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ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
お
け
る

「
人
格
」
の
課
題
｜
｜
覚
書

菅

原

寧

格

は
じ
め
に

一
九
二
〇
年
、「
世
界
の
意
義
を
肯
定
し
、
魂
を
吹
き
込
ん
で
く
れ
た
偉
大
な
人
間
」
で
あ
る
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
亡
く
な
っ
た

際
に
、
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、「
世
界
が
一
変
し
た
か
の
よ
う
な
気
持
ち
に
襲
わ
れ
ま
し
た
」
と
述

１
）

べ
た
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
、

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
思
想
と
存
在
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
他
の
い
か
な
る
思
想
家
も
及
ば
ぬ
ほ
ど
の
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る

も
の
」
で

２
）

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
み
ず
か
ら
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
固
有
の
営
為
で
あ
る
「
哲
学
す
る
こ
と
」

を
引
き
継
ぎ
、
当
時
の
講
壇
哲
学
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
意
味
で
「
哲
学
す
る
こ
と
」
を
始
め
た
と
公
言
し
て
憚
ら

３
）

な
い
。

も
っ
と
も
、
こ
の
「
哲
学
す
る
こ
と
」
と
は
必
ず
し
も
聞
き
慣
れ
た
用
語
で
は
な
い
。
だ
が
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
い
て
、「
哲
学
す
る
こ

と
」
と
は
、「
人
間
と
人
間
と
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
一
つ
の
制
約
の
も
と
に
お
か
れ
る
」
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

４
）

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
哲
学
一
般
の
イ
メ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
、
真
理
を
探
究
す
る
営
み
と
「
哲
学
す
る
こ
と
」
と
で
は
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異

な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
注
意
を
し
て
お
く
必
要
が

５
）

あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
現
実
の
行
為
に
関
わ
る
実
践
的
事
柄
を
思
考
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す
る
動
態
と
し
て
の
「
哲
学
す
る
こ
と
」
が
目
指
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
現
実
と
無
関
係
に
行
い
得
る
静
態
的
な
思
考
と
し
て

の
「
哲
学
」
と
明
確
に
異
な
っ
て

６
）

い
た
。
し
た
が
っ
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
見
出
し
た
「
哲
学
す
る
こ
と
」
と
は
、
ウ
ェ
ー

バ
ー
の
「
価
値
討
議
」
に
関
わ
る
価
値
思
考
を
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
連
動
さ
せ
な
が
ら
思
考
す
る
こ
と
、
い
わ
ば
、「
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
」
を
め
ぐ
る
構
想
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
「
哲
学
す
る
こ
と
」
は
、
科
学
に
お
け
る
「
真
理
」
と
「
価
値

７
）

判
断
」
に
お
け
る
認
識
の
「
正
し
さ
」
を
め
ぐ
っ
て
生
じ

る
問
題
を
明
確
に
意
識
し
た
上
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
吸
収
し
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
前
提
と
さ
れ
た
の
は
、
科
学
と
「
哲

学
す
る
こ
と
」
に
対
し
て
抱
か
れ
た
、
あ
る
知
見
で
あ
っ
た
。
科
学
に
よ
っ
て
知
り
得
る
「
知
識
の
正
し
さ
」
と
各
人
の
信
念
に
関
わ
る

「
真
理
」
を
め
ぐ
る
問
題
、
す
な
わ
ち
、
法
哲
学
的
に
定
式
化
す
る
と
、「
価
値
判
断
」
に
お
け
る
認
識
の
「
客
観
性
」
と
し
て
表
面
化
す

る
価
値
相
対
主
義
問
題
と
、
二
人
は
決
定
的
な
形
で
関
わ
っ
て

８
）

い
た
。
換
言
す
る
と
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
同
様
の
価
値
関
心

を
抱
い
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
科
学
と「
哲
学
す
る
こ
と
」の
問
題
へ
と
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ

９
）

ろ
う
。

本
論
で
は
、
以
下
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
哲
学
す
る
こ
と
」
と
し
て
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
論
に
関
す
る
議
論
の
な
か
で
も
、「
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
担
い
手
と
な
る
よ
う
な
「
人
格
」
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
る
問
題
に
焦
点
を
絞
り
、
そ
こ
に
潜
む
課
題
に
つ
い
て
若

干
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

１．

「
哲
学
す
る
こ
と
」
の
「（
非
）
政
治
的
」
性
格

ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
に
よ
る
と
、「
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
哲
学
を
哲﹅
学﹅
す﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
へ
と
転
換
し
、
哲
学
の
「
成
果
」
が
そ
の
帰
結
と
し
て
の

性
格
を
失
う
よ
う
な
仕
方
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
さ
れ
う
る
よ
う
な
途
を
見
い
だ
そ
う
と
試
み
て
い
る
」（
強
調

10
）

菅
原
）。
つ
ま
り
、
ヤ
ス
パ
ー

ス
は
「
哲﹅
学﹅
す﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
」
を
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
「
哲
学
的
な
伝
達
…
…
そ
れ
は
同
時
に
成
果
で
は
な
く
「
実
存
の
開
明
」
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…
…
を
目
的
と
す
る
、
共
同
の
哲﹅
学﹅
す﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
」
で
あ
る
（
強
調
菅
原
）、
と
理
解
し
た
わ
け
で

11
）

あ
る
。
ア
レ
ン
ト
に
し
た
が
え
ば
、
そ
う

す
る
こ
と
で
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
プ
ラ
ト
ン
や
ヘ
ー
ゲ
ル
が
示
し
た
よ
う
な
「
世﹅
界﹅
観﹅
」
や
「
体
系
」
と
い
っ
た
「
成
果
」
の
獲
得
を
目
指

し
た
の
で
は
な
く
、「
実
存
の
開
明
」
を
目
指
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
が
採
る
べ
き
「
途
」
を
見
出
そ
う
と
し
た
わ
け
で

12
）

あ
る
。

し
か
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ア
レ
ン
ト
の
こ
う
し
た
評
価
の
な
か
に
は
、
決
し
て
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
意
味
が
含
ま

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
通
じ
て
「
哲
学
す
る
こ
と
」
を
「
哲
学
」
か
ら
峻
別
し
、「
哲
学
」
の
「
成

果
」
そ
れ
自
体
に
価
値
を
見
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、「
哲
学
」
の
「
成
果
」
と
は
「
哲
学
す
る
こ
と
」
に
先
行
し

て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
、
あ
る
種
の
既
成
性
と
規
範
性
を
帯
び
た
実
在
な
ど
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
本
論
と
の
関

係
で
重
要
な
の
は
、
人
間
に
は
既
存
の
「
成
果
」
か
ら
独
立
し
て
「
哲
学
す
る
こ
と
」
が
可
能
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
ヤ
ス
パ
ー
ス

が
常
に
新
し
く
「
哲
学
す
る
こ
と
」
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
の
真

の
精
髄
は
、
…
…
彼
の
哲
学
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
と
る
途
す
じ
と
動
き
の
な
か
に
見
い
だ
さ
れ
る
」（
強
調
菅
原
）と
ア
レ
ン
ト
が
述
べ

る
と
き
、
そ
の
真
意
は
こ
う
し
た
点
に

13
）

あ
っ
た
。

そ
し
て
、
ア
レ
ン
ト
は
、「
既
存
の
法
に
服
従
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
立
法
行
為（
私
の
行
為
の
原
則
が
普
遍
的
な
法
と
な
り
う
る
よ
う

に
行
為
す
る
こ
と
｜

菅
原
）
に
不
断
に
た
ず
さ
わ
る
」、
そ
の
よ
う
な
「
道
徳
的
な
活
動
様
式
」
を
指
導
す
る
政
治
原
理
を
人
類
の
理
念

で
あ
る
と
み
る
の
で
あ
れ
ば
、「
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
道
徳
哲
学
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
政
治
的
で
あ
る
」、
と
主
張

14
）

す
る
。
彼
女
の
考
え

で
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
こ
そ
「
カ
ン
ト
が
持
ち
え
た
唯
一
の
後
継
者
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で

15
）

あ
り
、
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
と
の
関
係

を
重
視
す
る
こ
と
で
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
思
想
に
潜
む
政﹅
治﹅
的﹅
性
格
は
、
実
に
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

た
だ
、
当
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
自
身
は
、「
存
在
そ
の
も
の
は
認
識
し
う
る
も
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
「
包
括
す
る
」（U

m
greifendes

）
も

の
と
し
て
の
み
経
験
し
う
る
」
と
述
べ
、「「
包
括
す
る
」
存
在
の
な
か
で
、
人
間
存
在
は
他
者
と
と
も
に
生
き
、
行
為
す
る
」
と
い
う
点
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を
強
調
し
て

16
）

い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
自
己
規
定
と
同
様
に
、「
哲
学
的
な

伝
達
」と
い
う
形
式
で
あ
り「
共
同
の
哲
学
す
る
こ
と
」と
し
て
、
ア
レ
ン
ト
に
も
理
解
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

17
）

れ
る
。
し
か
も
、「
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
概
念
に
は
、
人
間
の
実
存
の
条
件
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
要
請
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
新
し
い

…
…
人
間
の
概
念
が

18
）

あ
る
」、
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
人
間
の
共
同
性
と
関
係
性
を
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
形
式
に
見
出
す
ア

レ
ン
ト
に
と
っ
て
、
も
は
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
単
な
る
指
導
教
員
以
上
の
存
在
で

19
）

あ
り
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
お
け
る
「
伝
達
可
能

性
と
い
う
こ
と
が
…
…
中
心
的
な
問
題
の
一
つ
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で

20
）

あ
る
。

だ
が
、
他
面
で
、
ア
レ
ン
ト
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
哲
学
す
る
こ
と
」
に
関
し
て
、「「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
は
、
…
…
公
的
・
政
治

的
領
域
で
は
な
く
、
我
と
汝
の
人
格
的
な
出
会
い
に
そ
の
根
を
も
つ
こ
と
は
か
な
り
明
白
で
あ
る
」
と

21
）

断
じ
、
次
の
よ
う
に
そ
の
非﹅
政﹅
治﹅

的﹅
性
格
を
論
難
し
て
も
い
た
。

「
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
の
限
界
は
、政
治
哲
学
を
そ
の
歴
史
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
苦
し
め
て
き
た
問
題
に
本
質
的
に
起

因
す
る
。
人
間
を
単
数
と
し
て
扱
う
の
が
哲
学
の
本
性
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
政
治
は
、
人
々
が
複
数
の
者
と
し
て
存
在
す
る
の
で

な
け
れ
ば
考
え
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
哲
学
者
が
哲
学
者
で
あ
る
か
ぎ
り
で
経
験
す
る
の
が
単
独
性
に
ほ
か
な

ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
経
験
は
、
人
間
が
政
治
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
政
治
的
人
間
に
と
っ
て
は
本
質
的
だ
と
は
い
え
、
な
お

も
政
治
の
周
辺
に
あ
る

マ
ー
ジ
ナ
ル
経
験
に
と
ど

22
）

ま
る
」。

先
ほ
ど
と
異
な
り
、
こ
こ
で
の
ア
レ
ン
ト
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
「
哲
学
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

そ
こ
で
「
哲
学
者
」
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
「
単
独
性
」
を
免
れ
な
い
こ
と
を
重
く
見
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
哲
学
」
に
根
づ
く
非﹅
政﹅
治﹅
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的﹅
性﹅
格﹅
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
向
け
ら
れ
た
相
容
れ
な
い
評
価
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
と
い

う
こ
と
が
、
重
要
な
問
題
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
ア
レ
ン
ト
が
こ
の
よ
う
な
診
断
を
与
え
た
の
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価
値
討
議
」

と
深
く
結
び
付
く
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
点
を
理
解
し
得
な
か
っ
た
か
、
少
な
く
と
も
重
視
は
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
も
考
え
ら

