
あ
り
、
そ
の
共
同
志
向
が
我
れ
に
お
い
て
我
れ
の
志
向

0

0

0

0

0

と
な
る
の
で
あ
る
」
と
言
う
。
そ
こ
か
ら
反
転
し
て
今
度
は
、
志
向
性
と
間
柄
を
対
比
さ
せ
て
、「
志
向
性
に
お
い
て
は
志
向
せ
ら
れ
た
も
の
は
志
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向
せ
ず
、
志
向
作
用
は
志
向
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
間
柄
に
お
い
て
は
志
向
せ
ら
れ
た
者
が
志
向
し
、
志
向
作
用
が
志
向
せ
ら
れ
る
」
と
言

い
、
間
柄
は
「
も
は
や
単
な
る
作
用
で
は
な
く
し
て
〝
行
為
〟
で
あ
る
」
と
言
う
。
の
み
な
ら
ず
、「
我
れ
何
も
の
か
を
意
識
す
」
と
言
っ
て
も
、

「
日
常
的
に
は
我
れ
汝
を

0

0

見
、
汝
を

0

0

疑
い
、
あ
る
い
は
汝
を

0

0

愛
す
る
。
す
な
わ
ち
〝
我
れ
汝
を

0

0

意
識
す
る
〟
の
で
あ
る
」
と
、「
汝
」
に
向
か
う
志

向
性
を
重
視
す
る
。
し
か
も
そ
の
際
、「
我
れ
が
汝
を
意
識
す
る
こ
と
は
汝
が
我
れ
を
意
識
す
る
こ
と
と
か
ら
み
合
っ
て
来
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
れ
を
我
々
は
意

識
の
志
向
作
用
か
ら
区
別
し
て
〝
間
柄
〟
と
名
づ
け
た）

4
（

」
と
、
そ
の
相
互
性
を
重
視
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
志
向
性
は
個
人
意
識
の
構
造
で
あ
っ

て
人
と
人
の
間
柄
を
律
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
で
あ
り
、「
自
他
連
関
的
な
行
為
は
個
人
的
意
識
か
ら
で
は
な
く
し
て
実
践
的
行
為
的
連
関
そ

の
も
の
か
ら
理
解
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
志
向
性
を
批
判
す
る
に
至
る
。
こ
の
よ
う
な
和
辻
の
議
論
に
従
え
ば
、「
間
柄
」

に
劣
ら
ず
、「
ケ
ア
」
も
志
向
性
に
よ
っ
て
は
解
明
で
き
な
い
よ
う
に
見
え
る）

5
（

。

し
か
し
、
和
辻
の
志
向
性
批
判
（
一
九
三
〇
年
代
）
は
、
主
に
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』（
一
九
一
三
）
の
フ
ッ
サ
ー
ル
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
和
辻
の

知
ら
な
か
っ
た
そ
の
後
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
著
作
（
例
え
ば
、
一
九
三
八
年
の
『
危
機
』）
や
遺
稿
（
一
九
五
〇
年
か
ら
刊
行
が
始
ま
っ
た
『
フ
ッ

サ
ー
ル
全
集
』
に
収
録
）
を
繙
く
と
、
必
ず
し
も
和
辻
の
批
判
が
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
と
り
あ
え
ず
、『
イ
デ
ー
ン

Ⅰ
』
に
続
い
て
執
筆
さ
れ
な
が
ら
、
生
前
に
は
刊
行
さ
れ
ず
、
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
の
第
四
巻
（
一
九
五
二
）
と
し
て
初
め
て
刊
行
さ
れ
た
『
イ
デ
ー

ン
Ⅱ
』
を
繙
い
た
だ
け
で
も
、
す
で
に
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
を
は
み
出
す
よ
う
な
志
向
性
の
思
想
が
現
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
「
ケ
ア
」
を

解
明
す
る
手
が
か
り
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
を
以
下
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
に
お
け
る
志
向
性
の
基
礎
構
造

志
向
性
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
そ
の
師
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
か
ら
学
ん
だ
思
想
で
あ
る
が
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
物
的
現
象
と
心
的
現
象
を
区
別
す
る

た
め
に
、
後
者
の
み
が
も
つ
特
徴
を
「
志
向
的
（intentional

）」
と
呼
ん
だ
だ
け
で
、
そ
れ
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
志
向
性
（Intentionalität

）」
と



─ 112 ─

い
う
思
想
と
し
て
受
け
取
り
、
現
象
学
の
根
本
思
想
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
志
向
性
を
め
ぐ
る
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
議
論
は
、
次
の
四
つ
の
テ
ー
ゼ

に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る）

6
（

。

①	
		〈

内
在
テ
ー
ゼ
〉「
心
的
現
象
は
、
中
世
の
ス
コ
ラ
学
者
が
対
象
の
志
向
的
（
な
い
し
心
的
）
内
在
（Inexistenz

）
と
呼
ん
だ
も
の
に
よ
っ

て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。」

②	
		〈

方
向
テ
ー
ゼ
〉「
私
た
ち
が
ま
っ
た
く
曖
昧
で
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
内
容
へ
の
方
向
、
客
観
（
こ
こ
で
は
実
在
性
が
理
解
さ
る
べ
き

で
は
な
い
）
へ
の
方
向
と
名
づ
け
よ
う
と
思
う
も
の
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。」

③	
		〈

相
関
テ
ー
ゼ
〉「
表
象
に
お
い
て
は
何
か
が
表
象
さ
れ
、
判
断
に
お
い
て
は
何
か
が
承
認
さ
れ
る
か
棄
却
さ
れ
、
愛
に
お
い
て
は
愛
さ
れ
、

憎
し
み
に
お
い
て
は
憎
ま
れ
、
欲
求
に
お
い
て
は
欲
求
さ
れ
、
等
々
で
あ
る
。」「
聞
か
れ
る
も
の
な
し
に
聞
く
こ
と
は
な
く
、
信
じ
ら
れ

る
も
の
な
し
に
信
じ
る
こ
と
は
な
く
、
希
望
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
希
望
す
る
こ
と
は
な
く
、
得
よ
う
と
努
力
さ
れ
る
も
の
な
し
に
努
力
は

な
く
、
喜
ば
れ
る
も
の
な
し
に
喜
ぶ
こ
と
は
な
い
。」

④	
		〈

基
づ
け
テ
ー
ゼ
〉「
作
用
は
、
一
つ
の
表
象
か
、
あ
る
い
は
一
つ
の
表
象
に
基
づ
い
て
い
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。」「
初
め
に
表
象
さ

れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
何
も
の
も
欲
せ
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
何
も
の
も
喜
ば
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」 

『
論
理
学
研
究
』（
一
九
〇
〇
／
〇
一
）
で
「
言
語
の
志
向
性
」
を
論
じ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』（
一
九
一
三
）
で
は
「
知
覚
の
志

向
性
」
へ
と
論
を
進
め
た
が
、
そ
の
過
程
で
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
四
つ
の
テ
ー
ゼ
の
う
ち
、〈
内
在
テ
ー
ゼ
〉
に
対
し
て
は
批
判
を
加
え
て
お
り
、

そ
の
批
判
こ
そ
が
、
現
象
学
的
還
元
の
思
想
を
成
立
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た）

7
（

。

そ
れ
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
省
略
す
る
と
し
て
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
は
志
向
性
に
つ
い
て
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
は
な
か
っ
た
新
し
い
論
点
を
提
出

し
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
注
目
し
た
い
。『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
志
向
性
に
つ
い
て
語
る
代
表
的
な
箇
所
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「
私
た
ち
は
か
つ
て
、
志
向
性
を
体
験
が
も
っ
て
い
る
〝
何
か
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
〟
と
い
う
固
有
性
と
理
解
し
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は

最
初
ま
ず
、
顕
在
的
な
コ
ギ
ト
と
い
う
形
で
現
れ
て
来
た
」（III, 168

）
8
（

）。
こ
こ
に
言
う
「
顕
在
的
な
コ
ギ
ト
」
は
、「
純
粋
自
我
か
ら
放
射
さ
れ
る
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〝
眼
差
し
〟」
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。「
ど
ん
な
顕
在
的
な
コ
ギ
ト
に
お
い
て
も
、
純
粋
自
我
か
ら
放
射
さ
れ
る
〝
眼
差
し
〟

（B
lick

）
が
、
そ
の
つ
ど
の
意
識
相
関
者
で
あ
る
〝
対
象
〟
へ
と
向
か
い
、
事
物
や
事
態
に
向
か
い
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
識
を
遂

行
す
る
。
…
…
こ
の
よ
う
に
表
象
し
た
り
思
考
し
た
り
評
価
し
た
り
す
る
自
我
視
向
（Ichzuw

endung

）、
こ
の
よ
う
に
顕
在
的
に
相
関
対
象
に

向
か
っ
て
い
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の
体
験
に
見
い
だ
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
で
い
て
、
ど
ん
な
体
験
に
も
や
は
り
志
向
性
が
隠

さ
れ
て
い
る
」（III, 168 f.

