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序
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
他
者
論
に
お
い
て
は
、
私
と
他
者
の
関
係
が
そ
こ
に
基
礎
を
置
く
と
こ
ろ
の
自
他
の
根
源
的
な
共
存
性
が
、
常
に
そ
の

基
底
を
成
す
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
私
と
物
と
の
関
係
に
お
い
て
、
私
に
と
っ
て
物
は
単
な
る
物
理
的
な
物
体

と
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、｢

物
は
そ
れ
を
知
覚
す
る
人
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
し
、
実
際
、
即
自
的
に
存
在
す
る
こ
と

も
で
き
な
い｣

以
上
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
私
と
の
生
き
た
連
関
に
お
い
て
、
共
に
存
在

(

共
存�����������) (

１)

す
る
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る

が
、
こ
の
共
存
と
い
う
在
り
方
は
私
と
他
者
の
関
係
を
も
ま
た
同
様
に
貫
い
て
い
る
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
そ
の
よ
う
な
共
存
性
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
、
た
と
え
ば
十
五
ヶ
月
の
幼
児
の
指
を
大
人
が
噛
む
真
似
を

す
る
と
幼
児
が
自
分
の
口
を
開
く
と
い
う
例

(

２)

を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
幼
児
が
口
を
開
く
そ
の

と
き
、
そ
れ
は
実
は
自
分
の
指
を
噛
ん
で
い
る
口
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
幼
児
に
と
っ
て
は
自
分
の
口
を
開
く
こ
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と
が
同
時
に
相
手
の
口
が
開
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
幼
児
は
噛
む
、
あ
る
い
は
口
を
開
く
と
い
う
行
為
を
、
身
体
性
を
介
し
た
相

互
交
流
の
中
で
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

｢『
諸
個
人』

を
越
え
て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
従
っ
て
諸
個
人
を
理
解
す
る｣ (

３)

よ
う
な
も
の
、
す
な
わ
ち

｢

わ
れ
わ
れ
の
志
向
的
な
生
の
根
源

的
共
同
化�����������������｣ (

４)

、｢

他
者
の
わ
れ
わ
れ
の
内
へ
の
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
他
者
の
内
へ
の
相
互
内
属����������｣ (

５)

こ
そ
が

理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、｢

他
者｣

を
成
立
さ
せ
て
い
る
最
も
根
本
的
な
も
の
と
し
て
相

互
的
な
共
存
在
を
理
解
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
他
者
と
は
何
か
、
私
と
他
者
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
古
典
的
な
心
理
学
に
お
け
る
他
者
理
解
の
仕
方
、
す
な
わ
ち
私
を
取
り
巻
く
他
の
人
の
振
る
舞
い
を

｢

私｣

が
見
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
他
者
を
理
解
す
る
と
い
う｢

私
自
身
の
行
為
か
ら
の
類
推｣

と
い
う
こ
と
す
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
根
源
的
な
共
存
性
に
よ
っ

て
可
能
と
な
る
。

し
か
し
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
自
他
の
相
互
性
を
強
調
す
る
ば
か
り
に
、
自
己
と
他

者
と
世
界
と
の
合
一
的
な
、
自
他
の
区
別
の
判
然
と
し
な
い
共
同
体
的
な
全
体
論
の
域
を
脱
し
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の

哲
学
は
、
自
他
の
区
別
の
な
い
共
同
性
に
閉
塞
し
、
他
者
の
捨
象
し
え
な
い
特
異
性
を
無
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
以
下
、
こ
う
し
た
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
対
す
る
批
判
的
解
釈
を
検
討
し
つ
つ
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
他
者
論
の
積
極
的
な
意
義
を
示
そ
う
と
思
う
。

�
他
者
関
係
の
根
源
と
し
て
の
共
存
性

１

古
典
的
な
心
理
学
に
お
け
る
他
者
理
解

私
と
他
者
と
は
前
人
称
的
な
相
互
主
観
性
に
あ
る
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
考
え
る
と
き
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。
あ

る
い
は
そ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
で
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
自
身
の
他
者
理
解
の
理
論
を
ど
の
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
立
場
と
の
比
較
の
中
で
、
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際
立
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

端
的
に
言
え
ば
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
古
典
的
な
心
理
学
が
そ
れ
に
の
っ
と
っ
て
活
動
す
る
よ
う
な
仮
説

(

６)

や
、
無
批
判
に
受
け
入
れ
た
先

入
見

(

７)
に
対
す
る
批
判
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
批
判
す
る
古
典
的
な
心
理
学
が
前
提
と
し
て
い
る
仮
説
や
先
入
見
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、｢

心
的

な
も
の｣

や

｢
心
理
作
用｣

は
当
人
に
の
み
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
他
人
の
私
的
世
界
や
思
考
に
私
は
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私

に
で
き
る
こ
と
は
、
私
に
与
え
ら
れ
て
い
る
身
体
的
現
象
を
介
し
て
、
間
接
的
に
他
者
を
理
解
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
私
に
で
き
る
の

は
、
目
の
前
に
存
在
す
る
他
者
の
仕
草
や
動
作
を
、
自
分
自
身
の
場
合
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
仮
定
し
、
推
測
す
る
こ
と
だ
け
な
の
で
あ
る
。

２

最
初
の
共
同
体

だ
が
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
疑
問
を
呈
す
る
。
他
者
理
解
と
は
自
己
の
投
影
、
類
推
と
い
っ
た

知
的
過
程
を
経
な
け
れ
ば
成
立
し
え
な
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
他
者
の
経
験
は
き
わ
め
て
早
い
段
階
、
た
と
え
ば
幼
児
の
段
階
に
お

い
て
す
で
に
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
顔
の
表
情

(

笑
顔
な
ど
の
感
情
表
現)

を
幼
児
は
す
で
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
、
他
者
経
験
は
類
推
な
ど
の
知
的
作
業
を
経
る
こ
と
な
く
成
立
す
る
の
で
は
な
い
か
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
表
情
の
知
覚
と
い
う
事
態
に
触
れ
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
も
し
、
他
者
理
解
が
類
推
の
よ
う
な
知
的
過
程
を
経
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
他
者
の
表
情