23
）

れ
る
。
と
い
う
の
も
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
主
張
が
価
値
相
対
主
義
と「
政
治
的
な
も
の
」を
め
ぐ
る
問
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
押
さ
え
て
お
け
ば
、「
価
値
討
議
」
に
由
来
す
る
規
範
的
性
格
や
積
極
的
な
政
治
的
意
義
を
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
中
に

見
出
す
こ
と
は
容
易
に
可
能
で
あ
る
し
、
そ
の
政
治
的
性
格
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
哲
学
す
る
こ
と
」
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価
値
討
議
」
に
由
来
す
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
制
約
下
に
置
か
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、「
哲
学
す
る
こ
と
」
と
い
う
営
為
が
少
な
く
と
も
「
価
値
討
議
」
と
同
程
度
に
は
政
治
的
性
格
を
帯
び
て
い
る
と
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

２．

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
」

ヤ
ス
パ
ー
ス
に
し
た
が
え
ば
、「
哲
学
す
る
こ
と
」
と
は
、
伝
達
可
能
性
と
し
て
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
展
開
す
る
と
い
う
意

味
で
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
さ
れ
う
る
」、
す
な
わ
ち
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
」
を
通
じ
て
現
わ
れ
て
く
る
も
の
と
し
て
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
「
哲
学
す
る
こ
と
」
を
そ
も
そ
も
可
能
に
す
る
よ
う
な
伝
達
と
は
、
い
か
に
し
て
遂
行
さ
れ
得

る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
立
ち
入
る
な
ら
ば
、
問
題
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
遂
行
す
る
主
体
を
め
ぐ
る
議
論
に
踏
み
込
ま
ざ

る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
」
を
遂
行
す
る
主
体
を
め
ぐ
る
問
題
の
観
点
か
ら
、「
哲
学
す
る
こ
と
」
と

そ
の
伝
達
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
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ま
ず
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
次
の
言
葉
を
確
認
し
て
お
く
。

「
社
会
科
学
の
領
域
に
お
い
て
は
、
科
学
上
の
問
題
（P

roblem

｜

菅
原
注
）
が
提
起
さ
れ
展
開
さ
れ
る
最
初
の
き
っ
か
け
は
、

経
験
上
、
実
践
的
な
「
問
い
」（F

rage

｜

菅
原
注
）
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
す
で
に
、
あ
る
科

学
的
問
題
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
自
体
か
ら
し
て
、
あ
る
特
定
の
方
向
に
向
け
ら
れ
た
、
生
け
る
人
間
の
意
欲
と
個
人
的
（
人
格
的

｜

菅
原
注
）
に
結
び
つ
い
て

24
）

い
る
」。

こ
こ
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
生
の
意
欲
に
基
づ
き
特
定
の
方
向
性
を
示
し
た
「
人
格
」
と
結
び
つ
い
た
「
問
い
」
が
な
け
れ
ば
、
社
会
科

学
の
領
域
で
は
学
問
的
な
「
問
題
」
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
考
え
を
表
明
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
ウ
ェ
ー
バ
ー

が
「
人
格
」
と
「
問
い
」
と
を
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
点
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
興
味
深
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
み
て
お

き
た
い
。
そ
れ
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
」
が
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
は
異
な
り
、
自
己
と
他
者
と
の
間

で
展
開
さ
れ
る
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
、
す
な
わ
ち
「
対﹅
話﹅
を
哲
学
す
る

こ
と
の
適
当
な
伝
達
形
式
と
み
な
す
こ
と
は
明
白
で

25
）

あ
る
」、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
う
し
た
「
対﹅
話﹅
」
が
成
立
す
る
前
提
ま
で
も
が
常
に
明
白
な
形
で
存
在
す
る
、
と
み
な
さ
れ
て
い

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
重
要
な
の
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
の「
哲
学
の
形
式
は
、
伝﹅
達﹅
性﹅
の﹅
問﹅
い﹅（die F

rage der M
itteilbark

eit

｜

菅
原
）を
問
い
そ
の
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
続
け
、
そ
れ
ゆ
え
根
源
と
目
標
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
喪
失
し
な
い
と
い
う

類
の
も
の
で
さ
え
あ
れ
ば

26
）

よ
い
」、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
点
に
あ
る
。「
対﹅
話﹅
」
の
成
立
可
能
性
は
、
伝
達
さ
れ
得
た
の
か
そ
れ
と
も
伝
達

さ
れ
得
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
意
味
で
｜

し
か
も
本
当
に
伝
達
さ
れ
得
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
原
理
上
は
無
限
遡
及
的
に
吟
味
さ
れ
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得
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
｜

、「
伝
達
可
能
性
」
と
直
結
し
た
「
問
い
」
に
応
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
い
う
「
問
い
」
と
は
何
か
を
み
る
と
、
さ
ら
な
る
潜
在
的
な
「
問
い
」
に
対
し
て
も
常
に
開
か

れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
当
事
者
自
身
が
「
意
識
」
し
続
け
て
い
く
も
の
で
、
随
時
解
決
が
目
指
さ
れ
る
べ
き
性
質
を
備
え
た
も

の
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
上
で
、
当
事
者
が
継
続
的
に
こ
の
「
問
い
」
と
対
峙
し
て
い
く
こ
と
、
こ
う
し
た
営

為
を
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
」
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。「
伝
達
性
」、
す
な
わ
ち

「
伝
達
可
能
性
」
と
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
」
に
関
わ
る
複
数
の
人
々
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
て
い
く
こ
と
、
お
よ
び
そ
の

可
能
性
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

ま
た
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
、「
プ
ラ
ト
ン
的
な
対
話
は
可
能
的
実
存
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
表
現
で
は
な
く
、
思
惟
的
認
識
の
弁
証
法

的
構
造
の
表
現
に
す
ぎ
な
い
」と
み
な
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
注
意
を
し
て
お
く
必
要
が

27
）

あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、「
プ
ラ
ト
ン
的

な
対
話
」
を
斥
け
た
上
で
、「
プ
ラ
ト
ン
的
な
対
話
」
と
は
全
く
異
な
っ
た
「
伝
達
可
能
性
」
の
問
題
に
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
成

否
を
委
ね
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
理
念
上
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」で
し
か
あ
り
え
な
い
、
と
主
張
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
彼
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
人
々
は
自
分
自
身
を
啓
き
示
す
た
め
に
、
ま
た
お
互

い
に
自
分
を
啓
き
示
し
合
う
た
め
、
闘
い
つ
つ
問
い
に
か
け
る
」こ
と
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
と
考
え
て

28
）

い
た
。「
闘
い
つ
つ
問
い
に
か
け
る
」

こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
方
を
意
識
的
に
反
省
し
て
こ
そ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
道
を
開
く
こ

と
が
で

29
）

き
る
」と
い
う
ほ
ど
に
、「
闘
い
つ
つ
問
い
に
か
け
る
」こ
と
の
徹
底
さ
が
重
視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
、「
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
」
を
遂
行
す
る
主
体
に
関
す
る
検
討
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
問
い
」
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
ヤ
ス
パ
ー
ス

の
議
論
と
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
い
う「
あ
る
特
定
の
方
向
に
向
け
ら
れ
た
、
生
け
る
人
間
の
意
欲
と
人
格
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
」と
い
っ

た
主
張
を
引
き
受
け
た
上
で
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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か
よ
う
に
、「
あ
る
特
定
の
方
向
に
向
け
ら
れ
た
、
生
け
る
人
間
の
意
欲
と
人
格
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
」各
人
が
下
す
そ
れ
ぞ
れ
の「
価

値
判
断
」
と
、
そ
う
し
た
「
価
値
判
断
」
に
基
づ
き
展
開
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
行
為
に
関
し
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
そ
れ
が
意
味
あ
る
行
為

か
、
意
味
が
な
い
行
為
か
、
こ
の
点
を
区
別
す
る
よ
う
要
求
す
る
。
そ
し
て
、「
意
味
を
そ
な
え
た
人
間
の
行
為
に
つ
き
、
思
考
を
凝
ら
し

て
、
そ
の
究
極
の
要
素
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
と
、
ど
ん
な
ば
あ
い
に
も
ま
ず
、
そ
う
し
た
行
為
が
「
目
的
」
と
「
手
段
」
の
範
疇
〔
カ

テ
ゴ
リ
ー
〕
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
」
が
わ
か
る
、
と
い
う
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
は
、「
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
も
の
を
具
体
的
に
意
欲

す
る
の
は
、「
そ
の
も
の
自
体
の
価
値
の
た
め
」（
つ
ま
り
は
、「
目
的
」
｜

菅
原
注
）
か
、
そ
れ
と
も
、
究
極
に
お
い
て
意
欲
さ
れ
た
も

の
〔
の
実
現
〕
に
役
立
つ
手
段
と
し
て
か
、
ど
ち

30
）

ら
か
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
の
意
味
あ
る
行
為
が
、「「
目
的
」
と
「
手
段
」
の
範
疇
」
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
自
明
の
こ

と
で
も
あ
っ
た
。
確
か
に
、「
あ
る
特
定
の
方
向
に
向
け
ら
れ
た
、
生
け
る
人
間
の
意
欲
と
人
格
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
」行
為
に
は
価
値

的
な
も
の
が
纏
わ
り
つ
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
行
為
が
価
値
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
意
味
あ

る
行
為
と
し
て
学
問
的
検
討
の
対
象
か
ら
斥
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
社
会
科
学
に
お
い
て
は
、
こ

う
し
た
行
為
こ
そ
が
積
極
的
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
｜

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
『
精
神
病
理
学
原
論
』
な
ど
を
参
照

す
る
よ
う
明

31
）

示
し
｜

、
機
械
や
制
作
物
を
例
に
挙
げ
つ
つ
「
意
味
を
含
ま
ぬ
過
程
や
事
物
」
は
そ
の
製
造
や
使
用
に
人
間
の
行
為
が
与
え

（
よ
う
と
し
）
た
意
味
を
考
え
て
初
め
て
解
釈
が
可
能
に
な
る
と
述
べ
た
上
で
、「
主
観
的
意
味
内
容
を
欠
い
た
過
程
や
状
態
…
…

中
略
）

…
…
は
、
行
為
と
の
間
に
手
段
や
目
的
と
い
う
関
係
が
な
く
、
た
だ
行
為
を
刺
戟
し
、
促
進
し
、
阻
止
す
る
に
と
ど
ま
る
限
り
、
す
べ
て

意
味
が
な
い
」と
主
張
し
て

32
）

い
る
。
つ
ま
り
、「
意
味
を
目
指
す
行
為
を
解
釈
に
よ
っ
て
理
解
す
る
と
い
う
社
会
学
」こ

33
）

そ
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー

に
よ
っ
て
目
指
さ
れ
た
学
問
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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も
っ
と
も
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
「
理
解
す
る
」
と
い
う
と
き
に
は
、
２
×
２＝

４
の
よ
う
な
命
題
の
意
味
を
直
接
的
に
理
解
す
る
「
観
念

の
合
理
的
直
接
的
理
解
」、
表
情
や
怒
号
と
い
っ
た
非
合
理
的
行
動
に
現
わ
れ
る
「
怒
り
の
爆
発
」
の
よ
う
な
「
感
情
の
非
合
理
的
直
接
的

理
解
」、
ド
ア
に
手
を
伸
ば
そ
う
と
し
た
り
銃
を
構
え
た
り
す
る
人
間
の
行
動
も
理
解
す
る
「
行
為
の
合
理
的
直
接
的
理
解
」
に
加
え
て
、

行
為
者
の
動
機
に
着
目
し
て
当
該
行
為
の
意
味
を
、
事
実
的
過
程
の
説
明
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
「
合
理
的
動
機
理
解
」
を
と
も
な
っ