）
と
。
こ
の
引
用
個
所
は
、
前
述
の
〈
方
向
テ
ー
ゼ
〉
を
表
し
て
い
る
一
方
で
、
い
ま
重
要
な
の
は
、
志
向
性
の
も
つ

〈
方
向
〉
が
「
顕
在
的
な
コ
ギ
ト
」
だ
け
か
ら
な
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、「
気
に
入
る
、
願
望
す
る
、
判
断
す
る
、
等
々
は
、
特
有
の
意
味
で
（
自
我
に
よ
っ
て
）〝
遂
行
さ
れ
（vollzogen

）〟
て
い
る

こ
と
が
あ
り
、
こ
の
遂
行
に
お
い
て
は
自
我
が
〝
生
き
生
き
と
活
動
し
て
〟
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
意
識
の
あ
り
方
は
、
こ
の
よ
う
に
〝
遂

行
さ
れ
〟
で
い
な
く
と
も
、
す
で
に
〝
背
景
〟
に
お
い
て
〝
発
動
し
て
（regen

）〟
い
て
、
立
ち
現
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
こ
の
よ
う
な

非
顕
在
性
も
ま
た
、
そ
の
固
有
の
本
質
か
ら
し
て
、
す
で
に
〝
何
か
に
つ
い
て
の
意
識
〟
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
は
志
向
性
の
本
質

に
、
コ
ギ
ト
に
特
有
な
〝
〜
へ
の
眼
差
し
〟
あ
る
い
は
自
我
視
向
を
含
め
な
か
っ
た
」（III, 169

）
と
言
わ
れ
、
あ
る
い
は
、
ま
た
、「
顕
在
的
な

志
向
的
体
験
は
、〝
遂
行
さ
れ
た
〟〝
我
思
う
（Ich denke
）〟
で
あ
る
。
…
…
〔
そ
れ
に
対
し
〕
体
験
の
背
景
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ギ
タ
チ
オ
ー

ネ
ス
が
、
し
き
り
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
或
る
信
念
が
〝
発
動
し
て
い
る
〟」（III, 256

）
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
遂
行
と

発
動
」
や
「
顕
在
性
と
潜
在
性
」
の
議
論
を
通
じ
て
、
対
象
に
向
か
う
顕
在
的
な
志
向
性
の
周
辺
に
、「
背
景
」
に
向
か
う
潜
在
的
な
志
向
性
（「
地

平
志
向
性
」
と
も
呼
ば
れ
る
）
が
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
方
向
テ
ー
ゼ
〉
の
拡
張
が
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
の
志
向
性
論
の

重
要
な
成
果
で
あ
っ
た）

9
（

。
ま
ず
は
、
こ
の
点
を
押
さ
え
た
上
で
、
先
の
〈
基
づ
け
テ
ー
ゼ
〉
に
関
わ
る
二
点
目
に
移
ろ
う
。

さ
き
ほ
ど
志
向
性
に
つ
い
て
語
る
代
表
的
な
箇
所
と
し
て
挙
げ
た
箇
所
の
す
ぐ
後
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。「
知
覚
す
る

こ
と
は
或
る
事
物
を
知
覚
す
る
こ
と
、
判
断
す
る
と
は
或
る
事
態
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
、
評
価
す
る
こ
と
は
或
る
価
値
態
に
つ
い
て
評
価
す

る
こ
と
で
あ
り
、
願
望
す
る
と
は
或
る
願
望
態
に
つ
い
て
願
望
す
る
こ
と
で
あ
る
」（III, 168
）。
要
す
る
に
、
こ
れ
は
上
記
の
〈
相
関
テ
ー
ゼ
〉
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で
あ
る
が
、
こ
の
箇
所
は
更
に
、
こ
う
続
く
。「
行
為
す
る
こ
と
（H

andeln

）
は
、
行
為
〔
さ
れ
る
こ
と
〕（H

andlung

）
に
向
か
い
、
為
す
こ

と
（Tun

）
は
為
さ
れ
る
こ
と
（Tat

）
に
向
か
う
。
愛
す
る
こ
と
は
愛
さ
れ
る
も
の
に
、
喜
ぶ
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
に
向
か
う
」（ibid.

）。
つ

ま
り
、
こ
こ
で
、
志
向
性
は
知
覚
・
判
断
・
評
価
・
願
望
の
み
な
ら
ず
、
行
為
に
ま
で
及
ぶ
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
志
向
性
概
念
の
拡
大
が
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
の
志
向
性
を
め
ぐ
る
議
論
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
論
点
で
あ
り
、
そ
れ
は
〈
基
づ
け
テ
ー
ゼ
〉

に
関
わ
る
論
点
と
な
る
。
知
覚
を
例
に
述
べ
て
き
た
志
向
性
概
念
は
、「
想
起
、
予
期
、
想
像
」〔
九
一
節
〕、「
注
意
」〔
九
二
節
〕、「
複
合
的
な
志

向
性
〔
九
三
節
〕」、
こ
の
「
複
合
的
志
向
性
」
の
な
か
に
、「
判
断
」〔
九
四
節
〕（
述
定
的
判
断
、
推
測
、
疑
問
、
懐
疑
、
等
々
）、
お
よ
び
、「
心

情
、
意
志
」〔
九
五
節
〕
と
い
う
よ
う
に
、
節
を
追
う
ご
と
に
拡
大
さ
れ
て
い
く
。
し
か
も
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
一
方
で
は
確
か
に
「
層
」
の
比
喩
を

使
い
な
が
ら
、「
例
え
ば
、
或
る
具
体
的
な
表
象
の
上
に
、〝
評
価
す
る
〟
と
い
う
非
自
立
的
な
契
機
が
積
み
重
な
っ
た
り
、
逆
に
再
び
脱
落
し
た

り
す
る
。
…
…
知
覚
す
る
こ
と
、
想
像
す
る
こ
と
、
判
断
す
る
こ
と
等
が
、
評
価
す
る
と
い
う
そ
の
上
に
重
な
る
層
を
基
づ
け
て
い
る
」（III, 198

）

と
、
表
象
の
上
に
心
情
、
評
価
、
意
志
な
ど
が
「
基
づ
け
」
ら
れ
る
と
言
う
。
と
こ
ろ
が
他
方
で
は
、「
新
し
い
種
類
の
〝
統
握
（A

uffassungen

）〟

が
現
れ
、
土
台
と
な
る
ノ
エ
シ
ス
に
基
づ
け
ら
れ
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
を
含
み
込
ん
だ
、
或
る
新
し
い
意
味
が
構
成
さ
れ
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く

新
し
い
意
味
次
元
を
持
ち
込
ん
で
く
る
。
そ
れ
と
と
も
に
構
成
さ
れ
る
の
は
、
単
な
る
〝
事
象
〟
が
も
つ
新
し
い
規
定
要
素
で
は
な
く
、
事
象
価

値
、
価
値
態
（W

ertheit

）、
具
体
的
な
価
値
客
観
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
美
と
醜
、
優
良
と
劣
悪
で
あ
り
、
使
用
客
観
（G

ebrauchsobjekt

）、

芸
術
作
品
、
機
械
、
書
物
、
行
為
（H

andlung

）、
所
業
（Tat
）
な
ど
で
あ
る
」（III, 239 f.