(

例
え
ば
笑
顔
の
な
か
の
喜
び
や
好
意
な
ど
の
肯
定
的
な
感
情)

を
自
分
の
場
合
と
関
連
付
け
な
が

ら
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
の
他
人
の
表
情
を
自
分
の
場
合
と
関
連
付
け
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
し
て
可
能
な
の
か
。
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
自
分
の
場
合
と
関
連
付
け
る
こ
と
で
他
者
の
顔
の
表
情
に
つ
い
て
の
類
推
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、｢

他
者
が
私

に
示
す
顔
の
表
情｣

と

｢

私
が
自
分
自
身
で
行
う
顔
の
動
作｣

と
の
あ
い
だ
の
類
比
関
係

(

８)

が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
類
推
を
可
能
に
す

る
よ
う
な
、
私
と
他
者
に
共
通
な
地
平
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
他
者
経
験
を
可
能
に
す
る
の
は
類
推
な
ど
の
知
的
作
業
で
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は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
知
的
操
作
を
可
能
に
す
る

｢

最
初
の
共
同
体｣ (

９)

な
の
だ
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
考
え
る
。
こ
の

｢

最
初
の
共
同

体｣
は

｢

個
人
と
個
人
の
対
立
で
は
な
く
匿
名
の
集
合
、
未
分
化
の
集
団
生
活｣ (�)

と
い
う

｢

前
交
通��� �������������｣ (�)

の
状
態
で
あ
り
、

幼
児
が
生
き
る
世
界
と
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
世
界
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
こ
の

｢

前
交
通｣

は
ま
た
、｢

他
者
の
志
向
が
、
い
わ
ば
私
の
身
体
を
通
し
て
働
き
、
そ
し
て
私

の
志
向
が
他
者
の
身
体
を
通
し
て
働
く｣

状
態
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

｢

前
交
通｣

は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
は
自
他
未
分

化
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
私
の
志
向
性
と
他
者
の
志
向
性
の
、
各
々
の
身
体
に
お
け
る
交
錯
を
も
意
味
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
前
交
通
に
お
け
る

｢

自
他
未
分｣

と
は
、
自
他
が
漠
然
と
交
じ
り
合
っ
た
混
沌
的
な
静
止
状
態
で
は
な
く
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
葉
を
借
り
て
言
う
と
こ
ろ
の

｢

志
向
的
越
境���������������������������｣ (�)

に
よ
っ
て
私
と
他
者
が
ひ
と
つ
の
全
体

と
し
て
共
同
作
用
し
合
う
生
き
た
関
係
が
働
い
て
い
る
場
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
私
と
他
者
が
関
係
を
切
り
結
ぶ
た
め
の
そ
の
基
盤
に
お
い
て
、｢

私
の
意
識
は
ま
ず
世
界
へ

と
向
か
い
、
物
へ
と
向
か
っ
て
お
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
こ
れ
が
世
界
へ
の
関
係｣ (�)

を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、｢

心
理
作
用
は
当

人
に
の
み
与
え
ら
れ
て
い
る｣

と
い
う
古
典
的
心
理
学
の
前
提
に
お
い
て
は
、
私
は
自
己
に
閉
鎖
し
た
領
域
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
他

者
で
あ
れ
入
り
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
私
は
こ
の
よ
う
な
志
向
的
な
存
在
と
し
て
、
す
な
わ
ち
世
界
へ
の
開
き
と
し
て
存
在
す
る
か

ら
こ
そ
、
人
の
動
作
や
身
振
り
を
知
的
に
解
釈
す
る
こ
と
な
く
自
ら
に
転
移
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

�
幼
児
の
他
者
関
係
と
成
人
の
他
者
関
係
の
連
続
性

１

ル
フ
ォ
ー
ル
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
批
判

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
、
私
と
他
者
の
関
係
を
語
る
た
め
に
は
こ
う
し
た

｢

前
交
通｣

的
な
幼
児
期
の
経
験
が
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
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を
持
っ
て
お
り
、
ま
た
、
こ
う
し
た
私
と
他
者
と
の
未
分
化
な
共
同
性
こ
そ
が
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
他
者
論
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
大
き
な
条

件
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
私
と
他
者
と
の
共
同
性
を
言
う
こ
と
で
他
者
問
題
は
解
決
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
幼
児
の
他
者
経
験
か
ら
他
者
論
を
構
築
す
る
こ
と
が
本
当
に
正
当
な
こ
と
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
ル
フ
ォ
ー
ル
は
次
の
よ
う
な

疑
問
を
提
示
し
て
い
る
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、｢

幼
児
は
思
考
す
る
以
前
に
知
覚
す
る｣ (�)

の
で
あ
り
、｢

他
者
と
と
も
に
互
い
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
区
別

さ
れ
な
い
よ
う
な
共
同
生
活
の
ブ
ロ
ッ
ク｣ (�)
を
形
成
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
幼
児
に
お
け
る
自
他
の
関
係
は
癒
合
的
な
関
係
で
あ
り
、
そ

う
し
た
共
存
在
の
な
か
に
は
、
こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
外
部
、
あ
る
い
は
他
者
と
い
う
も
の
は
そ
も
そ
も
存
在
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
メ

ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
幼
児
と
成
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
他
者
の
意
味
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
幼
児
と
成
人
の
両
段
階
に
お
け
る
連

続
性
を
無
批
判
に
前
提
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。

す
な
わ
ち
、
ル
フ
ォ
ー
ル
は
幼
児
と
成
人
の
二
つ
の
段
階
の
不
連
続
性
を
ふ
ま
え
な
け
れ
ば
、
他
者
の
問
題
を
た
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考

え
て
い
る

(�)

。
そ
れ
ゆ
え
、
ル
フ
ォ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
そ
の
両
段
階
を
、
逆
に
連
続
性
と
し
て
捉
え
て
い
る
た
め
に
、
他
者

の
可
能
性
を
自
他
の
同
一
性
の
中
に
解
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
ル
フ
ォ
ー
ル
の
い
う
不
連
続
性
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
何
が
幼
児
を
成
人
た
ら
し
め
、
一
人
の
人
間
に
と
っ
て
他
者
が
存