た
「
説
明
的
理
解
」
を
も
含
ん
で

34
）

い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
「
説
明
的
理
解
」
を
行
う
研
究
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
行
為
者
の
「
動
機
」
を
位
置
づ
け
る
か
が
、
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
い
う
よ
う
な
意
味
の
「
生
け
る
人
間
の
意
欲
と
人
格
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
行
為
に
お
い
て
、
そ
の
「
動
機
」

に
着
目
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
あ
る
問
題
が
残
る
。
そ
れ
は
、「
動
機
」と
い
う
も
の
が
多
面
的
な
性

格
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
は
、
ア
レ
ン
ト
が
『
革
命
に
つ

35
）

い
て
』
の
な
か
で
行
っ
た
考
察
に

お
い
て
端
的
に
示
さ
れ
て
も
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
を
は
じ
め
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
人
々
を
め
ぐ
る
ア
レ
ン
ト

の
問
題
関
心
に
即
し
て
、
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

３．

ア
レ
ン
ト
に
お
け
る
「
偽
善
」
と
「
ペ
ル
ソ
ナ
」

「
な
る
ほ
ど
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
目
的
と
原
理
を
も
っ
て
い
る
の
と
同
じ
く
動
機
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
行
為
そ
の
も
の
は
…
…

中
略
）…
…
、
行
動
主
体
の
奥
深
い
動
機
を
明
ら
か
に
は
し
な
い
。
彼
の
動
機
は
暗
闇
の
ま
ま
で
あ
り
、
輝
き
が
な
く
、
他
人
の
眼

か
ら
隠
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
ば
あ
い
、
彼
自
身
か
ら
、
彼
の
自
己
点
検
か
ら
も
隠
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

…
…

中
略
）…
…
動
機
を
公
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
求
は
、実
際
に
は
不
可
能
な
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

す
べ
て
の
活
動
者
は
偽
善
者
に
変
わ
る
。
動
機
の
開
示
が
は
じ
ま
る
瞬
間
に
、
偽
善
が
す
べ
て
の
人
間
関
係
に
毒
を
注
入
し
は
じ
め
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る
。」

こ
の
よ
う
に
、
ア
レ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、「
偽
善
」
の
問
題
を
抜
き
に
し
て
「
動
機
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
「
偽
善
」
と
「
動
機
」
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、
少
し
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ア
レ
ン
ト
に
よ
る
と
、「
動
機
」
は
「
人
間
の
眼
が
入
り
込
む
こ
と
の
で
き
な
い
暗
闇
」
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
、
何
よ
り
も
「
公
的
に
表

示
し
て
は
な
ら
な
い
」
種
類
の
「
心
の
特
性
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。「
動
機
」
と
は
、「
い
っ
た
ん
引
き
ず
り
出
さ
れ
、
公
的
な
観

察
に
さ
ら
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
考
察
の
対
象
で
は
な
く
、
む
し
ろ
疑
惑
の
対
象
と
な
る
」、
そ
う
い
う
「
心
の
特
性
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
ア
レ
ン
ト
に
お
い
て
、「
行
為
や
言
葉
の
背
後
に
潜
む
動
機
は
、
そ
の
本
質
か
ら
い
っ
て
、
姿
を
現
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
」、

す
な
わ
ち
「
姿
を
現
わ
す

ア

ピ

ア
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
単
な
る
外

観

アピアランス」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
て

36
）

い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
行
為
」
や
「
言

葉
」
の
よ
う
に
公
衆
の
光
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
で
「
姿
を
現
わ
す
」
よ
う
な
種
類
の
も
の
と
「
動
機
」
と
は
、
本
来
的
に
性
質
が
異
な
っ

て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
ア
レ
ン
ト
は
注
意
を
促
し
た
わ
け
で
あ
る
。

確
か
に
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
が
述
べ
た
よ
う
に
、「
愛
国
心
は
心
の
問
題
で
あ
る
」と
す
る
な
ら
ば
、
第
三
者
か
ら
み
て「
真
実
の
愛
国
者
」

と
「
偽
の
愛
国
者
」
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
帰
結
に
至
ら
ざ
る
を
得

37
）

な
い
。「
偽
の
愛
国
者
」
で
は
な
い
の
か
と
「
疑

惑
」
の
対
象
と
し
て
み
て
い
る
自
分
以
外
の
、
自
分
の
外
部
に
立
っ
て
い
る
他
者
に
対
し
て
、
自
分
自
身
が
ま
っ
た
く
の
「
真
実
の
愛
国

者
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
を
、
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
証
明
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
み
ず
か
ら
の
信
仰
の
真
実
性

を
他
者
に
対
し
て
客
観
的
に
示
す
と
い
う
こ
と
が
、
大
変
な
困
難
を
伴
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
異
端
審
問
や
い
わ
ゆ
る
「
魔
女
狩
り
」

の
例
を
み
る
ま
で
も
な
く
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ア
レ
ン
ト
が
、「
す
べ
て
の
活
動
者
は
偽
善
者
に
変
わ
る
」と
述
べ
た
理
由
も
こ
の

辺
り
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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実
際
、
そ
こ
で
の
ア
レ
ン
ト
が
注
目
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
、
当
人
以
外
の
誰
の
眼
に
も
「
姿
を
現
わ
す

ア

ピ

ア
」
こ
と
の
な
い
何
か
を
含

ん
だ
、
そ
う
い
う
「
人
格
」
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
ま
ず
彼
女
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
「
人
格
」
と
い
う
も
の
が

「
単
一
性

ワ
ン
ネ
ス
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
一
者
の
な
か
の
二
者

ト
ウ
ー
・
イ
ン
・
ワ
ン
の
絶
え
ざ
る
往
復
運
動
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
」
こ
と
か
ら
、「
た
っ
た
一
人
の

「
操
作
者

オペレイター
」
し
か
必
要
と
し
な
い
論
理
操
作
で
は
な
く
、
私
と
私
（m
e and m

yself

）
の
あ
い
だ
で
お
こ
な
わ
れ
る
会
話
の
形
式
」
を
通

じ
て
成
り
立
つ
と
考

38
）

え
た
。
つ
ま
り
、
自
分
自
身
の
内
部
に
、
行
為
を
す
る
自
分
と
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
す
る
自
分
を
目
撃
し
自
分
自

身
の
法
廷
と
な
り
、
良
心
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
裁
き
の
場
所
を
持
ち
得
た
の
が
「
人
格
」
で
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
。

そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
「
人
格
」
に
お
い
て
は
、「
偽
善
の
現
象
を
気
づ
か
せ
る
可
能
性
が
ほ
と
ん

ど
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
」
に
注
意
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

39
）

な
い
、
と
ア
レ
ン
ト
は
主
張
す
る
。
理
由
は
、
そ
う
し
た
「
人
格
」

に
と
っ
て
、「
都
市
国
家
と
政
治
領
域
全
体
は
、
人
間
の
行
為
と
言
葉
が
公
衆
の
前
に
さ
ら
さ
れ
て
、
公
衆
が
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
試
し
、

そ
の
価
値
を
判
断
す
る
と
こ
ろ
の
人
工
的
な
現
わ
れ
の
空
間
」
で
あ
っ
た
か
ら
で

40
）

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ま
こ
と
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、

「
現

象

アピアランスは
真
実
で
あ
る
と
い
う
疑
問
の
余
地
の
な
い
信
念
」
を
出
発
点
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
の
評
価
を
ア
レ
ン
ト
は
与
え
る
こ
と
に

41
）

な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
ギ
リ
シ
ア
思
想
の
伝
統
に
し
た
が
っ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
は
対
照
的
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
し
た
が
っ
た
マ
キ
ャ

ヴ
ェ
リ
は
、「
現
象
の
世
界
の
背
後
」、「
現
象
を
超
え
た
と
こ
ろ
」
の
な
か
に
「
超
越
的
な
存
在
者
」
を
見
出
し
た
、
と
彼
女
は
続
け
る
。

「
君
が
い
か
な
る
存
在
か
は
問
題
で
は
な
い
。『
真
実
』
の
存
在
で
は
な
く
現
象
だ
け
が
重
要
な
こ
の
世
界
と
政
治
に
お
い
て
、
こ

の
こ
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
。
君
が
存
在
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
他
人
の
眼
に
現
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
さ
え
す
る
な
ら
、
そ
れ

が
こ
の
世
界
の
判
定
に
必
要
と
さ
れ
る
い
っ
さ
い
で
あ
る
の
だ

42
）

か
ら
」
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そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
の
議
論
に
対
し
て
、
ア
レ
ン
ト
は
ま
る
で
「
偽
善
」
の
勧
め
の
よ
う
だ
と
の
コ
メ
ン
ト
を
付
け

加
え
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
の
間
で
は
、「
動
機
」
が
関
わ
る
「
人
格
」
の
内
奥
に
お
け
る
精
神

的
活
動
に
対
す
る
理
解
が
異
な
っ
て
い
る
。「
古
代
に
お
い
て
は
、
虚
偽
や
欺
瞞
は
、
意
図
的
な
嘘
を
含
ん
で
い
た
り
偽
の
証
言
を
す
る
の

で
な
い
か
ぎ
り
、
犯
罪
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
」
の
に
対
し
て
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
の
考
え
で
は
、
あ
ま
り
に
も
外
面
性
と
形
式
性

で
の
み
「
人
格
」
を
判
断
し
て
い
る
よ
う
に
し
か
思
わ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
そ
れ
自
体
と
し
て
確
か
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
重
要
な
の
は
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
の
提
出
し
た
「
人
格
」
の
こ
の
よ
う
な
側
面
を
消
し
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
っ

た
。し

た
が
っ
て
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
的
な
「
人
格
」
が
こ
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
演
劇
的
な
意
味
で
の
「
人
格
」

と
し
て
の
「
ペ
ル
ソ
ナ
」
を
め
ぐ
る
問
題
が
生
じ
て
く
る
こ
と
は
否
め
な
い
。「
存
在
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
他
人
の
眼
に
現
わ
れ
る
こ
と

が
で
き
さ
え
す
る
な
ら
、
そ
れ
が
…
…
い
っ
さ
い
で
あ
る
」
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、
演
じ
ら
れ
た
何
か
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
。

そ
し
て
ア
レ
ン
ト
は
、
そ
の
よ
う
な
演
劇
用
語
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
「
ペ
ル
ソ
ナ
」
が
、
法
律
用
語
に
移
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る

重
要
な
意
味
を
持
つ
に
至
っ
た
こ
と
を
指
摘

43
）

す
る
。
そ
れ
は
、「
ペ
ル
ソ
ナ
」
と
い
う
「
仮
面
を
か
ぶ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
も
の
を
通

し
て
声
を
響
か
せ
る
こ
と
」
が
「
法

的

人

格

リーガル・パーソナリティ」
に
対
し
て
は
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
「
ロ
ー
マ
の
市
民
」
は
「
ロ
ー

マ
の
私
人
」と
は
異
な
り
得
た
の
で
あ
り
、「
ロ
ー
マ
市
民
は
公
的
舞
台
で
演
じ
る
の
を
期
待
さ
れ
て
い
る
役
柄
を
、
法
に
よ
っ
て
割
り
当

て
ら
れ
た
」
と
い
う
議
論
で

44
）

あ
る
。
つ
ま
り
、「
法
的
人
格
」
と
い
う
「
ペ
ル
ソ
ナ
」
を
か
ぶ
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
権
利
義
務
が
生
じ
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
外
し
て
し
ま
え
ば
、
後
に
残
る
の
は
「
自
然
人
」
と
し
て
の
「

個

人

インディヴィデュアル」、
す
な
わ
ち
、「

人

間

ヒューマン・ビーイング」
で
あ
る

に
す
ぎ

45
）

な
い
。
し
か
も
、
ア
レ
ン
ト
は
そ
う
し
た
「
人
間
」
と
し
て
の
「
人ホモ
」
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
は
、「
奴
隷
の
よ
う
に
、
法
の
領
域
と