）

と
い
う
具
合
に
、「
基
づ
け
」
ら
れ
な
が
ら
も
、
新
し
い
「
層
」
で
は
「
新
し
い
意
味
が
構
成
さ
れ
る
」
と
も
言
う
。
し
た
が
っ
て
、「
一
般
的

な
論
理
学
、
価
値
論
（W

ertlehre

）、
倫
理
学
と
の
間
に
は
、
常
に
類
比
が
成
り
立
つ
」（III, 242

）
と
述
べ
て
、
論
理
学
、
価
値
論
、
倫
理
学
の

関
係
も
単
な
る
「
基
づ
け
」
関
係
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
並
行
し
て
成
立
す
る
そ
れ
ら
の
間
に
「
類
比
」
が
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
ブ
レ
ン

タ
ー
ノ
の
〈
基
づ
け
テ
ー
ゼ
〉
に
つ
い
て
も
、
疑
問
に
思
い
始
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

（1
（

。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
直
観
理
論
』（
一
九
三
〇）

（（
（

）
に
よ
れ
ば
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
は
、「
非
理
論
的
作
用
も
理
論
的
作
用
と
同
様
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ケアの現象学にむけて

に
新
し
い
対
象
を
構
成
す
る
」
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
で
、『
論
理
学
研
究
』
以
来
の
〈
基
づ
け
テ
ー
ゼ
〉
を
放
棄
し
て
お
り
、「
価
値
の
世
界
と

の
接
触
は
、
そ
れ
を
理
論
的
に
認
識
す
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
認
識
論
か
ら
解
き
放

た
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
認
識
論
の
枠
を
は
み
出
て
（
越
え
出
て
）」
お
り
、「
具
体
的
な
生
（vie

）
の
う
ち
に
存
在
の
位
置
を
求
め
て

い
る
」
と
、
そ
の
動
揺
を
こ
そ
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
同
書
を
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
。「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
に

お
け
る
難
点
あ
る
い
は
動
揺
を
超
出
す
る
可
能
性
そ
の
も
の
は
、
実
践
的
生
お
よ
び
価
値
論
的
生
の
志
向
的
性
格
の
主
張
と
と
も
に
与
え
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
。

三
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
に
お
け
る
志
向
性
の
展
開

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
見
抜
い
て
い
た
こ
と
が
、
実
は
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
の
続
編
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
た

（『
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
直
観
理
論
』
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
も
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
が
）。
そ
こ
で
は
、「
例
え
ば
、
評
価
す
る
作
用
も
、
あ
ら
か
じ

め
与
え
ら
れ
て
い
る
対
象
に
関
係
し
う
る
の
で
あ
り
、
…
…
こ
れ
ら
の
対
象
は
決
し
て
単
に
基
づ
け
ら
れ
た
対
象
で
も
な
け
れ
ば
、
こ
の
〔
範
疇

的
対
象
の
〕
の
意
味
で
の
高
次
の
対
象
で
も
な
く
、
ま
さ
に
自
発
的
な
所
産
と
し
て
根
源
的
に
構
成
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
原
本
的
な

所
与
と
な
り
う
る
よ
う
な
対
象
で
あ
る
」（IV, 7 f.

）
と
言
わ
れ
、
評
価
す
る
こ
と
（W

erten

）
の
対
象
で
あ
る
価
値
（W

ert

）
は
、「
根
源
的
に
構

成
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
原
本
的
な
所
与
と
な
り
う
る
よ
う
な
対
象
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、「
評
価
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
る
。「
例
え
ば
、
私
た
ち
は
、
た
だ
単
に
青
空
を
眺
め
て
意
識
し
て
い
る
場
合
と
、

こ
の
作
用
を
理
論
的
に
遂
行
し
て
い
る
場
合
と
を
対
比
し
た
。
輝
く
青
空
を
眺
め
な
が
ら
、
そ
れ
に
見
ほ
れ
て
生
き
て
い
る
場
合
の
私
た
ち
は
、

も
は
や
あ
の
特
別
な
仕
方
で
〔
理
論
的
に
〕
見
る
こ
と
を
遂
行
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
と
き
私
た
ち
は
、
理
論
的
な
い
し
認
識
的
態
度
で

は
な
く
、
心
情
的
態
度
に
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
〝
評
価
す
る
こ
と
〟（W

erten

）
を
私
た
ち
が
そ
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
よ
う
な
心
情
的
振
舞
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と
解
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
理
論
的
な
作
用
で
は
な
い
。
…
…
純
粋
に
楽
し
み
に
ふ
け
っ
て
い
る
態
度
か
ら
生
じ
た
よ
う
な
価
値
評
価
の
場
合
に
は
、

芸
術
作
品
が
ま
っ
た
く
別
の
仕
方
で
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
直
観
さ
れ
て
い
る
が
、
た
だ
単
に
感
性
的
に
直
観
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

価
値
論
的
に
直
観
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」（IV, 8 f.

）
と
。

つ
ま
り
、
評
価
す
る
こ
と
は
、
表
象
す
る
こ
と
に
「
基
づ
け
」
ら
れ
て
い
な
い
「
価
値
論
的
な
直
観
」
で
あ
り
で
あ
り
、
新
し
い
造
語
を
使
い

な
が
ら
、
こ
う
述
べ
る
。「
最
も
根
源
的
な
価
値
構
成
は
、
感
じ
る
自
我
主
観
の
前
理
論
的
な
享
受
す
る
没
頭
と
し
て
心
情
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
、
私
は
す
で
に
十
数
年
前
か
ら
講
義
の
な
か
で
価
値
覚
（W

ertnehm
ung

）
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
き
た
。

…
…
知
覚
（W

ahrnehm
en

）
と
価
値
覚
（W

ertnehm
en

）
と
い
う
一
対
の
表
現
は
、
両
者
の
類
似
性
を
表
現
す
る
た
め
で
あ
っ
た
」（IV, 9 f.

）、

と）
（1
（

。
要
す
る
に
、
知
覚
に
基
づ
け
ら
れ
て
価
値
覚
が
行
な
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
両
者
が
同
じ
レ
ベ
ル
の
直
接
性
を
も
つ
こ
と
が
主
張
さ
れ
、

〈
基
づ
け
テ
ー
ゼ
〉
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
の
冒
頭
で
は
、「
自
然
科
学
に
は
価
値
述
語
も
実
践
的
な
述
語
も
無
縁
で
あ
る
」（IV, 25

）、「
私

た
ち
が
自
然
科
学
的
態
度
を
維
持
す
る
な
ら
、
一
種
の
遮
断
、
一
種
の
エ
ポ
ケ
ー
を
遂
行
す
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
日
常
の
生
活
に
お
い
て
は

私
た
ち
は
、〔
こ
の
自
然
科
学
的
な
意
味
で
の
〕
自
然
客
観
と
は
ま
っ
た
く
関
わ
り
が
な
い
。
私
た
ち
が
〔
日
常
の
生
活
に
お
い
て
〕
事
物
と
呼
ん

で
い
る
の
は
、
絵
画
、
彫
像
、
庭
、
家
、
机
、
衣
服
、
道
具
、
な
ど
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
価
値
客
観
や
使
用
客
観
、

実
践
的
客
観
で
あ
っ
て
、
自
然
科
学
の
対
象
で
は
な
い
」（IV, 27
）
と
述
べ
て
い
る
。
自
然
な
日
常
生
活
は
、
そ
の
よ
う
な
価
値
覚
に
よ
る
価
値

に
満
た
さ
れ
て
い
る
が
、
自
然
科
学
は
そ
れ
を
捨
象
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
然
科
学
的
態
度
は
自
然
主
義
的