在
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
と
ル
フ
ォ
ー
ル
は
考
え
て
い
る
の
か
。

ル
フ
ォ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
幼
児
は
他
者
か
ら
の
何
ら
か
の
求
め
や
必
要
に
応
答
す
る
よ
う
呼
び
掛
け
ら
れ
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
言

葉
に
よ
っ
て
呼
び
掛
け
ら
れ
、
話
し
掛
け
ら
れ
る
存
在
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
言
語
活
動
の
サ
イ
ク
ル
に
加
わ
る
こ
と
が
他
者
と
の
関
係
の
は
じ

ま
り
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
言
語
秩
序
の
中
に
加
わ
る
こ
と
が
、
一
人
の
人
間
に
と
っ
て
他
者
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
考
え
る
よ
う
な
自
他
の
癒
合
し
た
関
係
と
は
異
な
る
。
た
し
か
に
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
も
、
言
語
を
介
し
た
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他
者
と
の
関
係
性
を
否
定
は
し
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
二
次
的
な
も
の
で
、
そ
れ
よ
り
も
幼
児
期
の
前
言
語
的
な
、
間
身
体
的
な
共
存
在
が
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
優
先
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た

(�)

。

ル
フ
ォ
ー
ル
が
強
調
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
同
じ
言
語
の
共
同
体
に
属
す
る
こ
と
が
私
と
他
者
の
関
係
を
開
始
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

同
じ
言
語
の
共
同
体
に
属
す
る
と
き
、
は
じ
め
て
私
に
と
っ
て
他
者
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
幼
児
は
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
言
語
の
共
同
体
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
名
前
を
与
え
る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て

可
能
と
な
る
と
ル
フ
ォ
ー
ル
は
考
え
る
。
幼
児
に
と
っ
て
の
他
者

(

つ
ま
り
成
人)

が
名
前
を
彼
等
に
与
え
る
の
で
あ
り
、
幼
児
を
社
会
規
範
の

領
域
に
導
く
の
で
あ
る

(�)
。

そ
し
て
、
幼
児
が
こ
の
世
界
の
内
へ
と
現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
必
然
的
に
名
付
け
ら
れ
る
こ
と
だ
と
ル
フ
ォ
ー
ル
は
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
名
前

を
変
え
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
名
付
け
ら
れ
る
こ
と
そ
の
も
の
か
ら
逃
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
名
付
け
ら
れ
る
こ
と
、

そ
れ
は
私
と
い
う
存
在
が
、
私
以
外
の
誰
で
も
な
い
と
い
う
私
の
独
自
性
、
そ
し
て
他
者
と
の
同
一
性
に
は
還
元
で
き
な
い
私
の
特
異
性
を
保
証

す
る
も
の
で
あ
る

(�)
。

ル
フ
ォ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
何
よ
り
も
前
に
、
他
者
に
よ
る
名
付
け
に
よ
っ
て
、
幼
児
は
こ
の
世
界
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。｢

名

前
と
は
不
可
逆
性
の
し
る
し
で
あ
り
、
自
ら
の
内
な
る
他
者
性
の
し
る
し
な
の
で
あ
る
。｣

(�)
そ
し
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
欠
け
て
い
る
の
は
、

こ
の
よ
う
な
他
者
つ
ま
り
、
私
を
名
付
け
、
言
語
の
共
同
体
へ
と
導
く
よ
う
な

｢

第
三
者｣ (�)
な
の
で
あ
る
。

２

デ
ィ
ロ
ン
に
よ
る
ル
フ
ォ
ー
ル
批
判

し
か
し
、
デ
ィ
ロ
ン
は
ル
フ
ォ
ー
ル
の
よ
う
に
幼
児
の
段
階
を
、
成
人
の
段
階
と
区
別
す
る
こ
と
が
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
を
考
え
る

う
え
で
正
当
な
手
続
き
な
の
か
と
い
う
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
。

デ
ィ
ロ
ン
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、｢

幼
児
は
内
と
外
と
の
差
異
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い｣ (�)
と
考
え
、
そ
し
て
、
こ
こ
に

｢

幼
児
の
経
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験
と
成
人
の
経
験
の
非
対
称
性｣ (�)

を
見
出
す
ル
フ
ォ
ー
ル
の
主
張
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ル
フ
ォ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
自
他
の
癒
合
し
た
幼
児
の
他
者

経
験
と
、
成
人
に
お
け
る
他
者
経
験
と
は
ま
っ
た
く
性
質
の
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
全
く
異
な
る
他
者
経
験
の
領
域
に
両
者
は

存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
デ
ィ
ロ
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
。
も
し
両
者
が
全
く
異
な
る
領
域
に
存
在
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

一
方
が
他
方
へ
と
、
つ
ま
り
幼
児
が
成
人
の
領
域
に
入
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
な
の
か

(�)

。
連
続
性
の
無
い
項
の
あ
い
だ
に
連
続
性
が
生

じ
、
一
方
の
項
が
他
方
の
項
へ
と
移
行
す
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
な
の
か
。
ル
フ
ォ
ー
ル
は

｢

第
三
者｣

、
つ
ま
り
、
自
他
の
癒
合
し

た
段
階
か
ら
幼
児
を
そ
の
外
へ
と
導
き
だ
し
、
自
分
以
外
の
他
の
物
、
そ
し
て
自
分
以
外
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
存
在
に
気
づ
か
せ
る
成
人
の

介
入
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。
だ
が
、
デ
ィ
ロ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な

｢

第
三
者｣

に
よ
る
教
示
が
可
能
と
な
る
の
は
、
そ

の
始
め
か
ら
、
幼
児
が
成
人
と
い
う
他
者
に
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(�)

。
た
し
か
に
、
自
他
が
癒
合
し
た
幼
児
に
お
け
る
他
者
経
験
と
成

人
に
お
け
る
他
者
と
の
関
係
は
異
質
な
も
の
か
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
両
者
は
不
連
続
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
成
人
に
お
け
る
他
者
と
の
関