市
民
た
ち
の
政
治
体
の
外
部
に
置
か
れ
た
人
を
意
味
し
て
お
り
、
も
ち
ろ
ん
、
政
治
的
に
は
無
意
味
な
存
在
で
あ
る
」
と
評
価

46
）

す
る
。
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た
だ
し
、
ア
レ
ン
ト
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
の
に
は
明
確
な
理
由
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
順
を
追
っ
て
確
認
し
て
お
く
こ
と

に
し

47
）

た
い
。
彼
女
が
「
人
格
」
と
「
ペ
ル
ソ
ナ
」
の
議
論
を
提
出
し
た
の
は
、「
偽
善
者
」
か
ら
「
人
格
」
と
い
う
仮
面
を
剥
ぎ
取
っ
た
場

合
に
は
、
そ
の
剥
ぎ
取
っ
た
後
に
こ
そ
問
題
は
残
る
か
ら
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
法
的
人
格
を
剥
奪
し
た
あ
と
に
は「
自

然
的
」人
間
が
残
る
で
あ
ろ
う
が
、
…
…

中
略
）…
…
偽
善
者
の
仮
面
を
は
ぎ
と
っ
て
も
、
そ
の
仮
面
の
背
後
に
は
何
も
残
ら
な
い
」。
確

か
に
、「
偽
善
者
は
仮
の
役
を
演
じ
て
い
る
か
の
よ
う
に
振
舞
う
」。
し
か
し
、
実
の
と
こ
ろ
、「
彼
は
社
会
の
ゲ
ー
ム
に
参
加
す
る
ば
あ
い
、

い
か
な
る
演
技
も
行
っ
て
は
い
な
い
」
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
偽
善
者
」
は
「
政
治
の
劇
の
な
か
で

あ
ら
ゆ
る
「
仮
面
」
を
本
能
的
に
自
分
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
配
役
の
な
か
で
あ
ら
ゆ
る
役
を
や
っ
て
の
け
る
こ
と
が
で
き
る
」

し
、
誰
よ
り
も
「
自
分
は
真
面
目
で
あ
る
ば
か
り
か
自
然
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
」。
そ
し
て
だ﹅
か﹅
ら﹅
こ﹅
そ﹅
、「
偽
善
者
」
は
い
や
ら
し

く
み
え
る
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
、「
偽
善
者
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
仮
面
」
を
「
真
理
に
対
す
る
共
鳴
板
」
と
し
て
で
は
な
く
、「
欺

瞞
の
仕
組
み
」と
し
て
用
い
る
点
が
決
定
的
に
問
題
視
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
は
、「
ル
ソ
ー
と
ロ
ベ

ス
ピ
エ
ー
ル
が
、
人
間
は
「
自
然
に
よ
っ
て
」
善
で
あ
り
、
社
会
に
よ
っ
て
腐
敗
す
る
と
い
い
、
下
層
民
は
た
だ
社
会
に
属
し
て
い
な
い

と
い
う
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
必
ず
「
正
義
で
あ
り
善
」
で
あ
る
は
ず
だ
と
主
張
し
た
と

48
）

き
」
に
、「
偽
善
者
に
た
い
す
る
際
限
の
な
い
追
及

と
社
会
の
仮
面
を
は
ぎ
と
る
情
熱
」
に
よ
っ
て
、「
ペ
ル
ソ
ナ
」
と
い
う
「
仮
面
」
は
既
に
引
き
裂
か
れ
て

49
）

い
た
。

し
た
が
っ
て
、「
ロ
ー
マ
市
民
」
の
よ
う
に
、「
各
人
に
は
法
的
人
格
が
平
等
に
与
え
ら
れ
、
法
的
人
格
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
同
時
に

ほ
と
ん
ど
文
字
通
り
法
的
人
格
を
「
通
し
て
」
活
動
す
る
資
格
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
平
等
」
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
志
向
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
革
命
に
よ
っ
て
目
指
さ
れ
た
の
は
、「
各
人
が
属
す
る
政
治
体
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
生
ま
れ
た
と
い
う
事
実
そ
の

も
の
に
よ
っ
て
万
人
に
与
え
ら
れ
る

50
）

も
の
」
と
し
て
の
「
人
間
の
自
然
的
権
利
」、
す
な
わ
ち
、「
生
存
の
た
め
の
必
要
に
た
い
す
る
人
間

の
権
利
」
と
い
う
生
命
を
維
持
し
、
種
と
し
て
の
再
生
産
が
保
障
さ
れ
る
「
政
治
以
前
の
権
利
」
を
い
か
に
し
て
実
現
す
る
か
で

51
）

あ
っ
た
。
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も
っ
と
も
、
結
果
的
に
は
、「
す
べ
て
の
住
民
か
ら
法
的
人
格
の
保
護
マ
ス
ク
を
平
等
に
取
り
去
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
恐
怖
政
治
は
平

等
化
を
達
成
し
た
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な

52
）

い
が
、
そ
の
こ
と
が
「
法
的
人
格
」
に
お
け
る
「
平
等
」
と
無
関
係
で
あ
る

こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

お
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
ア
レ
ン
ト
は
、「
人
格
」
の
問
題
を
そ
こ
に
潜
む
「
動
機
」
と
「
偽
善
」
と

の
根
深
い
が
無
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
無
に
す
べ
き
で
も
な
い
と
考
え
、
こ
の
問
題
を
ル
ソ
ー
に
お
け
る
「
引
き
裂
か
れ
た

魂
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
「
引
き
裂
か
れ
た
魂
」
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
に
お
け

る
「
魂
の
葛
藤
」
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
ア
レ
ン
ト
に
よ
る
と
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
と
そ
の
追
従
者
た
ち
は
、「
動
機

調
査
」
を
通
じ
て
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
反
革
命
的
な
「
陰
謀
と
中
傷
、
裏
切
り
と
偽
善
」
を
見
出
し
た
。
こ
れ
ら
は
「
動
機
」
の
真
実
性

に
対
す
る
「
疑
惑
」
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
宿
命
的
な
「
雰
囲
気
」
と
し
て
み
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
発
端
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
「
心
正
し

い
魂
」「
道
徳
的
性
質
」
を
「
政
治
的
徳
」
の
源
泉
と
し
て
誤
解
し
、
強
調
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
さ

53
）

れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と

が
示
し
て
い
る
の
は
、
自
分
自
身
と
他
者
と
の
間
に
存
す
る
「
不
信
」
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
っ
た
。

ア
レ
ン
ト
に
よ

54
）

る
と
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
が
「
も
っ
と
も
親
密
な
友
人
に
た
い
し
て
さ
え
示
し
た
狂
気
じ
み
た
不
信
」
と
は
、「
彼
の
狂

気
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
に
た
い
す
る
ま
っ
た
く
正
常
な
疑
い
か
ら
生
ま
れ
た
」も
の
で
あ
る
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、

ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
み
ず
か
ら
に
対
し
て
は
「
公
的
な
日
常
生
活
で
「
清
廉
潔
白
な
人
」
を
演
ず
る
よ
う
に
命
じ
、
そ
の
徳
を
示
し
て
、

少
な
く
と
も
一
週
間
に
一
度
は
、
自
分
が
理
解
し
て
い
る
通
り
の
自
分
の
心
を
公
に
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
た
」か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
分
自
身
が
も
っ
と
も
恐
れ
て
い
た
「
偽
善
者
」
に
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
自
身
が
当
て
は
ま
ら
な
い
と
い
う
確
信

を
本
人
は
ど
の
よ
う
に
し
て
得
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
い
に
対
し
て
は
、
ま
さ
し
く
当
人
の
「
心
」
だ
け
が
、
こ
の
問
題
を

め
ぐ
る
「
奥
底
の
闘
い
」
を
知
っ
て
い
る
、
と
ア
レ
ン
ト
は
応
え
る
。
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だ
が
、「
清
廉
潔
白
」
が
「
世
界
の
光
」
に
照
ら
さ
れ
「
暗
闇
」
か
ら
外
に
示
さ
れ
た
途
端
、
そ
れ
は
「
ね
じ
ま
げ
ら
れ
て
姿
を
現
わ
す
」

よ
り
他
に
な
い
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、「
心
」
は
何
を
ど
う
す
べ
き
か
を
知
っ
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、「
心
の
生
活
を

歪
め
る
」
こ
の
「
世
界
の
光
」
が
必
要
に
な
る
の
で
、
そ
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
先
述
し
た
「
真
実
の
愛
国
者
」
と
「
偽

の
愛
国
者
」
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
愛
国
に
関
す
る
「
心
の
問
題
」
で
あ
る
と
い
っ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
ア
レ
ン

ト
が
こ
こ
で
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
に
な
る
。
本
人
が
自
分
自
身
の
事
柄
と
し
て
自
己
了
解
し
て
い
る
通
り
に

「
姿
を
現
わ
す

ア

ピ

ア
」
こ
と
を
願
い
、「
単
な
る
外
観

ア
ピ
ア
ラ
ン
ス
」
へ
と
堕
し
た
く
な
い
と
強
く
願
え
ば
願
う
ほ
ど
に
、
か
く
も
自
分
が
強
く
そ
う
あ
り
た

い
と
願
う
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
そ
れ
は
自
分
自
身
が
「
も
っ
と
も
恐
れ
て
い
た
偽
善
者
」
に
成
り
下
が
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
の
か
、

と
い
っ
た
「
疑
惑
」
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
「
奥
底
の
闘
い
」
へ
と
導
か
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
し
て
、
か
く
も
「
偽
善
」
と
「
動
機
」
と
が
結
び
つ
く
と
い
う
事
態
を
前
に
、
ル
ソ
ー
は
「
引
き
裂
か
れ
た
魂
」
を
め
ぐ
る
問
題
を

抱
え
込
ん
で
お
り
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
「
魂
の
葛
藤
」
と
し
て
政
治
の
な
か
に
こ
の
問
題
を
持
ち
込
ん
だ
、
と
ア
レ
ン
ト
は
み
た
わ
け

で
あ
る
。
で
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
議
論
に
お
い
て
、
ア
レ
ン
ト
に
よ
っ
て
着
目
さ
れ
た
こ
の
種
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
考

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
次
に
、
こ
の
点
の
検
討
に
移
る
こ
と
に
し
よ
う
。

４．

ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る
「
人
格
」

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、「
生
け
る
人
間
の
意
欲
」
と
人
格
的
に
結
び
つ
い
た
「
問
い
」
を
出
発
点
と
し
て
、
学
問
的
な
「
問
題
」
を
構
成
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
思
考
様
式
が
、「
活
き
活
き
と
し
た
感
受
性
に
富
む
人
々
が
協
働
す
る
さ
い
に

は
、
つ
ね
に
避
け
が
た
い
随
伴
現
象
で
あ
り
、
…
…
ま
っ
た
く
正
当
な
こ
と
で

55
）

あ
る
」、
と
考
え
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ

て
こ
の
よ
う
な
発
想
が
可
能
だ
っ
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
活
き
活
き
と
し
た
感
受
性
に
富
む
人
々
」
と
い
う
「
人
格
」
と
し
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て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
置
か
れ
た
状
況
に
応
じ
て
「
協
働
す
る
」
よ
う
な
社
会
と
い
う
も
の
を
、
誰
よ
り
も
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が

リ
ア
ル
に
願
い
、
展
望
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
も
っ
と
も
、
彼
に
と
っ
て
の
「
人
格
」
が
、
こ
う
し
た
面
と
ま
っ
た
く
異
な
る
性
格
も

併
せ
持
っ
て
い
た
点
に
も
注
意
を
し
て
お
く
必
要
は
あ
る
。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
研
究
と
し
て
、
実
際
に
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
よ
う
な
誰
が
救
わ
れ
て
誰
が
救
わ
れ
な
い
の
か
が「
予
定
説
」