態
度
と
も
呼
ば
れ
、
後
に
人
格
主
義
的
態
度
と
の
対
比
に
繋
が
る
こ
と
に
な
る
（
後
述
）。

と
こ
ろ
で
、
さ
き
ほ
ど
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
の
と
こ
ろ
で
「
眼
差
し
」
の
比
喩
に
言
及
し
、〈
方
向
テ
ー
ゼ
〉
と
の
繋
が
り
を
示
唆
し
て
お
い
た
。

そ
こ
に
立
ち
返
る
と
、
そ
こ
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
例
え
ば
知
覚
に
お
い
て
も
、「
純
粋
自
我
が
、
意
味
付
与
に
よ
っ
て
〝
思
念
さ
れ
た
〟
対
象

へ
と
眼
差
し
を
向
け
て
い
る
（B

lickrichtung

）」（III, 181

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
で
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
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ケアの現象学にむけて

「
確
か
に
あ
る
一
般
的
な
意
味
で
は
自
我
は
つ
ね
に
客
観
に
向
か
っ
て
入
る
が
、
特
別
な
意
味
で
は
、
時
々
純
粋
自
我
が
発
す
る
自
我
光
線
が
客
観

に
的
中
す
る
と
、
そ
の
客
観
か
ら
い
わ
ば
反
射
光
線
（G

egenstrahlen

）
が
帰
っ
て
く
る
」（IV, 98

）。
あ
る
い
は
、「
自
我
と
は
、
同
じ
意
識
流

に
属
す
る
す
べ
て
の
作
用
の
う
ち
に
あ
る
機
能
の
同
一
の
主
観
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
意
識
生
（B

ew
usstseinsleben

）
が
も
つ
放
射
光
線

（A
usstrahlung

）
と
そ
の
感
受
光
線
（E

instrahlung

）
の
中
心
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
意
識
生
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
触
発
と
活
動
（A

ffektion und 

A
ktion

）、
あ
ら
ゆ
る
注
意
や
把
握
や
関
係
づ
け
や
結
合
、
そ
し
て
ま
た
あ
ら
ゆ
る
理
論
的
、
評
価
的
、
実
践
的
な
態
度
取
り
、
さ
ら
に
は
あ
ら
ゆ

る
喜
び
と
悲
し
み
、
希
望
と
怖
れ
、
す
る
こ
と
と
被
る
こ
と
（Tun und L

eiden

）
な
ど
の
こ
と
で
あ
る
」（IV, 105

）
と
も
言
わ
れ
る
。「
私
の
周

囲
に
あ
る
事
物
の
う
ち
、
こ
こ
に
あ
る
こ
れ
が
私
の
眼
差
し
を
惹
き
付
け
、
そ
の
独
特
な
か
た
ち
が
〝
私
の
注
意
を
惹
く
〟。
私
が
こ
の
生
地
を
選

ぶ
の
は
奇
麗
な
色
の
ゆ
え
で
あ
り
、
柔
ら
か
な
手
触
り
の
ゆ
え
で
あ
る
。
街
頭
の
騒
音
が
私
を
〝
い
ら
い
ら
さ
せ
る
〟
な
ら
、
私
は
窓
を
閉
め
る

よ
う
に
促
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
私
の
理
論
的
、
感
情
的
、
実
践
的
な
振
る
舞
い
に
お
い
て
、
私
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る

の
を
感
じ
る
」（IV, 140

）。
要
す
る
に
、「
眼
差
し
」
は
、
自
我
か
ら
放
射
さ
れ
る
光
線
に
喩
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
く
る

光
線
に
よ
っ
て
「
触
発
」
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
上

述
の
〈
方
向
テ
ー
ゼ
〉
と
〈
相
関
テ
ー
ゼ
〉
に
よ
る
限
り
、
志
向
性
が
一
方
向
的
で
あ
る
か
に
思
わ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
反
対
方
向
の
或
る
受
動

性
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う）

（1
（

。

そ
の
こ
と
は
、
視
覚
か
ら
触
覚
に
議
論
が
進
む
と
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
し
、
視
覚
に
お
い
て
は
二
重
の
光
線
が
語
ら
れ
た
が
、
触
覚
に
お
い
て

は
さ
ら
に
独
特
な
二
重
性
で
あ
る
「
触
覚
の
二
重
感
覚
」
に
よ
っ
て
、「
触
れ
る
―
触
れ
ら
れ
る
」
の
反
転
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。「〔
右
手

で
〕
左
手
を
撫
で
る
と
、
触
覚
現
出
が
得
ら
れ
る
。
私
は
そ
れ
を
感
じ
る
だ
け
で
な
く
、
知
覚
し
柔
ら
か
で
し
か
じ
か
の
形
を
し
た
滑
ら
か
な
手

〔
左
手
〕
の
現
出
を
持
つ
。
事
物
と
し
て
の
〝
左
手
〟
に
客
観
化
さ
れ
る
触
感
覚
は
、
右
手
に
属
し
て
い
る
。
し
か
し
、
左
手
の
う
ち
に
も
、
一
連

の
触
感
覚
を
見
い
だ
す
。
そ
れ
ら
は
左
手
の
う
ち
に
〝
広
が
っ
て
い
る
〟
が
、（
物
理
的
事
物
と
し
て
の
左
手
の
肌
荒
れ
や
滑
ら
か
さ
の
よ
う
な
）

性
質
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
物
理
的
事
物
と
し
て
の
〝
左
手
〟
を
語
る
と
き
に
は
、
こ
れ
ら
の
感
覚
を
捨
象
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
付
け
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加
え
る
と
き
、
そ
れ
は
物
理
的
事
物
を
豊
か
に
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
身
体
と
な
り
、
そ
れ
が
感
じ
る
よ
う
に
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（IV, 144 f.

）
と
。『
知

覚
の
現
象
学
』
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
注
目
し
、「
間
身
体
性
（intercorporeité

）」
の
思
想
へ
の
第
一
歩
と
な
っ
た
の
が
、
こ
の
「
右
手
で
左

手
を
触
れ
る
」
二
重
感
覚
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
二
重
感
覚
は
、「
右
手
で
左
手
を
触
る
」
と
い
う
特
殊
な
例
を
出
さ
な
く
て
も
、
実
は
、「
手

で
何
か
を
触
る
」
と
き
に
す
で
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
手
を
机
の
上
に
置
い
て
い
る
と
き
、
私
は
机
が
固

く
冷
た
く
滑
ら
か
な
こ
と
を
経
験
す
る
。
手
を
机
の
上
で
動
か
す
と
き
、
私
は
机
と
そ
の
事
物
的
な
規
定
を
経
験
す
る
。
し
か
し
同
時
に
、
私
は

い
つ
で
も
そ
の
手
に
注
意
を
向
け
、
そ
の
上
に
触
感
覚
、
滑
ら
か
さ
や
冷
た
さ
の
感
覚
（E

m
pfindung

）
を
見
い
だ
し
、
そ
の
内
に
経
験
し
て
い

る
運
動
と
連
動
す
る
運
動
感
覚
な
ど
を
見
い
だ
す
。
或
る
物
を
持
ち
上
げ
る
と
き
、
私
は
そ
の
重
さ
を
経
験
す
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
身
体
の

う
ち
に
広
が
る
重
さ
の
感
覚
を
も
つ
。
…
…
こ
れ
ら
を
私
た
ち
は
、
感
覚
態

0

0

0

（E
m

pfindnissen

）
と
呼
ぶ
」（IV, 146

）
と
。

し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
二
重
感
覚
が
生
じ
る
の
は
触
覚
に
お
い
て
の
み
で
あ
り
、
視
覚
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。「〔
そ
れ
に

比
べ
〕
純
粋
に
視
覚
に
よ
っ
て
の
み
構
成
さ
れ
る
客
観
の
場
合
、
同
様
な
事
は
起
こ
ら
な
い
。
確
か
に
と
き
に
は
、〝
客
観
を
注
視
し
て
い
る
眼

が
、
い
わ
ば
そ
れ
を
撫
で
回
し
て
い
る
〟
と
〔
比
喩
的
に
〕
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、…
…
〔
例
え
ば
右
手
で
左
手
を
撫
で
る
よ
う
に
〕、