係
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
幼
児
の
世
界
で
自
分
た
ち
が
平
和
に
共
存
し
て
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い

(�)

。
ル
フ
ォ
ー
ル
が
他
者

の
可
能
性
が
存
在
し
な
い
と
考
え
る
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の｢

可
逆
性｣

に
お
い
て
、
す
で
に｢

肉｣

の
裂
開
す
な
わ
ち
他
者
と
の
関
係
は
始
ま
っ

て
い
る
の
で
あ
り
、
ル
フ
ォ
ー
ル
が
考
え
る
よ
う
な
、
裂
開
を
生
じ
さ
せ
、
幼
児
に
他
者
と
の
関
係
性
を
切
り
開
く
外
部
と
し
て
の

｢

第
三
者｣

は
必
要
な
い
と
デ
ィ
ロ
ン
は
考
え
る
。

デ
ィ
ロ
ン
は
、｢

可
逆
性｣

を
自
他
の
癒
合
し
た
同
一
性
に
帰
結
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の

｢

肉｣

の
裂
開
と
い
う
構
造
が
絶
え
ず

他
者
性
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
捉
え
た
。
成
人
と
い
う
第
三
者
に
よ
る
名
付
け
よ
り
も
根
本
的
で
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
言
語
に
よ
る
名
付
け
そ

の
も
の
を
も
可
能
に
す
る
よ
う
な
他
者
と
の
関
係
性
を
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
可
逆
性
は
す
で
に
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
デ
ィ
ロ
ン
は
こ
こ
で
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
他
者
論
を
成
立
さ
せ
る
基
本
構
造
の
積
極
的
な
意
味
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な

わ
ち
、
他
者
と
の
根
源
的
な
共
存
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
論
を
進
め
る
な
ら
ば
、
ル
フ
ォ
ー
ル
が
言
う
と
こ
ろ
の

｢

内
と
外
と
の
差
異
を
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感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い｣

幼
児
が
、
ど
う
し
て
そ
の
差
異
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
成
人
の
経
験
世
界
に
移
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
言
う
と
こ
ろ
の
、｢

前
交
通｣

の
次
の
段
階
で
あ
る

｢

自
己

の
身
体
の
客
体
化｣ (�)
、｢(

自
己
と
の)

相
違
に
お
い
て
他
者
を
構
成
す
る｣ (�)

段
階
が
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(�)

。

３

幼
児
に
お
け
る
鏡
像
経
験

自
己
の
身
体
の
客
体
化
、
自
己
と
他
者
の
区
別
と
い
う
事
態
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
が

｢

自
己
の
身
体
の
知
覚������������

�������������｣ (�)
す
な
わ
ち
鏡
像
で
あ
る
。

そ
し
て
、
鏡
像
が
果
た
す
役
割
を
端
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は

｢

わ
れ
わ
れ
の
直
接
的
な
現
実
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
引
き
離
す
こ
と｣ (�)

、
す
な
わ
ち

｢

非
現
実
化
機
能｣ (�)
で
あ
る
。

鏡
像
が
幼
児
を
直
接
的
な
現
実
か
ら
引
き
離
す
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
こ
の
鏡
像
の
経
験
以
前
、
幼
児
に
と
っ
て
身
体
と
は
強
烈
に
感

じ
ら
れ
る
が
混
乱
し
た
直
接
的
な
現
実
で
し
か
な
い
。
し
か
し
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
鏡
像
に
よ
る
自
己
の
視
像
の
獲
得
は
、
こ
う
し

た
直
接
的
な
現
実
に
埋
没
す
る
幼
児
に
、
自
分
に
は
見
ら
れ
る
視
像
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。
こ
の
こ
と
は
二
つ
の
意
味
を
持
つ
。

す
な
わ
ち
、
自
己
の
視
像
の
獲
得
は
、
一
方
で
は
自
己
認
識
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
私
の
直
接
性
か
ら
私
を
引
き
離
し
、
一
種

の
自
己
疎
外
を
幼
児
に
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
は
や
自
分
が
自
分
で
直
接
に
感
じ
て
い
る
存
在
で
は
な
く
、
自
分
と
は
鏡
の
中
に
見

ら
れ
る
像
だ
と
い
う
こ
と
を
幼
児
は
学
ぶ
の
で
あ
る

(�)
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
鏡
像
の
経
験
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
自
身
が
直
接
感
じ
て
い
る

｢

私
の
身
体｣

と
、
鏡
の
中
の
像
と
し
て

存
在
す
る

｢

私
の
身
体｣

が
空
間
内
の
別
の
二
点
に
存
在
し
て
い
る
が
実
は
一
つ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
幼
児
が
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
幼
児
が
自
分
に
も
見
ら
れ
る
視
像
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
学
び
、
か
つ
、
自
分
が
他
者
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
学
ぶ

点
に
鏡
像
経
験
の
意
味
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
鏡
像
経
験
の
も
つ
意
味
と
は
、｢

鏡
の
中
の
像
が
自
分
の
像
で
あ
り
、
そ
れ
は
他
者
が
見
る
自
分
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で
あ
り
、
他
の
主
観
に
自
分
が
示
す
様
相
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と｣ (�)

に
よ
っ
て
幼
児
の
世
界
に
他
者
の
視
線
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
を
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は

｢

他
者
と
の
共
存
の
総
合｣ (�)

と
呼
ぶ
。

こ
の
よ
う
に
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
鏡
像
の
経
験
は
、｢

前
交
通｣

の
状
態
か
ら
自
己
と
他
者
と
の
差
異
化
が
生
じ
る
契
機
と
し
て

考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
鏡
像
の
経
験
に
よ
っ
て
、
自
他
の
無
差
異
的
な
癒
合
状
態
が
は
じ
め
て
他
者
性
を
含
ん
だ
関
係
と
し
て
成

立
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
鏡
像
の
経
験
が
意
味
を
持
つ
の
は
、
自
己
の
視
線
に
他
者
の
視
線
を
取
り
込
ん
だ
成
熟
し
た
知
覚

を
成
立
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
知
覚
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
原
初
の
型
と
し
て
の｢