の
下
で
決
め
ら
れ
て
い
る
「
悲
愴
な
非
人
間
性
を
お
び
る
教
説
」
に
よ
っ
て
こ
そ
、「
個
々
人
の
か
つ
て
み
な
い
内
面
的
孤
独
化
の
感
情
」

を
育
く
む
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と

56
）

考
え
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
部
分
な
ど
は
、
そ
う
し
た
一
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
現
世
を
超
越
す
る
全
治
の
神
の
目
」
に
注
意
を
払
い
、
そ
の
よ
う
な
「
神
の
意
志
に
適
う
よ
う
に
生
活
態
度
を
組
織
的
に
統
一
す

る
こ
と
」、
つ
ま
り
「
超
越
的
な
目
標
の
も
と
に
方
法
的
に
う
ち
立
て
ら
れ
た
全
体
と
な
る
」
よ
う
に
「
ひ
と
つ
の
価
値
基
準
に
あ
わ

せ
て
〔
自
己
の
〕
生
活
を
内
側
か
ら
組
織
的
に
方
向
づ
け
て
い
こ
う
と
す
る
、
そ
う
い
っ
た
態
度
」、
こ
れ
こ
そ
「
わ
れ
わ
れ
が
「
人

格
」
…
…
と
い
う
観
念
に
結
び
つ
け
て
考
え
る
と
こ
ろ
の
」
も
の
で

57
）

あ
る
。

た
だ
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
こ
の
よ
う
に
考
え
た
背
景
に
は
、「
首
尾
一
貫
し
た
ゼ
ク
テ
を
基
盤
と
し
て
、
権
力
｜

政
治
的
権
力
で
あ
れ
、

強
権
制
的
・
家
父
長
制
的
ま
た
は
い
か
な
る
種
類
の
権
力
で
あ
れ
｜

に
対
抗
す
る
と
こ
ろ
の
、
被
支
配
者
た
ち
の
、
し
か
も
被
支
配
者

各
個
人
の
、
不
滅
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
「
権
利
」
が
成
立
す
る
」
の
で
あ
っ
て
、「
こ
の
意
味
で
の
「
良
心
の
自
由
」

は
、
｜

そ
れ
が
広
汎
な
・
倫
理
的
に
制
約
さ
れ
た
行
為
の
全
体
を
包
括
す
る
ご
と
き
・
権
力
と
り
わ
け
国
家
権
力
か
ら
の
自
由
を
保
障
す

る
と
こ
ろ
の
・「
人
権
」
で
あ
る
が
故
に
｜

、
原
理
的
に
第
一
次
的
な
「
人
権
」
で
あ
る
」、
と
い
う
理
解
が
控
え
て
い
た
。
し
か
も
、「
そ

れ
は
、
こ
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
と
し
て
は
、
古
代
に
も
中
世
に
も
、
ま
た
国
家
に
よ
る
宗
教
強
制
を
伴
う
ル
ソ
ー
の
国
家
理
論
に
も
、
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と
も
に
ひ
と
し
く
知
ら
れ
て
い
な
い
概
念
で
あ
る
」
ば
か
り
か
、「
そ
の
他
の
「
人
権
」・「
市
民
権
」
ま
た
は
「
基
本
権
」
は
、
右
の
人
権

に
付
随
す
る
も
の
で
あ
る
」、
と
ま
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
合
わ
せ
て
み
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

58
）

な
い
。
か
く
し
て
、
ア
レ
ン
ト
が
着

目
し
た
「
人
格
」
に
お
け
る
「
動
機
」
と
「
偽
善
」
を
め
ぐ
る
問
題
も
、
こ
の
よ
う
な
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
文
脈
で
検
討
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

「
ル
ソ
ー
の
国
家
理
論
」
で
さ
え
知
ら
な
い
「
権
力
と
り
わ
け
国
家
権
力
か
ら
の
自
由
を
保
障
す
る
と
こ
ろ
の
・「
人
権
」」
を
重
視
す
る
思

想
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
局
面
に
お
い
て
、「
偽
善
」
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の

か
。
彼
は
、「
対﹅
話﹅
を
哲
学
す
る
こ
と
の
適
当
な
伝
達
形
式
と
み
な
す
」

59
）

の
で
、
ア
レ
ン
ト
が
気
に
し
た
よ
う
な
「
偽
善
」
が
真
っ
向
か
ら

問
題
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
理
念
上
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」で
し
か
あ
り
え
な

い
、
と
主
張
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
し
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
人
々
は
自
分
自
身
を
啓
き
示
す
た
め
に
、
ま
た
お
互
い
に

自
分
を
啓
き
示
し
合
う
た
め
、
闘
い
つ
つ
問
い
に
か
け
る
」こ
と
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、「
闘
い
つ
つ

問
い
に
か
け
る
」こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
方
を
意
識
的
に
反
省
し
て
こ
そ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

へ
の
道
を
開
く
こ
と
が
で

60
）

き
る
」、
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
い
う
と
き
に
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
参
画
す
る
「
人
格
」
に
お
い
て
「
動

機
」
と
「
偽
善
」
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
い
う
。

「
私
は
実
存
と
し
て
は
他
の
実
存
に
よ
っ
て
の
み
存
在
し
、
他
の
実
存
は
私
に
よ
っ
て
の
み
存
在
し
、
そ
れ
ゆ
え
実
存
は
そ
れ
の
み

と
し
て
は
全
く
存
在
せ
ず
、
た
だ
他
の
実
存
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
の
み
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
う
ち
に
の
み
存

在

61
）

す
る
」
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ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る
「
人
格
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
の
み
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
う
ち
に
の

み
存
在
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
ど
の
よ
う
な
内
実
を

備
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、「
人
格
」の
在
り
方
と
直
接
的
に
関
わ
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
を
解
く
鍵
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が

こ
こ
で
「
実
存
」
と
述
べ
て
い
る
点
に
あ
る
。

ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
、「
実
存
」
と
は
「
現
存
在
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
「
心
理
学
的
な
（
意
味
の
｜

菅
原
注
）

主
観
で
は
な
い
」。
そ
う
し
た
主
観
と
は
異
な
り
、「
実
存
は
、
主
観
性
と
客
観
性
と
の
両
極
の
う
ち
に
現
存
在
と
し
て
現
象
す
る
も
の
」

で
あ
っ
て
、「
実
存
は
、
対
象
と
し
て
ど
こ
か
に
与
え
ら
れ
て
い
た
り
、
観
察
の
た
め
に
基
礎
的
な
も
の
と
し
て
推
論
さ
れ
た
り
す
る
よ
う

な
或
る
も
の
の
現
象
で
は
な
い
」。「
実
存
は
、
た
だ
実
存
自
身
と
他
の
実
存
に
と
っ
て
の
み
の
現
象
で
あ
る
」ゆ
え
に
、「
私
の
現
存
在
が

実
存
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
は
現
存
在
に
お
い
て
可
能
的
実
存
」
に
留
ま
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で

62
）

あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
と

は
「
現
存
在
」
に
お
い
て
未
だ
「
実
存
」
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
可
能
的
実
存
」
と
し
て
現
象
す
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
の
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
議
論
が
「
意
味
あ
る
行
為
」
を
め
ぐ
る
議
論
と
の
関
係
で
想
定
し
た
「
人
格
」
と
関
わ
っ
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
可
能
的
実
存
」
が
「
現
存
在
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
限
界
を
超
え
る
と
き
、
そ
れ
は
「
実
存
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
へ
と

移
行

63
）

す
る
。
こ
の
点
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、「
実
存
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
し
て
、「
自
我
が
相
互
に
、
因
果
的
に
で
は
な
く
理
念
的

に
結
ば
れ
て
い
る
全

64
）

体
性
」
に
関
わ
る
問
題
を
提
起
す
る
点
に
、「
実
存
」
独
自
の
意
義
が
あ
る
と
み
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
が
単
な
る
因

果
的
帰
属
の
問
題
を
超
え
て
「
理
念
」
の
問
題
を
扱
お
う
と
す
る
場
合
、
自
己
の
全
存
在
を
賭
け
て
「
究
極
的
価
値
」
か
ら
導
か
れ
た
「
理

念
」
を
問
題
に
す
る
存
在
者
を
指
す
人
間
像
と
し
て
、
つ
ま
り
「
現
存
在
」
と
は
異
な
る
人
間
像
と
し
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
「
実
存
」
と

い
う
概
念
を
導
入
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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そ
の
意
味
で
は
、「
現
存
在
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
限
界
に
お
い
て
「
実
存
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
み
ら
れ
る
、
と
彼
は

考
え
た
。
具
体
的
に
は
、「
現
存
在
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
枠
内
に
留
ま
る
人
間
は
「
不
満
」
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
み
な
し
、
未

だ
「
実
存
」
へ
と
至
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
の
「
不
満
」
を
看
取

65
）

し
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
も
そ
も
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
関

わ
る
人
間
の
根
底
に
は
「
不
満
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、「
不
満
」
を
抱
え
た
「
現
存
在
」
が
「
実
存
」
へ
突
破
し
て
い
こ
う
と

す
る
際
に
は
「
実
存
」
と
し
て
の
各
人
の
間
で
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
必
要
に
な
る
と
考
え
て

66
）

い
た
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
各
人
の

「
不
満
」
と
「
不
満
」
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
問
題
化
す
る
一
つ
の
様
相
と
し
て
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

論
を
構
想
し
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、「
現
存
在
」
で
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
問
題
化
し
て
く
る
場
合
、
そ
れ
が
し
ば
し
ば
「
暴
力
を
と
も
な
っ
た
闘
い
」

に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
現
存
在
」と
は
、
み
ず
か
ら
を
も
破
壊
し
か
ね
な
い「
暴
力
を
と
も
な
っ
た

67
）

闘
い
」

の
問
題
を
原
理
的
に
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
規
定
さ
れ
た
存
在
と
し
て
み
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
に
と
っ
て
、

「
現
存
在
」
と
は
、「
可
能
的
実
存
」
と
し
て
、「
そ
の
開
示
過
程
に
お
い
て
自
己
を
明
白
に
し
な
が
ら
自
己
を
な
お
創
造
す
る
」
存
在
で
も

あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
私
は
他
者
と
共
に
私
に
開
示
さ
れ
る
」
の
で
、「
実
存
的
開
示
に
よ
っ
て
経
験

的
な
現
存
在
と
し
て
の
私
が
何
で
あ
る
か
の
み
な
ら
ず
、私
自
身
が
何
で
あ
る
か
が
世
界
内
で
明
ら
か
に
な
る
」、そ
う
い
う
可
能
性
も「
闘

い
」
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
顕
現
し
て
く
る
、
と
考
え
ら
れ
て

68
）

い
た
。
そ
こ
で
、
問
題
は
、
ア
レ
ン
ト
が
着
目
し
た
よ
う
な
「
偽
善
」
と
い

う
よ
り
は
、
そ
う
い
う
後
者
の
よ
う
な
「
闘
い
」
と
し
て
ど
の
よ
う
な
「
闘
い
」
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
移
行
す
る
。

ア
レ
ン
ト
に
お
い
て
「
動
機
」
が
公
に
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
疑
惑
」
の
対
象
と
な
り
「
偽
善
」
の
呼
び
水
に
な
る
わ
け
だ
が
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、「
私
は
個
別
者
と
し
て
自
分
だ
け
で
は
開
示
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
し
現
実
的
で
も
な
い
」
が
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
こ
と
の
過
程
は
、
闘
い
で
あ
る
と
同
時
に
愛
で
あ
る
よ
う
な
、
あ
の
、
他
と
比
較
し
よ
う
の
な
い
闘
い
」、
す
な
わ
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ち
「
愛
し
な
が
ら
の
闘
い
」
｜
「
実
存
」
の
た
め
の
「
闘
い
」
｜

を
引
き
起
こ
さ
ず
に
は
い
な
い
と
い
う
形
で
の
、
自
他
双
方
向
へ
と
開

か
れ
た
志
向
を
持
つ
こ
と
が
で

69
）

き
た
。
彼
に
と
っ
て
は
、「
実
存
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
お
け
る
争
い
の
様
相
と
は
、「
愛
し
な
が