一
方
の
眼
が
他
方
の
眼
に
沿
っ
て
動
い
て
行
き
、
二
重
感
覚
の
現
象
が
生
じ
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
に
広
が
っ
た
眼
を
も
っ
て
は
い
な
い
。
…
…

私
は
自
分
自
身
に
触
る
の
と
同
様
な
仕
方
で
私
の
身
体
を
見
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
触
ら
れ
る
身
体
と
し
て
の
私
の
身
体
が
触
ら
れ
な
が

ら
触
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
私
が
見
ら
れ
た
身
体
と
呼
ぶ
も
の
は
見
ら
れ
な
が
ら
見
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」（IV, 148

）、
と
。
因

み
に
、
こ
の
議
論
と
関
係
し
て
、「
私
が
自
分
の
手
に
何
か
ら
の
接
触
を
（
物
理
的
出
来
事
と
し
て
）
経
験
す
る
と
き
は
い
つ
も
、
私
の
触
覚
野
に

は
〝
接
触
感
覚
〟
が
現
れ
る
が
、
他
人
の
手
に
何
ら
か
の
接
触
が
あ
る
と
き
に
は
、
そ
れ
〔
接
触
感
覚
が
〕
共
現
前
（A

ppräsenz

）
と
い
う
仕
方

で
と
も
に
そ
こ
に
あ
る
」（IV, 164

）
と
、
他
者
経
験
論
に
つ
な
が
る
議
論
も
し
て
お
り
、「
右
手
で
左
手
に
触
れ
る
」
場
合
と
異
な
り
、「
私
が
右

手
で
他
人
の
手
に
触
れ
る
」
場
合
、
右
手
の
触
れ
る
感
覚
は
あ
る
が
、
触
れ
ら
れ
る
感
覚
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
共
現
前
に
よ
っ
て
、
そ
こ
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ケアの現象学にむけて

に
あ
る
」
と
言
う
が
、
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
入
り
込
む
余
裕
は
な
い）

（1
（

。

こ
こ
ま
で
の
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
か
ら
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
へ
の
進
展
の
な
か
で
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
志
向
性
の
思
想
が
含
ん
で
い
た
四
つ
の
テ
ー

ゼ
（
①
内
在
テ
ー
ゼ
、
②
方
向
テ
ー
ゼ
、
③
相
関
テ
ー
ゼ
、
④
基
づ
け
テ
ー
ゼ
）
の
す
べ
て
が
、
放
棄
さ
れ
た
り
拡
大
さ
れ
た
り
改
変
さ
れ
た
り

し
て
姿
を
変
え
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
晩
年
に
至
る
ま
で
、
志
向
性
の
思
想
や
、
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
、
コ
ギ
ト
と
コ
ギ
タ
ー
ト
ゥ

ム
と
い
う
言
い
方
を
使
い
続
け
な
が
ら
も
、
そ
の
内
実
は
、
こ
の
よ
う
に
変
貌
し
て
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
変
貌
の
な
か
で
、『
イ

デ
ー
ン
Ⅱ
』
に
は
、
ケ
ア
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
興
味
深
い
論
点
が
あ
る
こ
と
を
次
に
見
た
い
。

四
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
に
お
け
る
二
種
類
の
志
向
性

『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
で
は
、
自
然
科
学
と
精
神
科
学
に
対
応
さ
せ
な
が
ら
、
自
然
科
学
的
態
度
（
前
述
）
を
自
然
主
義
的
（naturalistisch

）
態
度

と
呼
び
、
精
神
科
学
的
態
度
を
人
格
主
義
的
（personalistisch

）
態
度
と
呼
ん
で
対
比
さ
せ
る
が
、
両
者
が
人
間
（
他
者
）
に
向
か
う
時
、
二
つ

の
異
な
る
志
向
性
の
あ
り
方
と
し
て
現
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
自
然
主
義
的
態
度
を
「
自
然
に
向
か
う
態
度
」
と
呼

び
、
人
格
主
義
的
態
度
を
「
人
格
に
向
か
う
態
度
」
と
呼
び
た
い
。
人
間
（
他
者
）
に
対
し
て
「
自
然
に
向
か
う
態
度
」
は
、
自
然
科
学
的
な
「
観

察
」
の
対
象
と
し
て
向
か
う
こ
と
で
あ
る
の
に
比
べ
、「
人
格
に
向
か
う
態
度
」
は
、
精
神
科
学
的
な
「
了
解
」
の
対
象
と
し
て
向
か
う
こ
と
に
な

る
が
、
後
者
は
さ
ら
に
、
私
た
ち
が
自
然
に
生
き
て
い
る
と
き
「
共
同
主
観
（M

itsubjekt

）」
と
し
て
と
も
に
あ
る
あ
り
方
で
あ
る
と
も
さ
れ
て

い
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
代
の
医
療
に
お
い
て
し
ば
し
ば
、「
キ
ュ
ア
（
医
学
的
治
療
）」
と
「
ケ
ア
（
看
護
・
介
護
）」
が
対
比
さ
れ
る
が
、「
キ
ュ
ア
」

を
「
自
然
に
向
か
う
態
度
」
に）

（1
（

、「
ケ
ア
」
を
「
人
格
に
向
か
う
態
度
」
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、「
キ
ュ
ア
」
は
他
者
に
対

し
て
「
自
然
に
向
か
う
態
度
」
で
観
察
し
説
明
し
治
療
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、「
ケ
ア
」
は
他
者
に
対
し
て
「
人
格
に
向
か
う
態
度
」
で
理
解
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し
応
答
し
手
当
て
し
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
冒
頭
に
立
て
て
お
い
た
課
題
、
す
な
わ
ち
、「
ケ
ア
」
を
志
向
性
に
よ
っ
て
解
明
す
る
に
は
、

こ
の
「
人
格
に
向
か
う
態
度
」
を
手
が
か
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
こ
の
ア
イ
デ
ア
を
も
と
に
、
二
つ
の
態
度
の
対

比
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
自
然
に
向
か
う
態
度
」
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
る
。「
人
間
の
心
や
心
的
な
も
の
は
、
自
然
に
向
か
う
経
験
に
お
い
て
は
、
物
理

的
に
現
出
す
る
身
体
に
付
加
さ
れ
る
か
組
み
込
ま
れ
て
、
そ
れ
と
と
も
に
周
知
の
仕
方
で
空
間
時
間
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
そ
れ

ら
の
状
態
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
経
験
的
な
自
我
に
も
当
て
は
ま
る
。
あ
そ
こ
に
い
る
人
は
、
そ
こ
で
見
た
り
聴
い
た
り
し
て
、
彼
の
知
覚
に
基

づ
い
て
、
し
か
じ
か
の
判
断
や
評
価
や
意
志
を
さ
ま
ざ
ま
に
変
更
し
な
が
ら
遂
行
し
て
い
る
。
あ
そ
こ
に
い
る
そ
の
人
の
〝
う
ち
で
〟
或
る
〝
我

思
う
〟
が
現
れ
る
こ
と
は
、
一
つ
の
自
然
事
実
で
あ
り
、
身
体
と
身
体
的
出
来
事
に
基
づ
き
、
自
然
の
実
体
的
因
果
的
連
関
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

た
自
然
事
実
で
あ
る
」（IV, 181

）、
と
。
す
な
わ
ち
、「
自
然
に
向
か
う
態
度
」
は
、
人
間
（
他
者
）
の
心
を
自
然
事
実
と
し
て
自
然
因
果
性
に

よ
っ
て
捉
え
〔
自
然
化
し
〕
説
明
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、「
人
格
に
向
か
う
態
度
」
に
つ
い
て
は
、
こ
う
述
べ
る
。「
私
た
ち
が
と
も
に
生
活
し
、

互
い
に
言
葉
を
交
わ
し
、
握
手
を
し
て
互
い
に
挨
拶
し
、
愛
情
と
反
感
や
、
信
念
と
行
動
、
発
言
と
反
論
の
な
か
で
互
い
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る

と
き
、
同
様
に
、
私
た
ち
を
取
り
巻
く
事
物
を
ま
さ
に
私
た
ち
の
周
囲
と
し
て
、
自
然
科
学
に
お
い
て
の
よ
う
に
〝
客
観
的
な
〟
自
然
と
見
な
さ

