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０
．
問
題
設
定

本
稿
の
目
的
は
、
精
神
分
析
家
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
に
お
い
て
、
認
識
論
と
存

在
論
の
議
論
の
枠
組
み
が
ど
の
よ
う
に
交
錯
し
、
い
か
に
両
者
の
対
立
が
乗
り
越

え
ら
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。

認
識
主
体
が
、
自
ら
の
経
験
の
蓄
積
を
背
景
と
し
て
「
世
界
」
を
意
味
づ
け
る

と
す
る
認
識
批
判
の
立
場
は
、
近
代
哲
学
に
お
け
る
様
々
な
理
論
的
革
新
を
も
た

ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
他
方
で
そ
れ
は
、
認
識
主
体
自
体
の
「
存
在
」
の
問

題
を
宙
づ
り
に
す
る
こ
と
で
、
拒
否
さ
れ
た
は
ず
の
存
在
論
的
な
議
論
を
呼
び
込

ん
だ
。
認
識
批
判
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
「
素
朴
」
な
形
而
上
学
的
存
在
論
と
は

異
な
る
存
在
論
の
可
能
性
は
、
２
０
世
紀
以
降
の
哲
学
で
様
々
な
か
た
ち
で
議
論

さ
れ
、
今
日
な
お
継
続
し
て
い
る
問
題
だ
と
い
え
よ
う
。

本
稿
の
試
み
は
、
精
神
分
析
家
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
の
テ
ク
ス
ト
に
、
上
記

の
よ
う
な
哲
学
的
な
議
論
の
枠
組
み
を
適
用
し
、
そ
こ
に
問
題
の
解
決
を
見
出
そ

う
と
す
る
も
の
に
な
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
問
題
設
定
に
お
い
て
す
で

に
、
い
く
つ
か
の
説
明
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
に

は
、
ラ
カ
ン
の
テ
ク
ス
ト
を
「
哲
学
」
と
見
な
し
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
哲
学
の

側
か
ら
の
疑
念
。
も
う
ひ
と
つ
は
、ラ
カ
ン
の
精
神
分
析
の
立
場
か
ら
そ
こ
に「
哲

学
」
を
読
み
込
む
こ
と
を
拒
否
す
る
視
点
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の

内
容
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
事
柄
と
な
る
た
め
、
こ
こ
で
あ
え
て
確
認
す
る
問
題

で
は
な
い
。
だ
が
、
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
段
階
で
ひ
と
こ
と
本
稿
の

立
場
を
断
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
精
神
分
析
は
哲
学
か
否
か
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
、
本
稿
が
と
る
立
場
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

実
際
、
精
神
分
析
は
、
ラ
カ
ン
自
身
が
い
う
よ
う
に
、
臨
床
的
な
実
践
を
含
む

限
り
に
お
い
て
、
理
論
と
し
て
独
立
に
語
り
う
る
も
の
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、

セ
ミ
ネ
ー
ル
に
お
け
る
ラ
カ
ン
の
語
り
自
体
を
ひ
と
つ
の
「
臨
床
」
と
み
な
す
ラ

カ
ン
派
の
精
神
分
析
に
お
い
て
は
、理
論
的
な
事
柄
の
提
示
も
ま
た
「
教
育
分
析
」

の
実
践
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
ラ
カ
ン
の
テ
ク
ス
ト
を
、

そ
れ
が
語
ら
れ
る
文
脈
か
ら
離
れ
て
抽
象
化
す
る
こ
と
は
、
精
神
分
析
に
お
い
て

重
要
視
さ
れ
る
「
語
る
こ
と
の
効
果
」
を
「
語
ら
れ
た
こ
と
」
の
背
後
に
消
し
去

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
精
神
分
析
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
理
論

的
抽
象
に
よ
っ
て
普
遍
的
な
概
念
を
語
り
う
る
と
考
え
る
哲
学
の
「
語
り
」
は
、

そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
「
病
」
の
類
型
と
し
て
、
分
析
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
実
践
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
精
神
分
析
の
テ
ク
ス
ト