ら
の
闘
い
」
以
外
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
実
存
」
を
め
ぐ
る
「
愛
し
な
が
ら
の
闘
い
」
が
、
徹
底
的
な
公
明
さ
を
求
め
、
あ
ら
ゆ
る
権
力
と
優
越
感
を

排
除
し
、他
者
の
自
己
存
在
と
自
分
の
自
己
存
在
と
を
同
等
に
取
り
扱
う
こ
と
を
そ
の
内
在
的
条
件
と
し
て
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

彼
に
と
っ
て
当
然
視
さ
れ
て
い
た
。「
闘
い
」
が
愛
し
な
が
ら
行
わ
れ
る
際
に
は
、「
愛
」
を
通
じ
て
、
そ
こ
に
は
「
連
帯
性
」
と
「
同
等

性
」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
し
、
ま
た
そ
れ
と
は
逆
に
、「
愛
」
と
は
「
連
帯
性
」
や
「
同
等
性
」
と
い
っ
た
形
で
現
象
し

て
く
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

な
お
、
こ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
「
連
帯
性
」
と
は
、「（「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
入
る
と
い
う
意
味
で
の
｜

菅
原
注
）
冒
険
を

引
き
受
け
、
そ
れ
を
共
通
の
も
の
と
し
、
結
果
に
対
し
て
は
共
に
関
与
す
る
か
ら
、
自
己
を
問
い
の
対
象
と
す
る
あ
の
徹
底
性
を
は
じ
め

て
可
能
に
す
る
」
こ
と
で
生
じ
て
く
る
。
ま
た
、「
同
等
性
」
と
は
、「
技
術
的
な
闘
争
手
段
〔
知
識
や
知
能
や
記
憶
力
や
疲
労
度
〕
の
差

異
に
も
か
か
わ
ら
ず
、い
っ
さ
い
の
力
を
相
互
に
出
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
」成
立
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
」に
お
い
て
は
、「
闘
い
は
同
等
の
水
準
で
行
わ
れ
る
か
ら
、
闘
い
そ
の
も
の
の
う
ち
に
は
既
に
承
認
が
あ
り
、
設
問
の
う
ち
に
は

既
に
肯
定
が
あ
る
」、
と
述
べ
る
こ
と
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、「
実
存
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
激
し
い
闘
い
の
う
ち

に
、
ま
さ
に
連
帯
性
が
顕
現
さ

70
）

れ
る
」、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で

71
）

あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
こ
こ
ま
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
と
ア
レ
ン
ト
が
提
起
し
た
「
人
格
」
に
潜
む
問
題
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
ヤ
ス
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パ
ー
ス
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

に
お
け
る
「
人
格
」
の
課
題
を
探
っ
て
き
た
。
結
果
と
し
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
議
論
は
、
ウ
ェ
ー

バ
ー
の
「
価
値
討
議
」
を
人
間
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
一
形
態
と
し
て
捉
え
返
し
た
上
で
、
そ
の
根
底
に
は
「
現
存
在
」
の
「
不

満
」
と
、「
実
存
」
と
し
て
の
「
愛
」
を
め
ぐ
る
問
題
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
お
い

て
は
、
同
意
に
至
る
こ
と
が
必
ず
し
も
第
一
義
的
な
目
的
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

72
）

か
っ
た
。

た
だ
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、「
闘
い
な
が
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、
時
間
的
現
象
の
中
で
は
つ
ね
に
未
完
結
で
あ
る
」こ
と
に
注
意

を
促
し
、
時
間
的
現
象
と
し
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
捉
え
て
い
た
。
そ
し
て
、「
他
人
と
私
自
身
と
を
、
と
こ
と
ん
吟
味
す
る
」

こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
「
人
格
」
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
展
開
に
応
じ
た
自
己
の
意
見
の
修
正
が
認
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、

他
者
の
意
見
を
修
正
す
る
よ
う
異
議
申
し
立
て
を
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
、と
考
え
て

73
）

い
た
。ま
た
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
」
を
通
じ
て
本
当
に
伝
達
さ
れ
た
の
か
と
い
う
無
限
遡
及
的
に
吟
味
さ
れ
得
る
「
伝
達
可
能
性
」
に
関
す
る
論
点
は
、「
人
格
」
か
ら
発

せ
ら
れ
る
「
問
い
」
へ
の
応
答
可
能
性
に
か
か
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
ア
レ
ン
ト
が
い
う
よ
う
に
「
動
機
」
に

着
目
し
た
場
合
に
「
偽
善
」
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
そ
の
通
り
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
「
偽
善
」
と
ど
の
よ
う
に
対
峙
す
る
の
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
議
論
に
お
い
て
も
一
定
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

既
に
確
認
し
た
と
お
り
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」に
お
い
て
は
、
当
初
設
定
さ
れ
た
問
題
枠
組
み
を
転
換
し
て
い
く
可
能
性
が
双
方

に
等
し
く
開
か
れ
て
く
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」の
結
果
と
し
て
必
ず
そ
う
な
る
保
証
は
な
く
と
も
、

当
事
者
間
に
お
い
て
「
連
帯
性
」
と
「
同
等
性
」
を
尊
重
し
よ
う
と
い
っ
た
規
範
意
識
が
共
有
さ
れ
て
く
る
余
地
を
見
出
す
こ
と
は
で
き

る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
通
じ
て
共
有
さ
れ
る
に
至
っ
た
規
範
意
識
が
、
再
度
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

を
通
じ
て
当
事
者
た
ち
の
問
題
関
心
へ
と
還
流
し
、
み
ず
か
ら
の
規
範
意
識
に
対
し
て
何
ら
か
の
再
帰
的
作
用
を
及
ぼ
す
と
い
っ
た
こ
と

は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
議
論
の
な
か
に
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」の
な
か
に
は
反
省
的
作
用
を
惹
起
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す
る
契
機
が
は
じ
め
か
ら
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
、
と
い
え
よ
う
。

最
終
的
に
、「
動
機
」
と
「
偽
善
」
を
め
ぐ
る
問
題
が
残
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
単
に
数
的
な
意
味
で
の
「
複
数
者
」
で
は
な
く
、「
そ

の
尊
厳
が
ま
さ
に
そ
の
複
数
性
（plurality

）
に
存
す
る
よ
う
な
、
限
り
な
く
変
化
に
富
む
複
数
者
（

74
）

m
ultitude

）」
か
ら
な
る
「
人
格
」

が
織
り
成
す
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
同
意
と
不
同
意
に
基
づ
き
実
践
的
解
決
が
目
指
さ
れ
る
べ
き
種
類
の
問
題
、

と
い
う
見
方
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
る
。
今
や
、
ル
ソ
ー
が
「
一
般
意
志
」
と
し
て
示
し
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
が
考
慮
し
た
「
世

論
」
の
よ
う
な
形
態
で
万
人
の
潜
在
的
な
意
見
が
一
致
す
る
と
い
っ
た
事
態
は
、「
複
数
者
（m

ultitude

）」
か
ら
成
る
「
人
格
」
の
「
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
か
ら
、
も
っ
と
も
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。「
偽
善
」
の
衝
動
と
常
に
向
き
合

わ
ざ
る
を
得
な
い
現
実
を
直
視
し
つ
つ
、「
偽
善
」に
滑
り
落
ち
て
い
く
可
能
性
が
常
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
化
し
つ
つ
、
問
題
解

決
を
目
指
す
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
論
を
解
釈
し
再
構
成
し
て
い
く
こ
と
が
「
人
格
」
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
。

注１
）

K
.
Ja
sp
ers,

P
h
ilo
so
p
h
isch
e A
u
to
b
io
g
ra
p
h
ie,
S
erie P

ip
er,
1977,

S
.37f.

（
重
田
英
世
訳
『
哲
学
的
自
伝
』（
理
想
社
、
一
九
六
五
）
五
三
頁
）。

以
下
、
本
文
で
引
用
し
た
邦
訳
は
一
部
変
更
を
加
え
て
い
る
。

２
）

Ja
sp
ers,

ib
id
.,
S
.34

（
同
上
書
四
六
頁
）。

３
）

K
.Ja
sp
ers,
R
ech
en
sch
a
ft u
n
d
 
A
u
sb
lick
.
R
ed
en
 
u
n
d
 
A
u
fsa
tze.
R
.P
ip
er
&
C
o
.V
erla
g
,1951,S

.330

（
ヤ
ス
パ
ー
ス
協
会
訳
（『
現
代
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
精
神
的
課
題
』（
創
元
社
、
一
九
五
四
））
一
七
二
頁
）。

４
）

K
.
Ja
sp
ers,

E
in
fu
h
ru
n
g
 
in
 
d
ie P
h
ilo
so
p
h
ie,
A
rtem

is,
1950,

S
.25

（
草
薙
正
夫
訳
『
哲
学
入
門
』（
新
潮
文
庫
、
一
九
四
九
）
三
〇
頁
）。

５
）

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
当
時
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
に
お
い
て
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
を
は
じ
め
と
す
る
「
職
業
哲
学
者
仲
間
」
か
ら
「
異
邦
人
と
み
な
さ
れ
て
」

い
た
。
そ
し
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
死
に
際
し
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
リ
ッ
ケ
ル
ト
か
ら
「
き
み
が
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
ひ
と
つ
の
哲
学

を
編
み
出
そ
う
と
、
そ
れ
は
き
み
の
勝
手
だ
」、「
し
か
し
き
み
が
彼
を
哲
学
者
と
呼
ぶ
な
ど
と
は
、
非
常
識
も
極
ま
る
」
と
批
判
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
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（Ja
sp
ers,

P
h
ilo
so
p
h
isch
e A
u
to
b
io
g
ra
p
h
ie,
S
.38f.

（『
哲
学
的
自
伝
』
五
四
｜
五
五
頁
））。

６
）

K
.Ja
sp
ers,
M
a
x
 
W
eb
er
,S
erie P

ip
er,1988,S

.98

（
樺
俊
雄
訳
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
』（
理
想
社
、
一
九
六
五
）
八
七
頁
）。
も
っ
と
も
ウ
ェ
ー

バ
ー
が
哲
学
的
体
系
を
何
ら
考
え
た
り
教
え
た
り
し
た
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
が
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
彼
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
が
哲
学
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

（ib
id
.,
S
.94

（
同
書
八
〇
頁
））。

７
）

ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
と
、「
価
値
判
断
と
は
、
私
が
具
体
的
固
有
性
の
内
に
あ
る
対
象
に
対
し
て
特
定
の
具
体
的
な
形
で
〞
態
度
を
決
め
る
〝
こ
と
」
で
あ

る
（M

.
W
eb
er,
G
esa
m
m
elte A

u
fsa
tze zu

r
 
W
issen

sch
a
ftsleh

re,
3.A
u
fl.,
J.C
.B
.M
o
h
r,
1968,

S
.252

（
以
下
、G

.
W
.L
.