な
い
よ
う
な
と
き
、
私
た
ち
が
い
つ
も
そ
の
う
ち
に
あ
る
〝
人
格
に
向
か
う
態
度
〟
は
、〝
自
然
に
向
か
う
態
度
〟
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
」（IV, 

183

）、
と
。
つ
ま
り
、
後
者
に
お
い
て
は
、
他
者
を
「
と
も
に
生
活
し
、
互
い
に
言
葉
を
交
わ
し
、
握
手
を
し
て
互
い
に
挨
拶
し
、
愛
情
と
反
感

や
、
信
念
と
行
動
、
発
言
と
反
論
の
な
か
で
互
い
に
関
わ
り
合
う
」
よ
う
な
人
格
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
れ
は
「
人
工
的
な
態
度
」

で
は
な
く
、「
自
然
な
態
度
」
な
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
二
つ
の
態
度
の
違
い
を
、
次
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
「
物
件
と
人
格
」
の
対
比
に

よ
っ
て
も
説
明
し
て
い
る
。「
主
観
が
そ
の
意
識
に
お
い
て
そ
の
周
囲
世
界
の
う
ち
に
見
い
だ
す
の
は
、
事
物
だ
け
で
は
な
く
他
の
主
観
も
で
あ

り
、
彼
ら
を
人
格
（Person

）
と
し
て
、
す
な
わ
ち
そ
の
周
囲
世
界
の
う
ち
で
活
動
し
、
そ
の
対
象
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
つ
ね
に
新
た
に
規
定

さ
れ
う
る
人
格
と
し
て
見
て
い
る
。
…
…
〔
そ
れ
に
比
べ
自
然
に
向
か
う
態
度
に
お
い
て
は
〕
人
間
が
一
つ
の
物
件
（Sache

）
と
し
て
措
定
さ
れ
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ケアの現象学にむけて

て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
人
格
集
団
の
成
員
で
あ
る
私
た
ち
の
人
格
と
同
等
に
さ
れ
る
人
格
と
し
て
の
精
神
が
そ
の
正
当
な
権
利
を
認
め
ら
れ
な
く

な
る
」（IV, 190

）
と
。

さ
ら
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。「
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
自
然
科
学
が
理
解
し
て
い
る
意
味
で
の
自
然
だ
け
を
、
し
か
も
い
わ
ば

自
然
科
学
の
眼
で
見
て
い
る
人
は
、
精
神
の
領
野
、
精
神
科
学
に
固
有
な
領
野
に
対
し
て
は
ま
さ
に
盲
目
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
は
、
人
格
を

見
て
い
な
い
し
、
人
格
的
な
働
き
か
ら
意
味
を
受
け
取
る
よ
う
な
客
観
、
そ
れ
ゆ
え
〝
文
化
〟
客
観
を
も
見
て
い
な
い
」（IV, 191

）
と
。
要
す
る

に
、「
自
然
に
向
か
う
態
度
」
は
、
他
者
を
人
格
と
し
て
見
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
違
っ
て
、「〔「
人
格
に
向
か
う
態
度
に
お
い
て
」〕
他
者
の
現

0

0

0

0

存
在
を
包
括
的
に
経
験
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
き
に
は
、
わ
た
し
た
ち
は
他
者
を
た
だ
ち
に
人
格
的
主
観
と
し
て
理
解
し
、
私
た
ち
も
関
わ
り
の
あ
る
客
観
、
例

え
ば
、
大
地
と
空
、
野
と
森
、〝
私
た
ち
〟
が
共
に
過
ご
し
て
い
る
部
屋
、
私
た
ち
が
見
て
い
る
絵
画
な
ど
に
関
係
づ
け
て
理
解
し
て
い
る
。
…
…

も
し
私
た
ち
の
生
活
の
志
向
的
な
結
合
と
い
う
共
通
性
の
う
ち
で
一
つ
の
共
通
な
周
囲
世
界
が
私
た
ち
に
と
っ
て
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
ら
、
私

た
ち
は
他
者
に
と
っ
て
人
格
で
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
相
関
的
に
言
え
ば
、
一
方
は
本
質
的
に
他
方
と
共
に
構
成
さ
れ
る
」（IV, 191

） 

と
。
つ

ま
り
、「
人
格
に
向
か
う
態
度
」
で
は
、
他
者
を
人
格
（
人
格
的
主
観
）
と
し
て
捉
え
、
共
通
の
周
囲
世
界
（
例
え
ば
、
大
地
と
空
、
野
と
森
、〝
私

た
ち
〟
が
共
に
過
ご
し
て
い
る
部
屋
）
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
人
格
が
人
格
に
及
ぼ
す
影
響
は
さ
ら
に
別
の
形
式
も
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
そ
の
精
神
的
な
行
な
い
（Tun

）
に
お
い
て
互
い
に
（
自
我
は
他
者
に
、
他
者
は
自
我
に
）
調
整
し
あ
い
、
相
手
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
意

図
し
て
行
為
を
遂
行
し
、
こ
の
行
為
の
理
解
的
な
把
握
に
お
い
て
或
る
人
格
的
な
振
舞
い
方
へ
と
仕
向
け
よ
う
と
す
る
」（IV, 192 f.

）
と
も
言
わ

れ
る
。

要
す
る
に
、
人
格
と
人
格
と
の
関
係
は
、「
互
い
に
相
手
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て
行
為
を
遂
行
し
」、「
相
手
は
、
そ
の
働
き
か
け
に
対

し
て
再
び
反
応
を
仕
向
け
る
」
と
い
う
仕
方
で
、「
人
格
の
間
の
意
識
に
お
け
る
相
互
関
係
が
形
成
」
さ
れ
る
。
そ
の
関
係
は
、「
因
果
性
」
で
は

な
く
、「
精
神
的
ま
た
は
人
格
的
自
我

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
は
志
向
性
の
主
観
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
動
機
づ
け
が
精
神
生
活
の
法
則
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（IV, 220

） 

と
言

わ
れ
る
よ
う
に
、「
動
機
づ
け
（M

otivation

）」
に
よ
る
関
係
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
他
者
経
験
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
感
情
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移
入
は
、
他
者
が
そ
の
身
体
物
体
に
心
理
物
理
的
に
依
存
し
て
い
る
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
間
接
的
な
経
験
な
の
で
は
な
く
、

他
者
に
つ
い
て
の
直
接
的
経
験
で
あ
る
。
…
…
他
者
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
他
者
た
ち
と
の
相
互
交
流
の
経
験
に
つ
い
て
も
同
様
の

こ
と
が
当
て
は
ま
る
。
私
た
ち
が
互
い
に
眼
を
見
つ
め
合
え
ば
、
主
観
と
主
観
が
直
接
触
れ
合
う
。
私
が
彼
に
語
り
か
け
、
彼
も
私
に
語
り
か
け
、

私
が
彼
に
命
令
し
、
彼
が
従
う
。
こ
れ
は
直
接
経
験
さ
れ
る
人
格
的
な
関
係
で
あ
る
」（IV, 375

）。
つ
ま
り
、「
動
機
づ
け
」
ら
れ
な
が
ら
（
或
る

種
の
受
動
性
を
も
ち
な
が
ら
）「
感
情
移
入
」
に
よ
っ
て
（
或
る
種
の
能
動
性
も
も
ち
な
が
ら
）、
他
者
を
「
直
接
に
」
経
験
し
て
い
る
、
と
言
う

の
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
感
情
移
入
」
と
い
う
語
を
（
リ
ッ
プ
ス
か
ら
の
）
借
用
語
と
し
て
使
い
続
け
た
が
、
そ
れ
は
正
し
く
理
解
さ
れ
る
な
ら
、
彼

が
端
的
に
「
他
者
経
験Frem

derfahrung

」
と
呼
ん
だ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、「
他
者
の
振
る
舞
い
を
他
者
の
心
の
表
現
と
し
て
経