が
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
理
論
的
な
枠
組
み
を
欠
く
も
の
で
は
な
い
。「
語
る
こ

と
（
実
践
）」
と
「
語
ら
れ
る
こ
と
（
理
論
）」
の
間
に
存
す
る
隔
た
り
を
示
す
こ

と
を
ひ
と
つ
の
目
的
と
す
る
精
神
分
析
の
語
り
は
、
実
践
に
お
い
て
の
み
見
出
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
が
ひ
と
つ
の
明
確
な
論
理
に
支
え
ら
れ
た
も
の

と
な
っ
て
い
る
。「
語
る
こ
と
」
と
「
語
ら
れ
た
こ
と
」
の
間
の
差
異
を
含
め
て
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論
理
化
す
る
作
業
自
体
は
、
本
稿
の
課
題
か
ら
外
れ
る
が
、
哲
学
に
お
い
て
認
識

論
と
存
在
論
の
交
錯
と
し
て
知
ら
れ
る
問
題
は
、
ラ
カ
ン
の
精
神
分
析
の
論
理
的

構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
補
助
線
と
な
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下
、
セ
ミ
ネ
ー
ル
十
一
巻
に
お
け
る
ラ
カ
ン
の
議
論
を
主
軸
に
し
な
が
ら
、

ラ
カ
ン
に
お
け
る
認
識
論
と
存
在
論
の
交
錯
の
問
題
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
て

い
く
こ
と
に
し
た
い
。

１
．
ラ
カ
ン
に
お
け
る
「
存
在
」
の
概
念

ラ
カ
ン
に
お
け
る
認
識
論
と
存
在
論
の
交
錯
を
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
は
ラ
カ

ン
自
身
が
自
ら
の
理
論
の
「
存
在
論
」
を
語
る
場
面
を
見
て
お
く
。
セ
ミ
ネ
ー
ル

十
一
巻
に
収
め
ら
れ
た
ラ
カ
ン
の
テ
ク
ス
ト
は
、
ラ
カ
ン
が
国
際
精
神
分
析
学
会

か
ら
「
破
門
」
さ
れ
た
後
、
精
神
分
析
家
以
外
の
聴
衆
に
も
開
か
れ
た
か
た
ち
で

行
わ
れ
た
は
じ
め
て
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
を
文
字
に
起
こ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
当
時
エ
コ
ー
ル
＝
ノ
ル
マ
ル
の
学
生
で
、
の
ち
に
ラ
カ
ン
の
娘
婿
と
な
る
ジ
ャ

ッ
ク
＝
ア
ラ
ン
・
ミ
レ
ー
ル
が
最
初
に
し
た
質
問
が
、「
ラ
カ
ン
の
存
在
論
と
は

何
か
」
を
問
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
精
神
分
析
の
文
脈
と
い
う
よ
り
も
明
ら

か
に
哲
学
的
な
議
論
の
枠
組
み
を
前
提
と
し
た
ミ
レ
ー
ル
の
質
問
に
対
し
て
、
従

来
ま
で
の
ラ
カ
ン
で
あ
れ
ば
、精
神
分
析
と
哲
学
の
差
異
を
強
調
し
質
問
者
の「
語

り
」の
盲
目
性
を
皮
肉
に
示
し
て
見
せ
る
と
い
う
態
度
を
見
せ
た
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
こ
こ
で
ラ
カ
ン
は
お
そ
ら
く
は
非
常
に
珍
し
く
、
ミ
レ
ー
ル
の
質
問
に
正

面
か
ら
向
き
合
っ
て
解
答
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
精
神
分
析
に
お
け
る
「
無
意