と
略
記
）（
森
岡
弘
通

訳
「
文
化
科
学
の
論
理
学
の
領
域
に
お
け
る
批
判
的
研
究
」（『
歴
史
は
科
学
か
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
八
）
一
五
六
頁
））。

８
）

K
.
Ja
sp
ers,
K
lein
e S
ch
u
le d
es P
h
ilo
so
p
h
isch
en
 
D
en
k
en
s,
S
erie P

ip
er,
1974,

K
a
p
.
V
II

（
松
浪
新
三
郎
訳
『
哲
学
の
学
校
』（
河
出
書
房
新

社
一
九
八
〇
）

章
）。
な
お
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
を
包
括
的
で
法
哲
学
的
観
点
か
ら
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
拙
稿
「
Ｍ．

ウ
ェ
ー
バ
ー

と
Ｋ．

ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る
価
値
思
考
の
法
哲
学
的
意
義
（
１
）〜（
７
・
完
）
｜

現
代
正
義
論
の
思
想
史
的
背
景
｜

」（『
北
大
法
学
論
集
』
五
八
巻
一

号
〜
五
九
巻
一
号
）
お
よ
び
「
価
値
相
対
主
義
問
題
の
「
克
服
」
の
た
め
に
｜

ウ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
ヤ
ス
パ
ー
ス
へ
」（
同
五
九
巻
二
号
）
を
参
照
。

９
）

そ
の
意
味
で
、
本
論
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価
値
討
議
」
を
継
承
し
た
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
論
に
、
ど
の
よ
う
な
含
意
が
あ
り
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
探
る
筆
者
に
よ
る
一
連
の
研
究
、
す
な
わ
ち
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
及
び
ヤ
ス
パ
ー
ス
か
ら
ア
レ
ン
ト

へ
接
続
さ
れ
る
法
思
想
史
研
究
の
一
環
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
論
は
、
論
文
「
ア
レ
ン
ト
の
「
政
治
理
論
」
に
お
け
る
脱
「
哲
学
」
的
志
向
と
「
政
治

哲
学
」
的
性
格
」（『
法
の
理
論
31
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
二
））、「
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る
「
哲
学
す
る
こ
と
」
の
法
哲
学
的
含
意
」（
大
野
達
司
編
『
社
会
と

主
権
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
四
））
で
示
し
た
議
論
と
内
容
的
に
呼
応
し
て
お
り
、
部
分
的
に
重
な
り
合
う
な
ど
深
い
関
係
が
あ
る
。
併
せ
て
参
照

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

10
）

H
.
A
ren
d
t,
J.
K
o
h
n
(ed
.),
E
ssa
ys in

 
U
n
d
ersta

n
d
in
g
,
H
a
rco
u
rt B
ra
ce
&
C
o
m
p
a
n
y
,
1994,

p
p
.182f.

（
齋
藤
純
一
・
山
田
正
行
・
矢
野
久

美
子
訳
『
ア
レ
ン
ト
政
治
思
想
集
成
１
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
二
）
二
四
七
｜
二
四
八
頁
）。

11
）

A
ren
d
t,
ib
id
.,
p
.183.

（
同
上
書
二
四
八
頁
）。

12
）

A
ren
d
t,
ib
id
.,p
.182.

（
同
上
書
二
四
七
頁
）。
ち
な
み
に
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
そ
の
よ
う
な
「
世
界
観
」
や
「
体
系
」
を
打
ち
立
て
た
、
歴
史
上
最
後
に

現
れ
た
も
の
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
い
う
な
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
こ
そ
、「「
限
界
状
況
」
を
体
験
す
る
の
を
妨
げ
、
そ
も
そ
も
非
哲

学
的
で
し
か
な
い
誤
っ
た
魂
の
平
安
を
与
え
る
空
虚
な
「
殻
」」
を
指
し
示
す
「
生
の
意
味
を
把
握
し
た
と
称
す
る
世﹅
界﹅
観﹅
や
「
全
体
に
つ
い
て
の
整
合
的
な

理
論
」
と
し
て
提
示
さ
れ
る
体
系
」」
を
与
え
る
哲
学
者
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る
「
限
界
状
況
」
に
つ
い
て
は
、K

.
Ja
sp
ers,
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“E
x
isten

zerh
llu
n
g
”,
in
:
P
h
ilo
so
p
h
ie II

,
Ju
liu
s S
p
rin
g
er,
1932,

K
a
p
.
7

（
以
下
、P
h
i.
II

と
略
記
）（
ヤ
ス
パ
ー
ス
（
小
倉
志
祥
・
林
田
新
二
・

渡
辺
二
郎
訳
）『
ヤ
ス
パ
ー
ス
・
マ
ル
セ
ル
』（
中
央
公
論
社
一
九
八
〇
）
四
九
｜
五
四
頁
（
以
下
、『
ヤ
ス
パ
ー
ス
・
マ
ル
セ
ル
』
と
略
記
））。

13
）

A
ren
d
t,
ib
id
.,
p
.185.

（
同
上
書
二
五
一
｜
二
五
二
頁
）。

14
）

A
ren
d
t,
ib
id
.,
p
.441

（
齋
藤
純
一
・
山
田
正
行
・
矢
野
久
美
子
訳
『
ア
レ
ン
ト
政
治
思
想
集
成
２
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
〇
）
二
九
五
頁
）。

15
）

A
ren
d
t,
M
en
 
in
 
D
a
rk T

im
es,p

.74

（（『
暗
い
時
代
の
人
々
』
一
一
九
｜
一
二
〇
頁
）、A

ren
d
t,
E
ssa
ys in

 
U
n
d
ersta

n
d
in
g
,p
.441

『
ア
レ
ン
ト

政
治
思
想
集
成
２
』
二
九
四
｜
二
九
五
頁
）。

16
）

A
ren
d
t,
ib
id
.,
p
.186

（『
ア
レ
ン
ト
政
治
思
想
集
成
１
』
二
五
二
｜
二
五
三
頁
）。

17
）

A
ren
d
t,
ib
id
.,
p
.183

（
同
上
書
二
四
八
頁
）。

18
）

A
ren
d
t,
ib
id
.,
p
.186

（
同
上
書
二
五
三
頁
）。

19
）

ア
レ
ン
ト
自
身
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
現
わ
れ
話
し
出
す
と
、
す
べ
て
が
明
確
に
な
る
の
で
す
よ
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
は
、
他
の
誰

に
も
見
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
率
直
さ
、
信
頼
性
、
語
り
合
い
に
お
け
る
制
約
の
な
さ
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
」（A

ren
d
t,
ib
id
.,p
.22

（
同
上
書
三
二
頁
））。

20
）

A
ren
d
t,
ib
id
.,
p
.183

（
同
上
書
二
四
八
頁
）。

21
）

A
ren
d
t,
ib
id
.,
p
.443

（『
ア
レ
ン
ト
政
治
思
想
集
成
２
』
二
九
七
頁
）。

22
）

A
ren
d
t,
ib
id
.,
p
.443

（
同
上
書
二
九
八
頁
）。

23
）

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
ア
レ
ン
ト
に
よ
っ
て
「
政
治
的
自
由
の
最
大
の
実
験
で
あ
る
こ
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
世
界
と
、
他
面
全
体
主
義
の
も
ろ
も
ろ
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
、
以
前
に
私
が
で
き
た
以
上
に
よ
く
見
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
た
だ
し
あ
ち
こ
ち
の
点
で
私
が
幾
分
手
間
取
り
ま
し
た
の
は
、
彼
女
に
は
マ
ッ

ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
思
惟
形
式
、
研
究
方
法
、
理
解
が
な
じ
め
な
か
っ
た
せ
い
に
す
ぎ
ま
せ
ん
」と
述
べ
て
い
る（Ja

sp
ers,
P
h
ilo
so
p
h
isch
e A
u
to
b
io
g
ra
-

p
h
ie,
S
.81

（『
哲
学
的
自
伝
』
一
二
四
頁
）。）。

24
）

W
eb
er,
G
.
W
.L
.,
S
.158f.

（
富
永
祐
治
・
立
野
保
男
訳
、
折
原
浩
補
訳
『
社
会
科
学
と
社
会
政
策
に
か
か
わ
る
認
識
の
「
客
観
性
」』（
岩
波
文
庫
、
一

九
九
八
）
五
〇
｜
五
一
頁
）。

25
）

Ja
sp
ers,
P
h
i.
II
,
S
.114.

（『
ヤ
ス
パ
ー
ス
・
マ
ル
セ
ル
』
一
七
二
頁
）。
な
お
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
以
下
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「「
正
し
さ
」
の
伝

達
可
能
性
｜

ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
議
論
を
手
が
か
り
に
」（
井
上
匡
子
・
大
野
達
司
・
菅
原
寧
格
編
『
公
共
空
間
に
お
け
る
個
の
自
律
』（
風
行

社
、
二
〇
〇
九
））
二
一
四
頁
以
下
を
参
照
。

26
）

Ja
sp
ers,

ib
id
.,
S
.116.

（『
ヤ
ス
パ
ー
ス
・
マ
ル
セ
ル
』
一
七
四
頁
）。
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27
）

Ja
sp
ers,

ib
id
.,
S
.114.

（
同
上
書
一
七
二
頁
）。

28
）

K
.
Ja
sp
ers,

D
ie Id

ee d
er
 
U
n
iv
ersita

t,
S
p
rin
g
er,
1961,

S
.88.

（
森
昭
訳
『
大
学
の
理
念
』（
理
想
社
、
一
九
五
五
）
一
二
一
頁
）。

29
）

Ja
sp
ers,

ib
id
.,
89

（
同
上
書
一
二
七
頁
）。

30
）

W
eb
er,
G
.
W
.L
.,
S
.149

（『
客
観
性
』
三
〇
｜
三
一
頁
）。

31
）

W
eb
er,
ib
id
.,S
.541,S

.427

（
清
水
幾
太
郎
訳
『
社
会
学
の
根
本
概
念
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
七
二
）
七
頁
、
林
道
義
訳
『
理
解
社
会
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
』

一
一
頁
（
岩
波
文
庫
、
一
九
六
八
））

32
）

W
eb
er,
ib
id
.,
S
.545

（『
社
会
学
の
根
本
概
念
』
一
三
頁
）。
ち
な
み
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
「
社
会
学
」
と
は
「
社
会
的
行
為
を
解
釈
に
よ
っ
て

理
解
す
る
と
い
う
方
法
で
社
会
的
行
為
の
過
程
お
よ
び
結
果
を
因
果
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
科
学
」
で
あ
り
、「
行
為
」
が
、「
単
数
或
は
複
数
の
行
為
者

が
主
観
的
な
意
味
を
含
ま
せ
て
い
る
限
り
の
人
間
行
動
」
を
指
す
こ
と
は
、
既
に
「
社
会
学
」
と
い
う
学
問
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
（ib

id
.,S
.542

（
同
上

書
八
頁
））。

33
）

W
eb
er,
ib
id
.,
S
.546

（
同
上
書
一
四
頁
）。

34
）

W
eb
er,
ib
id
.,
S
.546ff.

（
同
上
書
一
四
｜
一
六
頁
）。

35
）

H
.
A
ren
d
t,
O
n
 
R
ev
o
lu
tio
n
,
P
en
g
u
in B

o
o
k
s,
1990.

36
）

A
ren
d
t,
ib
id
.,
p
.86

（
志
水
速
雄
訳
『
革
命
に
つ
い
て
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
五
）
一
四
二
頁
）。

37
）

A
ren
d
t,
ib
id
.,
p
p
.87
88

（
同
上
書
一
四
五
頁
）。

38
）

A
ren
d
t,
ib
id
.,
p
.92

（
同
上
書
一
五
二
頁
）。

39
）

同
上
。

40
）

同
上
。

41
）

A
ren
d
t,
ib
id
.,
p
.91

（
同
上
書
一
五
〇
頁
）。

42
）

A
ren
d
t,
ib
id
.,
p
.91

（
同
上
書
一
五
〇
｜
一
五
一
頁
）。

43
）

A
ren
d
t,
ib
id
.,
p
.97

（
同
上
書
一
五
八
頁
）。

44
）

要
す
る
に
、「
法
廷
に
入
る
の
は
自
然
的
自
我
で
は
な
い
。
法
の
前
に
現
わ
れ
る
の
は
法
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
、
権
利
義
務
を
有
す
る
人
格
で
あ
る
」と
も

述
べ
ら
れ
て
い
る
（ib

id
.,
p
.97

（
同
上
書
一
五
八
｜
一
五
九
頁
））。

45
）

A
ren
d
t,
ib
id
.,
p
.97

（
同
上
書
一
五
九
頁
）。
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46
）

同
上

47
）

以
下
、
本
段
落
の
引
用
はA

ren
d
t,
ib
id
.,
p
p
.97
98

（
同
上
書
一
五
九
｜
一
六
〇
頁
）。

48
）

A
ren
d
t,
ib
id
.,
p
.96

（
同
上
書
一
五
七
頁
）。

49
）

A
ren
d
t,
ib
id
.,
p
.98

（
同
上
書
一
六
一
頁
）。

50
）

A
ren
d
t,
ib
id
.,
p
.98

（
同
上
書
一
六
〇
頁
）。

51
）

A
ren
d
t,
ib
id
.,
p
.99

（
同
上
書
一
六
一
頁
）。

52
）

A
ren
d
t,
ib
id
.,
p
.98

（
同
上
書
一
六
一
頁
）。

53
）

A
ren
d
t,
ib
id
.,
p
.86

（
同
上
書
一
四
三
頁
）。

54
）

以
下
、
本
段
落
と
次
段
落
の
引
用
はib

id
.,
p
.87

（
同
上
書
一
四
四
頁
）
に
よ
る
。

55
）

W
eb
er,
G
.
W
.L
.,
S
.158f.