前
交
通｣

が
不
可
欠
だ
と
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
考
え
て
い
る

(�)
。
す
な
わ
ち
、
単
な
る
自
他
未
分
化
な
癒
合
状
態
で
は
な
く
、
私
と
他
者
の

｢

志
向
的
越
境｣

が
つ
ね
に
す
で
に
作
動

し
、
私
と
他
者
と
い
う
二
つ
の
項
が
一
つ
の
系
を
成
す
運
動
と
し
て
の

｢

前
交
通｣

を
基
盤
に
し
て
こ
そ
、
鏡
像
の
経
験
や
他
者
知
覚
も
可
能
と

な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
他
者
経
験
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
私
と
他
者
と
の
根
源
的
な
共
同
性
な
の

で
あ
る
。

�
私
と
他
者
の
隔
た
り

１

シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
批
判

こ
の
よ
う
に
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
幼
児
に
お
け
る
鏡
像
の
経
験
に
依
拠
し
な
が
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
自
他
未
分
な
状
態

か
ら
ど
の
よ
う
に
自
己
と
他
者
が
分
化
す
る
の
か
、
そ
し
て
、
成
人
に
お
け
る
他
者
経
験
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
成
立
す
る
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
こ
の
よ
う
に
鏡
像
の
経
験
を
語
る
と
き
、
単
な
る
自
他
未
分
化
な
癒
合
状
態
で
は
な
く
、｢

前
交
通｣

す

な
わ
ち
、
私
と
他
者
の｢

志
向
的
越
境｣

が
作
動
し
あ
う
根
源
的
な
共
存
性
が
、
他
者
経
験
を
成
立
さ
せ
る
基
盤
と
し
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
鏡
像
の
経
験
を
例
と
し
て
と
り
上
げ
る
こ
と
で
自
己
と
他
者
の
分
化
が
ど
の
よ
う
に
生
じ
る
か
を
論
じ
え
た

メルロ＝ポンティにおける他者問題
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と
し
て
も
、
一
貫
し
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
、
自
己
と
他
者
の
根
源
的
な
共
存
を
、
他
者
経
験
を
成
立
さ
せ
る
前
提
条
件
と
し
て
考
え
て
い
る

こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。

そ
こ
か
ら
、
次
の
よ
う
な
問
い
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
他
者
経
験
を
考
え
る
う
え
で
、
自
己
と
他
者
と
の
根
源
的
な
共
存
状
態
を

前
提
と
す
る
こ
と
は
正
当
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
自
己
と
他
者
の
根
源
的
な
共
存
を
前
提
と
す
る
こ
と
で
、
他
者
の
問
題
を
考
え
る
上
で
の
欠
落
、
あ
る
い
は
、
見
落
と
さ
れ
て
し
ま

う
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の

『

見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の』

に
お
い
て
、｢

肉｣

、｢

生
ま
の
存
在｣

、｢

野
生
の
存
在｣

な
ど
と
い
っ
た
新
し
い
概
念
が
主
題
的
か
つ
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
ま
た
、
可
逆
性
の
観
念
が

｢

究
極
の
真
理｣

と

し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
つ
つ

(�)
、
次
の
よ
う
な
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

自
他
共
存
と
い
う
構
造
を
貫
く
可
逆
性
、
あ
る
い
は
肉
に
つ
い
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
語
る
と
き
、
確
実
に
或
る
も
の
が
欠
如
し
て
し
ま
う

の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
欠
如
し
て
し
ま
う
も
の
と
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
に
よ
れ
ば
人
間
の
内
面
性
で
あ
り
、
人
格
と
い
う
概
念
で
あ
る
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は

｢

私
と
い
う
主
観｣

を
対
象
か
ら
区
別
し
、
さ
ら
に
一
方
を
他
方
に
対
立
さ
せ
る
よ
う
な
二
元
論
的
な
思
考
を
形
而
上

学
的
の
も
の
と
し
て
斥
け
て
き
た
。
意
識
や
精
神
は
、
世
界
か
ら
遊
離
し
て
独
立
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
世
界
も
そ
れ
自
体
と
し
て
独

立
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
常
に
行
為
や
、
表
現
的
行
為
に
よ
っ
て
外
面
へ
も
た
ら
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

に
と
っ
て
、
受
肉
さ
れ
、
身
体
や
行
為
に
結
び
付
け
ら
れ
る
以
前
の
思
惟
や
観
念
は

｢

何
か
空
虚
な
も
の｣

で
し
か
な
い
。
思
惟
と
表
現
と
は

｢

一
方
が
他
方
に
と
っ
て
の
裏
で
あ
り
、
表
で
あ
る｣

よ
う
な
関
係
に
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
思
惟
と
い
う
も
の
は
言
語
な
ど

の
表
現
を
と
も
な
っ
て
し
か
社
会
的
な
空
間
の
な
か
に
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
は
、
感
じ
、
想
像
し
、
思
考
し
、
欲
し
て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
具
体
的
に
は
例
え
ば
、
臆
病
さ
、

遠
慮
、
慎
重
さ
、
偽
り
等
、
社
会
的
な
空
間
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
可
能
性
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る

(�)

。
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つ
ま
り
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は

｢

外
面
的
な
も
の
と
内
面
的
な
も
の
の
同
一
性｣

と
い
う
も
の
を
語
っ
て
い
る
が
、
そ

の
よ
う
な
人
間
的
人
格
の
内
面
性
と
外
面
性
が
完
全
に
交
換
可
能
な
も
の
な
の
か
と
い
う
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
は
、｢

可
逆
性｣

に
お
い
て
は
、
人
間
的
な
個
、
つ
ま
り
倫
理
的
な

｢

責
任｣

を
負
い
、
社
会
的
、
法

的
に
も
唯
一
の
人
格
的
な
個
と
い
う
も
の
も
欠
け
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
こ
で
の
私
の
唯
一
性
と
は
、
他
者
に
対
す
る
具
体
的
な｢

責
任｣

、

そ
し
て

｢

責
任｣
を
他
の
何
者
に
も
譲
渡
で
き
な
い
と
い
う
不
可
能
性
で
あ
り
、
可
逆
性
の
構
造
に
は
還
元
し
得
な
い
不
可
逆
性
を
意
味
し
て
い