識
」
の
あ
り
方
を
、
ラ
カ
ン
が
「
存
在
論
」
と
の
対
比
で
語
ろ
う
と
す
る
珍
し
い

場
面
を
引
い
て
お
こ
う
。

無
意
識
の
裂
け
目
、
そ
れ
を
我
々
は
「
前
存
在
論
的
（pré-ontologique

）」

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。〔
中
略
〕無
意
識
は
存
在
す
る
の
で
も
な
く
、

存
在
し
な
い
の
で
も
な
く
、
実
現
さ
れ
な
い
も
の
（non-réalisé

）
に
属
し
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。［S.X

I, 
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］

「
無
意
識
」
に
つ
い
て
語
る
文
脈
で
ラ
カ
ン
は
、
そ
の
概
念
と
「
存
在
論
」
と

の
関
わ
り
を
こ
こ
で
示
し
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
、「
前
存
在
論
的
」
と
い
う
特

殊
な
言
い
方
で
「
存
在
論
」
の
枠
組
み
の
手
前
に
あ
る
周
縁
の
領
野
を
示
し
て
見

せ
る
と
い
う
方
法
を
と
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
無
意
識
は
存
在
す
る
の
で
も
な
く
、

存
在
し
な
い
の
で
も
な
い
」
と
い
う
表
現
は
、「
存
在
」
と
い
う
こ
と
の
問
題
の

外
側
に
無
意
識
と
い
う
概
念
を
お
く
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、「
無
意

識
を
含
む
す
べ
て
の
も
の
は
存
在
す
る
か
否
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
る
」
と
い
う
大

前
提
が
排
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
親
切
と
は
い
い
が
た
い
ラ
カ
ン
の
議
論
を
理
解
す
る
た
め
に

は
、
ミ
レ
ー
ル
の
質
問
が
ま
さ
に
対
象
と
し
て
い
た
議
論
を
見
直
し
て
み
る
必
要

が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
生
ま
れ
な
か
っ
た
も
の
（non-né

）」
を
「
辺
土
」
へ

と
流
す
「
堕
胎
屋
」
と
し
て
の
無
意
識
の
抑
圧
の
機
能
と
、
流
さ
れ
た
「
水
子
の

霊 

（larve

）」（
１
）を

呼
び
起
こ
そ
う
と
努
め
る
精
神
分
析
の
役
割
が
語
ら
れ
て
い

た
。
社
会
的
な
コ
ー
ド
に
適
合
し
な
い
も
の
が
、
は
じ
め
か
ら
「
生
ま
れ
な
か
っ

た
も
の
」
と
し
て
意
識
さ
れ
な
い
ま
ま
に
葬
ら
れ
る
あ
り
方
を
、「
無
意
識
」
の

領
域
の
事
柄
と
し
て
ラ
カ
ン
は
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
ラ
カ
ン
に
よ
っ
て
「
前
存
在
論
的
」
と
形
容
さ
れ
る
「
実
現
さ
れ

な
い
も
の
（non-réalisé

）」
の
あ
り
方
と
は
、文
脈
を
補
正
し
て
考
え
れ
ば
、「
堕

胎
屋
」
と
し
て
の
抑
圧
を
受
け
て
、
意
識
さ
れ
な
い
ま
ま
に
止
ま
る
も
の
を
示
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
生
ま
れ
な
か
っ
た
水
子
の
霊
」
は
、
存
在
す
る
の
で
も

な
く
、
存
在
し
な
い
の
で
も
な
く
、
端
的
に
存
在
を
問
題
と
す
る
地
平
に
な
い
。

「
前
存
在
論
的
」と
い
う
記
述
に
よ
っ
て
ラ
カ
ン
は
、「
存
在
」の「
現
実（réalité

）」

と
し
て
「
生
ま
れ
る
＝
実
現
さ
れ
る
」
手
前
の
事
柄
を
示
そ
う
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
我
々
は
ラ
カ
ン
が
語
る
「
存
在
」
の
概
念
を
、
ひ
と
つ
の
「
現
実
」
と