験
す
る
能
力
」「
他
者
の
心
的
生
活
に
、
表
現
的
振
る
舞
い
や
意
味
の
あ
る
行
為
に
お
い
て
接
近
す
る
能
力）

（1
（

」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
他
者

を
一
人
の
人
格
（Person

）
と
し
て
、
そ
の
志
向
性
を
直
接
に
経
験
す
る
よ
う
な
、「
経
験
の
一
様
式
」
な
の
で
あ
る
。
現
象
学
は
、
一
人
称
的

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
と
言
え
よ
う
が
、
こ
の
他
者
経
験
は
、
二
人
称
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
現
象
学
を
可
能
に
す
る
も

の
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
「
他
者
の
志
向
性
」
を
捉
え
る
こ
と
が
、
ケ
ア
と
い
う
志
向
性
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
こ
と
に
役
立
つ
こ

と
に
な
ろ
う
。

お
わ
り
に

『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
か
ら
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
に
進
む
過
程
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
志
向
性
概
念
を
拡
大
す
る
一
方
で
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
四
つ
の
テ
ー

ゼ
か
ら
は
み
出
す
よ
う
な
志
向
性
の
思
想
に
ま
で
進
ん
で
い
た
。『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
刊
行
の
翌
年
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、『
倫
理
学
・
価
値
論
講
義
』（
一

九
一
四
）
の
な
か
で
「
意
志
の
現
象
学
」
を
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「（
意
志
は
、）
リ
ア
ル
な
も
の
に
向
か
う
点
で
は
、（
外
的
）
知
覚
と
共
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ケアの現象学にむけて

通
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
未
来
に
向
か
う
点
に
お
い
て
は
期
待
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
」
が
、「（
期
待
と
異
な
り
、）
未
来
に
向
け
ら
れ
た
意

志
は
、
あ
る
意
味
で
は
創
造
的
な
志
向
で
あ
り
、
こ
の
志
向
は
実
行
す
る
行
為
（H

andlung

）
の
な
か
で
〝
充
実
さ
れ
る
〟」（X

X
V

III, 109

）
と
、

意
志
と
行
為
と
の
関
係
を
論
じ
な
が
ら
、〈
行
為
の
志
向
性
〉
と
い
う
行
為
論
を
準
備
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、〈
行
為
の
志
向
性
〉
を
正
面
か
ら
論
じ

る
と
こ
ろ
ま
で
は
行
っ
て
い
な
い
。「
ケ
ア
を
志
向
性
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
に
答
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
〈
行
為
の
志
向
性
〉
に
ど
れ
だ

け
迫
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
は
や
、
他
の
テ
キ
ス
ト
を
頼
り
に
そ
れ
を
展
開
す
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、
一
つ
の
手
が
か
り
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
た
い
。『
イ

デ
ー
ン
Ⅱ
』
で
触
覚
に
つ
い
て
論
じ
た
際
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
も
う
一
点
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
た
。「
身
体
が
身
体
と
し
て
構
成
さ
れ
る
の
は
触

覚
と
、
そ
れ
と
と
も
に
局
所
化
さ
れ
る
痛
み
な
ど
の
感
覚
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
さ
ら
に
運
動
感
覚
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
」（IV, 150 f.

）。
そ
れ
を
彼
は
『
物
と
空
間
』（
一
九
〇
七
年
講
義
）
以
来
、「
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
（K

inästhese

）」
と
呼
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
に

続
け
て
、「
身
体
は
意
志
の
器
官
で
あ
り
、
自
由
な
運
動
の
担
い
手
で
あ
る
」（IV, 151

）
と
も
述
べ
、
さ
ら
に
、
自
我
は
「
こ
の
身
体
を
動
か
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
外
的
世
界
を
知
覚
す
る
〝
能
力
（
私
は
で
き
るIch kann

）〟
を
も
つ
」（V

I, 152

）
と
言
う
。

知
覚
が
対
象
の
周
辺
に
背
景
を
も
つ
こ
と
（
前
述
）
も
、「
も
し
私
が
そ
こ
に
行
け
ば
」
に
基
づ
く
共
現
前
（A

ppräsentation

）
に
よ
っ
て
、

ま
た
、「
私
が
で
き
る
」
と
い
う
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
お
り
、「
知
覚
す
る
こ
と
に
は
、〝
自
由
な
〟
運
動
と
し
て
の
身
体
運
動
の

可
能
性
が
属
し
て
い
る
」（IV, 310

）
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
知
覚
は
一
方
で
、「
志
向
性
の
研
究
は
、
知
覚
機
能
に
お
け
る
自
分
の
身
体
の
志

向
性
の
研
究
な
し
に
は
遂
行
で
き
な
い
」（IX

, 197

）
と
〈
身
体
の
志
向
性
〉
と
結
び
つ
く
と
同
時
に
、
他
方
で
は
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
と
「
私
は
で

き
る
」
に
基
づ
く
意
志
に
よ
る
〈
行
為
の
志
向
性
〉
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
。
知
覚
を
一
つ
の
行
為
と
捉
え
る
い
わ
ゆ
る
「
知
覚
に
対
す
る
エ
ナ

ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ）

（1
（

」
も
、
こ
の
よ
う
な
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
の
議
論
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
知
覚
と
行

為
の
間
に
も
〈
基
づ
け
テ
ー
ゼ
〉
は
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う）

（1
（

。

志
向
性
が
、
単
な
る
心
の
あ
り
方
で
は
な
く
行
為
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
自
我
か
ら
発
す
る
一
方
向
的
な
も
の
で
は
な
く
、
背
景
や
地
平
か
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ら
触
発
さ
れ
動
機
づ
け
ら
れ
て
生
じ
る
双
方
向
的
な
も
の
で
あ
り
、
自
然
に
向
か
う
観
察
だ
け
で
な
く
人
格
に
向
か
う
行
為
を
も
包
含
す
る
も
の

で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
志
向
性
に
よ
っ
て
ケ
ア
を
論
じ
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
フ
ッ
サ
ー
ル

自
身
、「
自
然
に
育
っ
て
く
る
家
族
共
同
体
に
お
い
て
、
最
初
の
も
の
は
自
然
に
素
朴
に
育
っ
て
く
る
母
の
子
へ
の
配
慮
（F

ürsorge

）
で
あ
り
、

夫
の
妻
で
あ
り
子
の
母
で
あ
る
母
へ
の
配
慮
な
ど
で
あ
る
の
は
、
容
易
に
分
か
る
」（X

IV, 180

）、
あ
る
い
は
、「
私
が
抽
象
的
に
す
で
に
他
者
を

世
界
野
に
見
い
だ
す
や
い
な
や
、
彼
を
評
価
す
る
実
践
的
な
共
同
主
観
と
し
て
、
し
か
し
ま
た
、
私
の
気
遣
い
（Sorge

）
や
活
動
な
ど
の
客
観
と

し
て
見
い
だ
す
」（X

V, 134 f.