る
。
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

｢

責
任｣

を
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
言
う

｢

無
名
の
生｣

ま
た
は

｢

普
遍
的
な
肉｣

に
当
て
は

め
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
倫
理
的
な
問
題
設
定
の
な
か
に

｢

我
々
の
う
ち
へ
の
他
者
の
相
互
内
属
、
そ
し
て
他
者
の
う
ち
へ
の
我
々
の
相

互
内
属｣ (�)
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
倫
理
的
な
も
の
は
超
越
性
と
し
て
、｢

世
界
の
肉
の
彼
方｣ (�)

に
し
か

あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
、
自
身
の
犯
し
た
卑
劣
な
行
為

(

裏
切
り
な
ど)

を
知
る
他
の
者
達
が
す
べ
て
死
ん
で
し
ま
い
、
そ
の

卑
劣
な
行
為
を
知
る
も
の
が
自
分
だ
け
し
か
い
な
い
と
い
う
状
況

(�)
に
お
い
て
も
、
そ
の
人
は
や
は
り
恥
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
世
界
内
に
お
い

て
共
存
す
る
他
者
に
対
し
て
で
は
な
く
、
世
界
の
外
部
、
超
越
性－

そ
れ
を
神
と
呼
ん
で
も
い
い
が－

に
対
し
て
、
自
分
の
犯
し
た
行
為
に

｢

責

任｣

を
感
じ
、
恥
じ
る

(�)
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
が
人
格
の
概
念
と
呼
ぶ
も
の
は
唯
一
の
個
別
性
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
ま
た

｢

責
任｣

を
引
き
受
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
言
う
よ
う
な

｢

我
々
の
う
ち
へ
の
他
者

の
相
互
内
属
、
そ
し
て
他
者
の
う
ち
へ
の
我
々
の
相
互
内
属｣

と
い
う
関
係
性
で
他
者
を
考
え
る
と
き
、
絶
対
的
な

｢

他
者｣

、｢

私｣

に
還
元
で

き
な
い
も
の
と
し
て
の
他
者
の
特
異
性
は
切
迫
し
た
問
題
と
し
て
現
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
は
、
倫
理
的
な
も
の
と
し
て
の
超
越
性
を
、｢

宗
教
的
信
念｣ (�)
と
呼
び
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
考
え

る

｢

知
覚
的
信
念���������������｣
よ
り
も
根
本
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
外
部
で
あ
り
つ

つ
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
実
践
の
動
機

(�)

で
あ
り
、
た
と
え
ば
神
話
や
象
徴
・
儀
式
な
ど
、
人
間
の
表
現
や
行
為
の
原
形
を
な
す
も
の
と
し
て
あ
ら

メルロ＝ポンティにおける他者問題
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ゆ
る
知
覚
や
行
動
を
準
備
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
は

｢

見
え
る
世
界
を
存
続
さ
せ
る
絶
対
的
な
見
え
な
い
も
の｣

と
し
て

｢
宗
教
的
信
念｣

を

｢

知
覚
的
信
念｣

と
対
比
さ
せ
、
優
位
を
な
す
も
の
と
し
て
い
る

(�)

。

し
か
し
、
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
の
よ
う
に
宗
教
的
信
念
と
い
う
も
の
を
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
考
え
る

｢

知
覚
的
信
念｣

か
ら
区
別
し
、
ま
た
、

超
越
的
な
外
部
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
正
当
な
の
だ
ろ
う
か
。
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
は

｢

見
え
る
世
界
を
存
続
さ
せ
る
絶
対
的
な
見
え
な
い
も
の｣

と
し
て

｢

宗
教
的
信
念｣

を

｢

知
覚
的
信
念｣

と
対
比
さ
せ
、
優
位
を
な
す
も
の
と
し
て
い
る
。
だ
が
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
知
覚
と
い

う
も
の
が
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
の
絡
み
合
い
で
あ
り
、
図
と
地
の
関
係
の
よ
う
に
互
い
が
互
い
を
支
え
合
う
関
係
で
あ
る
以
上
、｢

宗

教
的
信
念｣

を
見
え
な
い
も
の
と
し
て

｢

知
覚
的
信
念｣

に
対
比
さ
せ
、
外
部
と
し
て
優
位
に
置
く
こ
と
が
正
当
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

２

私
と
他
者
の
相
克

し
か
し
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
が
批
判
す
る
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
他
者
は
、｢

私｣

に
還
元
で
き
な
い
そ
の
特
異
性
を
捨
象
さ
れ
た
も
の
な
の
で

あ
ろ
う
か
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、｢

結
局
の
と
こ
ろ
、
他
者
の
行
動
に
し
て
も
さ
ら
に
は
他
者
の
言
葉
で
さ
え
も
、
他
者
で
は
な
い
。
他
者
の

怒
り
や
悲
し
み
は
、
彼
と
私
に
と
っ
て
全
く
同
じ
意
味
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い｣ (�)

の
で
あ
り
、
私
と
他
者
は
共
存
在
性
に
根
ざ
し

て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
共
存
在
と
い
う
同
一
の
地
平
の
中
に
私
も
他
者
も
消
失
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、
た
と
え
他
者
の
表
情
や
身
振
り
か
ら
そ
の
感
情
を
私
が
読
み
取
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
私
の
読
み
取
っ
た
限
り
で
の

他
者
感
情
で
し
か
な
く
、
そ
こ
に
は
乗
り
越
え
ら
れ
な
い

｢

私
と
他
者
の
相
克｣ (�)
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、｢

私｣

に
還

元
し
え
ず
、
私
の
類
推
や
推
測
に
よ
っ
て
は
完
全
に
把
握
し
え
な
い
他
者
の
特
異
性
と
し
て
の
人
格
の
概
念
が
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
は
欠
け
て

い
る
と
す
る
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
は
、
こ
う
し
た
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
主
張
を
見
落
と
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
他
者
に
つ
い
て
論
じ
る
と
き
、
そ
こ
で
目
指
さ
れ
て
い
る
の
は
、
十
全
な
他
者
把
握
で
は
な
く
、
私
の
全
き
外
部
に
他
者