し
て
意
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
を
指
し
示
す
も
の
と
し
て
理
解
す
る
道
筋
を
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
ラ
カ
ン
に
お
け
る
「
存
在
」
と
は
、意
識
の
も
と
に
「
現
実
」
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と
し
て
認
識
さ
れ
る
も
の
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

２
．
精
神
分
析
の
「
認
識
論
」

だ
が
、
意
識
的
に
認
識
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
ひ
と
は
い
か
に
語
る
こ
と

が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
そ
の
点
に
、
哲
学
に
お
け
る
認
識
論
と
存
在
論

の
交
錯
の
問
題
が
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
。

ひ
と
が
そ
れ
と
し
て
認
識
で
き
る
も
の
の
外
部
の
も
の
を
語
り
う
る
か
否
か
、

と
い
う
問
題
は
、
哲
学
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
認
識
批
判
の
文
脈
で
問
わ
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
カ
ン
ト
の
認
識
論
は
、
そ
れ
自
体
は
盲
目
な
「
直
観
」

と
「
概
念
」
が
結
合
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
対
象
が
何
も
の
か
と
し
て
主
体
に

意
識
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
ひ
と
は
「
物
自
体
」
を
直
接
認
識
す
る
の
で
は
な

く
、
経
験
に
立
ち
現
れ
る
「
現
象
」
を
概
念
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
何
も

の
か
を
理
解
す
る
。
哲
学
的
な
認
識
論
の
枠
組
み
で
考
え
る
な
ら
ば
、「
存
在
」

す
る
も
の
は
す
べ
て
認
識
主
体
に
よ
っ
て
そ
れ
と
し
て
意
識
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
外
部
に
何
ら
か
の
も
の
（
カ
ン
ト
で
い
え
ば
「
物
自
体
」）
を
想
定
す

る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
語
り
え
な
い
も
の
」
と
し
て
し
か
示
し

え
な
い
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
意
識
の
外
に
お
か
れ
る
「
無
意
識
」
に
つ
い

て
、
ひ
と
は
い
か
に
語
り
う
る
の
か
。
そ
の
問
題
は
、
精
神
分
析
と
「
観
念
論
」

の
関
係
を
問
い
直
す
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

精
神
分
析
は
観
念
論
か

精
神
病
に
お
い
て
立
ち
現
れ
る
様
々
な
「
妄
想
」
は
、
一
般
的
な
文
脈
に
お
い

て
は
「
非
現
実
的
」
な
も
の
と
し
か
あ
り
え
な
い
。
精
神
病
者
が
認
識
す
る
「
現

実
」
は
、
彼
の
「
妄
想
」
で
あ
っ
て
一
般
的
に
は
「
現
実
」
に
適
さ
な
い
も
の
と

見
な
さ
れ
る
。
だ
が
、
博
士
論
文
を
執
筆
す
る
ラ
カ
ン
が
語
っ
て
い
た
よ
う
に
、

一
般
的
な
文
脈
に
お
い
て
「
非
現
実
的
」
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
事
柄
も
ま
た
、

患
者
の
内
面
に
お
い
て
は
あ
る
必
然
性
を
も
っ
て
現
れ
て
い
る
。
認
識
に
お
け
る

「
現
実
性
」
の
判
定
は
「
内
因
的
」
な
も
の
で
あ
り
、精
神
病
者
の
妄
想
も
ま
た
、

内
在
的
な
必
然
性
を
も
つ
こ
と
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
判
定
す
る
主
体

に
と
っ
て
は
「
現
実
」
と
見
な
さ
れ
う
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
だ
と
す
れ
ば
、
精
神
分
析
は
認
識
批
判
の
枠
組
み
に
準
拠
す
る
よ
う
な

「
一
種
の
観
念
論
」
と
見
な
し
う
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
外
界
か
ら
得
ら