） 

の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
箇
所
に
「
ケ
ア
」
に
当
た
る
用
語
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
が
い
か
な
る

行
為
で
あ
る
の
か
、
そ
の
分
析
は
見
当
た
ら
な
い
。
も
う
少
し
、
間
主
観
性
の
現
象
学
、
生
活
世
界
、
倫
理
学
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
テ
キ

ス
ト
を
利
用
し
な
が
ら
、「
ケ
ア
の
現
象
学
」
を
論
ず
る
こ
と
は
私
た
ち
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。

註

（
１
）
本
稿
は
、
九
州
大
学
哲
学
会
平
成
二
四
年
度
大
会
（
二
〇
一
二
年
九
月
）
で
の
同
タ
イ
ト
ル
の
発
表
に
基
づ
き
、
加
筆
訂
正
の
上
、
論
文
の
形
に
し
た

も
の
で
あ
る
。
拙
著
『
フ
ッ
サ
ー
ル
間
主
観
性
の
現
象
学
』（
創
文
社
、
一
九
九
五
年
）
刊
行
の
四
年
後
、「
精
神
科
学
と
現
象
学
の
対
話
」
と
題
し
て

口
頭
発
表
（
一
九
九
九
年
、
九
州
大
学
哲
学
会
平
成
十
一
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
し
た
も
の
を
、
翌
年
の
『
哲
学
論
文
集
』
第
三
六
輯
に
、「
対
話

の
現
象
学
に
む
け
て
―
現
象
学
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
―
」
と
し
て
発
表
し
た
。
本
稿
の
副
題
は
、
こ
れ
が
そ
の
続
編
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
。

（
２
）
拙
稿
「
ケ
ア
の
倫
理
と
看
護
」（
シ
リ
ー
ズ
『
生
命
倫
理
学
』
第
十
四
巻
、
拙
編
著
「
看
護
倫
理
」
第
十
章
、
二
〇
一
二
年
七
月
刊
）
参
照
。

（
３
）
和
辻
哲
郎
『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
年
）。
以
下
は
、
同
書
一
九
一
〜
一
九
八
頁
参
照
。

（
４
）
同
『
倫
理
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
七
〜
一
九
四
九
年
）。
以
下
は
、
岩
波
文
庫
版
『
倫
理
学
（
一
）』
の
五
四
、
一
〇
四
〜
一
〇
六
頁
参
照
。

（
５
）
和
辻
に
よ
る
現
象
学
の
受
容
と
批
判
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
和
辻
哲
郎
の
「
人
間
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
―
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
哲
学
の
受
容
―
」
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ケアの現象学にむけて

（『
臨
床
哲
学
』Vol.14 -1

、
二
〇
一
二
年
九
月
）
も
参
照
。

（
６
）B

rentano, Franz:  Psychologie vom
 em

pirischen Standpunkt. L
eipzig 1874;  Vom

 U
rsprung sittlicher E

rkenntnis. L
eipzig 1889 . 

（
７
）
前
掲
拙
著
参
照
。
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
も
、「
心
の
中
の
観
念
」「
内
的
像
」
を
想
定
し
、「
内
と
外
」、「
心
と
物
（
世
界
）」
を
繋
ぐ
も
の
と
し
て
志
向
性
を

考
え
る
〈
内
在
テ
ー
ゼ
〉
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
は
っ
き
り
と
退
け
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、「
表
象
が
欲
求
や
意
志
を
基
づ
け
て
い
る
」
と
い
う

〈
基
づ
け
テ
ー
ゼ
〉
に
つ
い
て
は
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
も
微
妙
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
、
彼
は
「
表
象
主
義
」
と
呼
び
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
志
向

性
批
判
の
ポ
イ
ン
ト
だ
と
し
て
い
る
。H

ubert L
. D

reyfus:  B
eing-in-the-w

orld : a com
m

entary on H
eidegger’s B

eing and tim
e, M

IT
 P

ress, 1991 . 

ヒ
ュ
ー
バ
ー
ト
・
L
・
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
『
世
界
内
存
在
―
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
日
常
性
の
解
釈
学
』（
榊
原
哲
也 

ほ
か
訳
、
産
業
図
書
、
二
〇

〇
〇
年
）

（
８
）『
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
（H

usserliana

）』
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
本
文
中
の
括
弧
内
に
、
ロ
ー
マ
数
字
で
巻
数
を
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
頁
数
を
略
記

す
る
。

（
９
）
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
『
現
象
学
の
道
』
が
主
張
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。L

andgrebe, L
.:  D

er W
eg der P

hänom
enologie : das 

P
roblem

 einer ursprünglichen E
rfahrung, G

ütersloh, 1963 . 

ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
『
現
象
学
の
道
―
根
源
的
経
験
の
問
題
』（
山
崎
庸
佑
ほ
か
訳
、
木

鐸
社, 

一
九
八
〇
年
）

（
10
）
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
志
向
性
を
批
判
す
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
の
〈
基
づ
け
テ
ー
ゼ
〉
に
よ
る
「
表
象
的
志
向
性
」
と
い

う
点
に
あ
っ
た
が
、
果
た
し
て
そ
の
評
価
は
正
し
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

（
11
）E

m
m

anuel L
évinas:  L

a théorie de I’intuition dans la phénom
énologie de H

usserl, F. A
lcan, 1930 . 

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
フ
ッ
サ
ー
ル

現
象
学
の
直
観
理
論
』（
佐
藤
真
理
人
ほ
か
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
一
年
）

（
12
）
拙
稿
「
直
観
と
そ
れ
を
隠
れ
て
支
え
て
い
る
も
の
―
「
直
観
と
倫
理
」
へ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」（
関
西
倫
理
学
会
編

『
倫
理
学
研
究
』
第
四
二
号
、
二
〇
一
二
年
六
月
、
一
三
〜
二
四
頁
）
参
照
。

（
13
）「
受
動
的
志
向
性
」
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、『
受
動
的
綜
合
の
分
析
』（
一
九
二
〇
〜
二
六
年
講
義
録
、H

usserliana, B
d.X

I

）
を
参
照
。

（
14
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、E

dm
und H

usserl:  Z
ur P

hänom
enologie der Intersubjektivität, H

usserliana B
d.X

III-X
V

（
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
、
浜

渦
辰
二
・
山
口
一
郎
監
訳
『
間
主
観
性
の
現
象
学　

そ
の
方
法
』
お
よ
び
『
間
主
観
性
の
現
象
学
Ⅱ　

そ
の
展
開
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
二
〜
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二
〇
一
三
年
）
を
も
と
に
も
っ
と
突
っ
込
ん
だ
議
論
が
必
要
と
な
ろ
う
。

（
15
）
和
辻
の
次
の
よ
う
な
く
だ
り
も
、「
キ
ュ
ア
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。「
医
師
は
手
術
台
に
お
い
て
」「
肉
体
を
純
粋
に
生
理
学
的
対
象
と

し
て
取
り
扱
う
」
が
、
そ
の
た
め
に
は
「
そ
の
人
か
ら
さ
ま
ざ
ま
の
資
格
を
取
り
除
き
一
つ
の
抽
象
的
な
境
位
を
作
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」。「（
和
辻

『
倫
理
学
（
一
）』
九
二
頁
）。

（
16
）	 Shaun G

allagher and D
an Zahavi:  T

he phenom
enological m

ind : an introduction to philosophy of m
ind and cognitive science, R

outledge, 2008 . 

シ
ョ
ー
ン
・
ギ
ャ
ラ
ガ
ー
／
ダ
ン
・
ザ
ハ
ヴ
ィ
『
現
象
学
的
な
心
―
心
の
哲
学
と
認
知
科
学
入
門
』（
石
原
孝
二
ほ
か
訳
、
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一

年
）

（
17
）「
知
覚
と
は
行
為
の
仕
方
で
あ
る
。
知
覚
は
、
私
た
ち
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
私
た
ち
の
な
か
で
生
じ
る
何
か
で
は
な
い
。
知
覚
は
私
た
ち
が
行
う
何
か

な
の
で
あ
る
。
…
…
私
た
ち
が
何
を
知
覚
す
る
か
は
私
た
ち
が
何
を
行
う
か
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
私
た
ち
が
何
を
知
覚
す
る
か
は
、
私
た
ち
が
何

を
で
き
る
か
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。」A
lva N

oë:  A
ction in perception, M

IT
 P

ress, 2004  

ア
ル
ヴ
ァ
・
ノ
エ
『
知
覚
の
な
か
の
行
為
』（
飯
嶋

裕
治
ほ
か
訳
、
春
秋
社
、
二
〇
一
〇
年
）

（
18
）
こ
の
議
論
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
「
視
覚
は
一
つ
の
行
為
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
（M

aurice M
erleau-Ponty:  P

hénom
enologie de la Perception, 

É
ditions G

allim
ard, p.377

）
や
、
ギ
ブ
ソ
ン
の
「
生
態
学
的
視
覚
論
」（Jam

es J. G
ibson:  T

he ecological approach to visual perception, L
aw

rence 

E
rlbaum

 A
ssociates, 1986

）
に
も
繋
が
る
も
の
と
言
え
よ
う
が
、
こ
こ
で
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。（

大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
教
授
）