― 52 ―



を
認
め
る
こ
と
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
は
、
間
接
的
な
仕
方
で
し
か
接
近
し
得
な
い
他
者
性
、
つ
ま
り
私
と
他
者

と
の
間
に
あ
る
無
限
の
隔
た
り
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
媒
介
的
な
他
者
経
験
し
か
可
能
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

他
者
と
の
対
話
の
な
か
で
、
突
然
思
い
も
か
け
な
い
言
葉
が
現
れ
る
と
き
、
私
の
類
推
や
知
的
構
成
を
超
え
た
と
こ
ろ
で

｢

他
者
が
生
き
て
い

る｣

と
い
う
こ
と
を
私
は
知
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は

｢

私
が
生
き
て
い
る
も
の｣

と
は
非
対
称
な
、｢

他
者
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
て
い
る
も

の｣
(�� ����������)

が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、｢

他
者
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
て
い
る
も
の｣

は
無
で
は
決
し
て
な
い
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

が
言
う
と
き

(�)
、
他
者
は
私
に
と
っ
て
の
他
者
に
還
元
さ
れ
消
失
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
つ
ね
に
計
り
知
れ
な
い
隔
た
り
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
他
者
が
私
に
と
っ
て
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
外
部
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
他
者

の
身
振
り
や
表
情
は
私
に
と
っ
て
も
馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
私
は
他
者
の
表
情
や
身
振
り
か
ら
他
者
の
感
情
や
意

思
を
読
み
と
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
は
常
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
他
者
を
見
る
者
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
対
話
中
に
自
分
に
と
っ
て
新
奇
な

言
葉
が
現
れ
た
り
、
ま
た
は
、
私
が
自
分
の
考
え
て
い
た
こ
と
を
す
べ
て
言
わ
な
く
て
も
、
と
て
も
う
ま
い
具
合
に
答
え
が
得
ら
れ
た
り
す
る
よ

う
な
場
面

(�)

に
直
面
し
、｢

向
こ
う
側
で
も
刻
々
と
、
生
が
営
ま
れ
て
い
る｣ (�)
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る

(�)

と
き
、
私
は
、
私
の
世
界
と
は
別
の

も
う
一
つ
の
世
界
、
す
な
わ
ち
私
へ
と
侵
入
す
る
他
者
の
世
界
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て｢

し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
、

私
は
そ
の
世
界
の
内
に
住
む
の
で
あ
り
、
私
と
は
、
私
に
な
さ
れ
た
呼
び
掛
け
へ
の
応
答
者
以
上
の
も
の
で
は
な
い｣ (�)

の
で
あ
る
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
、
他
者
と
は
、
決
し
て

｢

私
に
と
っ
て
の
他
者｣

に
還
元
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
隔
た
り
で
あ
る
と
同
時
に
、
私

を
見
つ
め
、
私
の
領
域
へ
と
侵
入
す
る
よ
う
な
他
者
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
と
き
、
私
は
見
ら
れ
る
も
の

と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
他
者
に
対
す
る
応
答
者
で
し
か
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
一
方
が
他
方
を
自
ら
の
う
ち
に
還
元
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
包
み
‐
包
ま
れ
る
関
係
こ
そ
が
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
い
う

メルロ＝ポンティにおける他者問題
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｢

肉｣

な
の
で
あ
り

(�)
、
私
と
他
者
と
の
可
逆
的
な
関
係
と
は
、
私
と
他
者
の
癒
合
的
な
合
一
に
よ
っ
て
他
者
の
不
可
能
性
と
と
も
に
閉
じ
て
し
ま

う
共
同
性
な
の
で
は
な
い
。｢

可
逆
性｣

と
は
、
隔
た
り
と
し
て
決
し
て
私
が
た
ど
り
着
け
な
い
他
者
と
私
と
の
相
互
性
で
あ
り
、
そ
し
て
他
者

を
見
る
私
が
他
者
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
も
の
と
な
り
、
私
の
も
の
と
は
別
の
も
う
一
つ
の
世
界
の
存
在
に
気
づ
か
さ
れ
る
可
能
性
を
常
に
有
す
る
、

私
と
他
者
と
の
相
互
性
な
の
で
あ
る
。

結

論

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
、
私
と
他
者
と
の
可
逆
的
な
関
係
と
は
、
他
者
が

｢

私
に
と
っ
て
の
他
者｣

へ
と
還
元
さ
れ
、
そ
し
て
私
と
他

者
が
同
一
の
も
の
の
な
か
に
消
失
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
不
一
致
や
非
対
称
性
と
し
て
他
者
を
外

部
に
お
け
る
超
越
と
考
え
る
こ
と
す
ら
可
能
に
す
る
よ
う
な
根
源
的
な
相
互
性
を

｢

可
逆
性｣

は
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

｢

可
逆

性｣

に
お
い
て
は
、
他
者
は
す
で
に
私
と
共
に
あ
り
な
が
ら
、
主
観
の
う
ち
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
も
な
く
、
ま
た
、
い
っ
た
ん
目
指
さ
れ

る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に
は
す
で
に
到
達
不
可
能
な
隔
た
り
の
向
こ
う
に
あ
っ
て
知
的
理
解
を
拒
む
も
の
と
し
て
、
私
が
出
会
う
こ
と
が
永
遠
に

延
期
さ
れ
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。｢

他
者
の
怒
り
や
悲
し
み
は
、
彼
と
私
に
と
っ
て
全
く
同
じ
意
味
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て

な
い｣ (�)

以
上
、
私
の
他
者
理
解
は
他
者
そ
れ
自
身
に
完
全
に
一
致
し
う
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
他
者
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
遅

れ
を
つ
ね
に
伴
う
。
私
は
、
決
し
て

｢

他
者
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
て
い
る
も
の｣

に
追
い
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い

(�)

の
で
あ
る
。

｢

可
逆
性｣

の
構
造
に
お
い
て
は
、
た
と
え
他
者
の
行
為
や
表
情
か
ら
そ
の
他
者
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
常
に