れ
る
情
報
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
は
「
盲
目
」
で
あ
り
、
主
体
の
な
か
で
錯
綜

し
た
「
概
念
」
と
結
び
つ
け
ば
、
妄
想
的
な
認
識
が
形
成
さ
れ
る
。
精
神
病
者
の

認
識
の
構
造
を
「
内
因
性
」
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
議
論
の
方
向
は
、
精
神
分

析
を
「
観
念
論
」
の
方
へ
と
近
づ
け
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、

ラ
カ
ン
は
精
神
分
析
を
こ
の
種
の
「
観
念
論
」
に
還
元
す
る
見
方
を
明
確
に
し
り

ぞ
け
る
。

精
神
分
析
は
一
見
す
る
と
こ
ろ
、
我
々
を
一
種
の
観
念
論
へ
導
く
も
の
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。〔
中
略
〕
し
か
し
、
精
神
分
析
経

験
の
第
一
歩
以
来
の
歩
み
を
見
る
な
ら
ば
、
精
神
分
析
は
決
し
て
我
々
に
「
人

生
は
幻
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
信
じ
込
ま
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
す
。
分
析
ほ
ど
に
経
験
の
核
心
に
お
い
て
現
実
的
な
も
の
の
核

（noyau du réel

）
へ
と
向
か
う
実
践
は
あ
り
ま
せ
ん
。［S.X

I, 53/71

］

ラ
カ
ン
は
こ
こ
で
「
現
実
（réalité

）」
と
は
異
な
る
「
現
実
的
な
も
の
（le 

réel

）」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
で
精
神
分
析
を
観
念
論
へ
と
還
元
す
る
道

を
遮
断
し
て
い
る
。
精
神
分
析
は
「
現
実
的
な
も
の
」
に
準
拠
し
て
い
る
限
り
に

お
い
て
、
観
念
論
で
は
な
い
と
ラ
カ
ン
は
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
語
ら

れ
る
「
現
実
的
な
も
の
」
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
現
実
の
痕
跡
」

ラ
カ
ン
は
「
現
実
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
、
セ
ミ
ネ
ー
ル
七
巻
に
お
い
て
、
フ

ロ
イ
ト
の
初
期
の
著
作
で
あ
る
『
心
理
学
草
案
』
に
立
ち
戻
り
な
が
ら
検
討
し
て
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い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
本
稿
で
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
２
）

が
、
ご
く
簡
単
に
文
脈
を
復
元
す
る
な
ら
ば
、
ラ
カ
ン
は
そ
こ
で
フ
ロ
イ
ト
が
初

期
に
構
想
し
た
無
意
識
の
機
械
論
的
モ
デ
ル
を
参
照
し
、
ほ
と
ん
ど
唯
物
論
的
と

い
っ
て
い
い
仕
方
で
「
現
実
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
説
明
を
与
え
て
い
る
。「
現

実
的
な
も
の
」
と
は
、
す
な
わ
ち
、
外
的
世
界
の
質
的
連
続
性
か
ら
受
け
た
刺
激

の
最
初
の
痕
跡
で
あ
り
、
そ
の
後
に
続
く
「
思
考
」
は
、
そ
の
刺
激
の
道
筋
を
変

え
る
こ
と
は
で
き
な
い（

３
）。「

自
我
」
に
よ
る
「
思
考
」
は
、
獲
得
し
た
経
験
を

構
造
化
し
、
主
体
に
よ
り
「
現
実
」
に
即
し
た
行
為
を
促
す
も
の
で
あ
る
が
、
最

初
の
知
覚
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
「
現
実
の
痕
跡
」
は
、「
抑
圧
」
を
蒙
り
な
が
ら
も
、

意
識
さ
れ
な
い
ま
ま
に
残
り
続
け
る
と
フ
ロ
イ
ト
は
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

知
覚
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
最
初
の
「
現
実
の
痕
跡
」
は
、
想
像
力
に
よ
る
観