（『
客
観
性
』
五
〇
｜
五
一
頁
）。

56
）

M
.
W
eb
er,
“D
ie p
ro
testa

n
tisch

e E
th
ik u
n
d d
er
»G
eist«

d
es K

a
p
ita
lism
u
s”,
G
esa
m
m
elte A

u
fsa
tze zu

r R
elig
io
n
sso
zio
lo
g
ie,
B
d
.
1,

1920,
S
.93

（
大
塚
久
雄
訳
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
《
精
神
》』（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
）
一
八
三
頁
）。

57
）

M
.
W
eb
er,
“K
o
n
fu
zia
n
ism
u
s u
n
d T
a
o
ism
u
s”,
in
:
M
a
x
 
W
eb
er G

esa
m
ta
u
sg
a
b
e
(A
b
teilu

n
g
1:
S
ch
riften u

n
d R
ed
en
,
B
d
.19.),

J.C
.B
.

M
o
h
r,
1989,

S
.472,

467f.,
460ff.

（
大
塚
久
雄
・
生
松
敬
三
訳
「
儒
教
と
ピ
ュ
ウ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」（『
宗
教
社
会
学
論
選
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
二
））

一
九
九
、
一
九
二
、
一
八
二
頁
）。

58
）

M
.W
eb
er,
W
irtsch

a
ft u
n
d
 
G
eselsch

a
ft
(G
ru
n
d
riss d

er v
ersteh

en
d
en S
o
zio
lo
g
ie),5.rev

id
ierte A

u
fl.,J.C

.B
.M
o
h
r,1972,S

.726

（
世

良
晃
志
郎
訳
『
支
配
の
社
会
学

』（
創
文
社
、
一
九
六
二
）
六
五
五
頁
）。

59
）

注
25
を
参
照
。

60
）

Ja
sp
ers,

D
ie Id

ee d
er
 
U
n
iv
ersita

t,
88f.

（
森
昭
訳
『
大
学
の
理
念
』（
理
想
社
、
一
九
五
五
）
一
二
一
頁
、
一
二
七
頁
）。

61
）

Ja
sp
ers,

P
h
i.
II
,
S
.13

（『
ヤ
ス
パ
ー
ス
・
マ
ル
セ
ル
』
六
二
頁
）。

62
）

こ
こ
で
の
議
論
に
つ
い
て
は
、Ja

sp
ers,

P
h
i.
II
,
S
.1

（
同
上
書
四
九
｜
五
〇
頁
）
を
参
照
。

63
）

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、「
私
は
私
自
身
の
行
為
の
み
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
意
味
を
獲
得
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
は
そ
れ
を
他
人
の
行
為

が
出
迎
え
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
彼
に
と
っ
て
他
者
存
在
と
は
、「
わ
れ
わ
れ
両
者
は
相
互
承
認
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
わ
れ
わ
れ
自
身
と
な
る
」
よ
う

な
存
在
以
外
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
の
「
相
互
承
認
」
に
は
、「
私
」
と
他
者
存
在
と
が
、
互
い
に
手
段
的
存
在
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
合
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う
、
と
い
っ
た
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
私
」
に
と
っ
て
は
、
他
者
存
在
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
尊
厳
を
も
っ
た
「
他
者
」
と
し
て
現
れ
て
く
る

こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
私
の
可
能
的
な
自
己
存
在
の
深
み
か
ら
、
他
人
の
う
ち
に
あ
る
同
じ
可
能
性
か
ら
話
し
か
け
ら
れ

て
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
私
は
、
そ
の
つ
ど
の
唯
一
の
他
者
と
共
に
、
私
が
そ
れ
で
あ
る
も
の
と
な
る
」
の
で

あ
っ
て
、「
わ
れ
わ
れ
両
者
は
相
互
承
認
に
お
い
て
は
じ
め
て
わ
れ
わ
れ
自
身
と
な
る
」
か
ら
で
あ
る
（Ja

sp
ers,
ib
id
.,
S
.57

（
同
上
書
一
一
〇
｜
一
一
一

頁
））。

64
）

Ja
sp
ers,

ib
id
.,
S
.54f.

（
同
上
書
一
〇
八
頁
）。

65
）

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、「
現
存
在
」／「
可
能
的
実
存
」
か
ら
「
実
存
」
を
開
明
し
て
い
く
た
め
の
根
源
、
原
動
力
と
し
て
「
不
満
」
を
位
置
付
け
、「
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る
不
満
は
実
存
へ
突
破
す
る
た
め
の
根
源
で
あ
り
、
そ
の
突
破
を
開
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
た
め
の
根
源
で
あ
る
。
…
…
実
存
開
明

は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
満
の
経
験
と
と
も
に
始
ま
る
」（Ja

sp
ers,

ib
id
.,
S
.55

（
同
上
書
一
〇
九
頁
））、
と
述
べ
て
い
る
。

66
）

ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
る
と
、「
討
議
は
本
来
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
で
あ
る
が
、
ま
だ
（
単
に
そ
れ
だ
け
を
も
っ
て
し
て
も
｜

菅
原
注
）
そ
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
現
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。（
現
存
在
と
し
て
の
｜

菅
原
注
）可
能
的
実
存
は
、
自
己
の
信
念
と
意
欲
と
の
意
味
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
討
議
に
入
る
。
討
議
す
る
者
は
両
方
と
も
、
自
分
た
ち
が
本
来
何
を
考
え
て
い
る
か
を
ま
だ
知
ら
な
い
。
彼
ら
は
そ
の
討
議
に
お
い
て
、
あ
の

根
源
、
す
な
わ
ち
そ
こ
に
お
い
て
彼
ら
が
一
致
し
た
り
一
致
し
な
か
っ
た
り
す
る
と
こ
ろ
の
、
…
…
根
源
に
到
達
し
よ
う
と
努
め
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら

の
原
理
は
彼
ら
に
と
っ
て
直
ち
に
相
対
的
と
な
る
。
…
…
も
し
実
存
的
結
合
に
お
け
る
信
頼
の
意
識
が
他
の
根
源
か
ら
し
て
既
に
強
力
に
な
っ
て
い
る
な
ら

ば
、
そ
の
と
き
に
は
討
議
の
こ
の
形
式
は
一
つ
の
自
己
存
在
の
他
の
自
己
存
在
と
の
絶
え
間
な
き
哲
学
的
開
明
へ
の
道
で
あ
る
」（Ja

sp
ers,
ib
id
.,S
.100

（
同

上
書
一
五
六
｜
一
五
七
頁
））。

67
）
「
暴
力
を
と
も
な
っ
た
闘
い
」
と
は
、「
強
制
し
、
制
限
し
、
抑
圧
す
る
と
い
う
働
き
を
す
る
」
一
切
の
闘
い
を
意
味
し
、「
現
存
在
が
暴
力
を
と
も
な
っ
た

闘
い
に
固
く
結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
じ
つ
は
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
ど
う
に
も
な
ら
な
い
（
現
存
在
に
と
っ
て
の
｜

菅
原
注
）
限

界
状
況
」
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（Ja

sp
ers,

ib
id
.,
S
.235,

S
.239

（
同
上
書
三
二
二
頁
、
三
二
九
頁
））。

68
）

こ
こ
で
は
、「
闘
い
と
い
う
こ
と
が
も
つ
二
つ
の
本
質
的
に
異
な
っ
た
様
式
」
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
曰
く
、「
闘
い
」
と
は
「
暴
力
を
と
も
な
っ
た
闘
い
」

で
あ
る
と
同
時
に
、「
他
者
と
共
に
私
に
開
示
さ
れ
る
」
よ
う
な
「
闘
い
」
の
あ
り
方
も
あ
り
う
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（Ja

sp
ers,
ib
id
.,S
.64,235

（
同

上
書
一
一
八
、
三
二
二
頁
））。

69
）

Ja
sp
ers,

ib
id
.,
S
.65

（
同
上
書
一
一
九
頁
）。

70
）

Ja
sp
ers,

ib
id
.,
S
.65ff.

（
同
上
書
一
二
〇
｜
一
二
一
頁
）。
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71
）
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
成
り
立
つ
前
提
と
し
て
、「
討
議
し
て
い
る
二
人
は
、
と
も
に
知
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
。
両
者
は
明
白
な
事
実
を
み
と
め

る
と
と
も
に
、
も
ろ
も
ろ
の
矛
盾
を
認
め
る
。
両
者
は
お
た
が
い
に
耳
を
傾
け
る
。
両
者
は
お
た
が
い
に
忌
避
し
な
い
こ
と
を
欲
す
る
。
し
か
も
両
者
は
、

対
立
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
分
の
究
極
的
な
目
標
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
欲
す
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（Ja

sp
ers,
K
lein
e S
ch
u
le d
es P
h
ilo
so
-

p
h
isch
en
 
D
en
k
en
s,
S
.77f.

（『
哲
学
の
学
校
』
一
二
三
頁
））。

72
）

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、「
了
解
し
が
た
い
も
の
」
こ
そ
が
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
根
底
に
あ
る
と
考
え
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
了
解
可
能
な
も

の
は
実
は
了
解
し
が
た
い
も
の
の
う
ち
に
あ
る
共
同
体
の
た
め
の
媒
介
で
あ
り
、了
解
し
が
た
い
も
の
を
明
晰
化
の
無
限
の
過
程
へ
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。

…
…
だ
か
ら
、
単
に
了
解
可
能
な
も
の
が
主
要
関
心
事
と
な
れ
ば
、
…
…
万
事
が
水
の
よ
う
に
透
明
に
合
理
化
さ
れ
る
な
ら
ば
、
共
同
体
と
し
て
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
消
失
す
る
」（Ja

sp
ers,

P
h
i.
II
,
S
.62

（『
ヤ
ス
パ
ー
ス
・
マ
ル
セ
ル
』
同
上
書
一
一
七
頁
））。

73
）

Ja
sp
ers,

ib
id
.,
S
.243ff.

（
同
上
書
三
三
六
｜
三
三
七
頁
）。

74
）

A
ren
d
t,
O
n
 
R
ev
o
lu
tio
n
,
p
.83

（『
革
命
に
つ
い
て
』
一
三
八
頁
）。

〔
付
記
〕脱
稿
後
、
二
〇
一
五
年
一
月
二
四
日
に
開
催
さ
れ
た
法
理
学
研
究
会
に
お
い
て
本
稿
の
骨
子
を
報
告
す
る
機
会
を
得
た
。
有
益
な
批
判
と
コ
メ
ン
ト
を

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
先
生
方
に
は
、
記
し
て
謝
意
を
評
し
た
い
。
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
平
成
二
四
〜
二
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
（
Ｂ
）：

課
題

番
号
二
四
七
三
〇
〇
〇
四
）
の
支
援
を
受
け
た
。
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