｢

相
克｣

が
生

じ
る
以
上
、
私
に
と
っ
て
の
他
者
は
常
に
、
私
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
経
た
、
あ
る
一
断
面
と
し
て
の
、
側
面
的
で
偶
然
的
な
存
在
に
と

ど
ま
る
。

し
か
し

｢

私
は
他
者
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
な
い｣

、
あ
る
い
は

｢

私
と
他
者
の
出
会
い
が
永
遠
に
延
期
さ
れ
る｣

と
い
う
言
い
方
は
、
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単
に
、
私
と
他
者
の

｢

理
解
不
可
能
性｣

、
私
と
他
者
の

｢

出
会
い
の
不
可
能
性｣

を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
そ
こ
に

｢
私
と
他
者
と
の
相
克｣

が
あ
る
以
上
、
私
と
他
者
と
の
一
致
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
私
に
と
っ
て
は
、
他
者
の
完
全
な
理
解
で

は
な
く
、
他
者
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
け
が
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
過
程
に
お
い
て
―
私
と
他
者
と
の

完
全
な
一
致
と
い
う
、
そ
こ
に
到
着
す
べ
き
目
的
地
を
も
た
な
い
運
動
と
し
て
の
過
程
で
は
あ
る
が
―
他
者
は
、
つ
ね
に
私
に
よ
る
知
的
把
握
を

回
避
し
つ
つ
、
私
の
知
的
理
解
に
回
収
さ
れ
な
い
そ
の
特
異
性
に
お
い
て
、
私
に
と
っ
て
は
汲
み
つ
く
し
得
な
い
、
多
様
な
意
味
を
持
つ
も
の
と

し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
他
者
論
の
射
程
は
、
そ
の
よ
う
な
、
そ
の
つ
ど
そ
の
つ
ど
の
他
者
の
多
様
性
と
、
自
他
の
同

一
性
に
は
還
元
し
得
な
い
充
溢
す
る
意
味
を
示
す
こ
と
も
そ
の
う
ち
に
含
む
も
の
で
あ
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。｢

可
逆
性｣

と
は
、
私
に
は
還
元
し
え
な
い
他
者
の
特
異
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
常
に
そ
の
理
解
が
側
面
的
に
と
ど
ま
る
限
り
で
の
他
者
と
の
出
会

い
の
多
様
な
可
能
性
を
準
備
し
続
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
他
者
が

｢

私
の
世
界｣

へ
と
侵
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私

は

｢

私
の
世
界｣

以
外
の
世
界
が
刻
々
と
営
ま
れ
、
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

幼
児
が
そ
の
う
ち
に
ま
ど
ろ
む
自
他
未
分
の
直
接
性
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
成
人
に
お
け
る
他
者
関
係
に
お
い
て
も
、
自
己
と
他
者
の
関
係
を

成
立
さ
せ
る
の
は

｢

最
初
の
共
存｣

の
持
つ
こ
う
し
た
可
逆
的
な
性
質
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
私
の
世
界
に
新
た
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を

導
入
し
、
私
の
経
験
だ
け
で
な
く
私
と
他
者
と
の
関
係
性
を
も
変
質
さ
せ
る
可
能
性
を
準
備
し
続
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

文

献

����������������� ���� ���������������������
(����������

1945�)
����������������������

(����������
1964�)

����������������������������������
(�����������������������������������

1962)

メルロ＝ポンティにおける他者問題

― 55 ―



��������������������������
(�������������������������������������������������������������������
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1986)

註

(

１)����������������� ���� ���������������������
(����������

1945�)���367
(

２)��������404(

３)������������������������������������
(����������

1964�)��233
(

４)��������233(
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６)������������������������������������������������
(�����������������������������������1975)��25

(

７)��������25(
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９)��������32(�)��������32(�)��������32
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(�)��������32(�)��������30(�)������������������������������������
(����������

1964�)��27
(�)��������27(�)��������������������������

(�������������������������������������������������������������������
����������������������������

1990)���9
(�)��������11(�)��������11(�)��������11(�)��������12(�)��������12(�)��������9(�)��������9(�)������������ ���������������������������������������

(�������������������������������������������
����������������������������������������������������

1990)���19
(�)��������21(�)����������������� ���� ���������������������

(����������
1945�)���408

(�)������������������������������������������������
(�����������������������������������1975)��33

(�)��������33(
括
弧
内
は
筆
者
補
足)

(�)

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
幼
児
の
発
達
段
階
に
関
し
て
は
二
段
階
的
に
捉
え
て
い
る
。
一
つ
は
前
交
通
的
段
階
で
あ
り
、
そ
の
次
が
自
身
の
身
体
を
認
識

し
、
自
己
と
他
者
の
身
体
を
区
別
す
る
段
階
で
あ
る
。
し
か
し
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
後
者
は
前
者
を
基
盤
と
し
な
が
ら
で
し
か
成
立
せ
ず
、

ま
た
、
こ
の
自
己
と
他
の
分
離
は
完
全
に
は
達
成
さ
れ
な
い

(��������33)
。
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(�)��������41(�)��������57(�)��������57(�)��������56(�)��������61(�)��������61(�)
鏡
像
段
階
の
も
つ
意
義
に
つ
い
て
ラ
カ
ン
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
強
調
す
る
よ
う
な
原
初
的
共
存
と
い
う
よ
り
は
、
幼
児
が
自
身
の
分
断
し
た
身

体
の
欠
如
を
、
鏡
像
を
介
し
て
補
完
す
る
も
の
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
と
ラ
カ
ン
の
鏡
像
理
解
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
檜
垣
立
哉

｢

鏡
像
段
階
論｣

(

東
京
大
学
文
学
部
研
究
室

論
集
一
二

一
九
九
四
年
三
月)

、
本
間
直
樹

｢

肉
と
鏡
―
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の

｢

肉｣

の
哲
学
と

精
神
分
析｣

(

メ
タ
フ
ュ
シ
カ

三
三
号

大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
哲
学
講
座

二
〇
〇
二
年
一
二
月)

等
を
参
照
。
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大
学
大
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後
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