念
の
組
み
換
え
や
概
念
的
な
構
造
の
適
用
の
外
側
で
、
意
識
さ
れ
な
い
ま
ま
に
残

さ
れ
る
。
先
の
引
用
で
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
精
神
分
析
が
そ
の
「
第
一
歩
以

来
」、
経
験
の
「
核
」
と
し
て
き
た
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
現
実
的
な
も
の
」

の
領
域
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ロ
イ
ト
の
初
期
の
著
作
に
も
と
づ
い
て
語

ら
れ
る
「
現
実
的
な
も
の
」
は
、
精
神
分
析
の
理
論
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
ラ

カ
ン
は
い
う
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
当
人
の
意
識
に
上
ら
ず
、
想
像
に
よ
っ
て
も
概
念
的
な
構

造
の
適
用
に
よ
っ
て
も
再
提
示
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
「
現
実
的
な
も
の
」
が
語

ら
れ
る
の
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
。
哲
学
に
お
け
る
認
識
論
上
の
問
題

に
対
す
る
精
神
分
析
の
解
答
は
、
右
の
議
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
自
ず
と
明
ら
か
に

な
る
。
す
な
わ
ち
、
概
念
的
に
語
り
え
な
い
「
現
実
的
な
も
の
」
は
、
意
識
さ
れ

な
い
領
域
ま
で
含
め
た
精
神
の
構
造
を
考
え
る
上
で
理
論
上
要
求
さ
れ
る
も
の
、

す
な
わ
ち
、そ
れ
を
要
請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
経
験
が
可
能
に
な
る
」

と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
ま
さ
に
カ
ン
ト
が
「
超
越
論
的
」
に
要
求
し
た
も
の
の

位
置
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
が
人
間
の
経
験
を
可
能
に
す
る
た
め
の
条
件

と
し
て
「
超
越
論
的
」
に
要
請
し
た
「
自
己
意
識
」
は
、
ま
さ
に
精
神
分
析
の
知

見
に
よ
っ
て
そ
の
理
論
的
妥
当
性
を
揺
る
が
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。カ
ン
ト
は
、

す
べ
て
の
経
験
が
「
私
」
の
経
験
と
し
て
ま
と
め
上
げ
ら
れ
な
い
限
り
、
経
験
は

経
験
と
し
て
成
立
し
な
い
と
し
て
、経
験
を
可
能
に
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て「
統

覚
」
と
い
う
「
自
己
」
の
意
識
を
超
越
論
的
に
要
請
し
た
。
だ
が
、
精
神
分
析
の

知
見
は
、
精
神
病
理
に
お
い
て
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
「
自
己
」
が
そ
の
都
度
の
経

験
に
寸
断
さ
れ
、
統
合
さ
れ
な
い
状
況
が
実
際
に
あ
り
う
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ

う
し
た
無
意
識
の
事
柄
を
含
め
た
「
経
験
」
の
記
述
を
す
る
た
め
に
「
現
実
的
な

も
の
」
の
領
域
が
措
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
意
識
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
精

神
分
析
が
語
る
「
権
利
」
と
は
、ま
さ
に
カ
ン
ト
が
与
え
た
意
味
で
「
超
越
論
的
」

に
要
請
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
「
現
実
的
な
も
の
」
の
領
域
の
あ
り
方
を
示
す
こ
と
で
、
ラ
カ
ン
の

精
神
分
析
が
哲
学
的
な
認
識
論
の
枠
組
み
に
お
い
て
持
ち
う
る
意
味
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
。「
現
実
的
な
も
の
」
は
通
常
の
意
識
的
な
認
識
を
逃

れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
う
し
た
認
識
の
構
造
を
説
明
す
る
た
め
の
も
の
と

し
て
権
利
上
要
請
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
議
論
の
枠
組
み
は
な
お
、
広
義
に

お
け
る
認
識
論
の
問
題
設
定
を
離
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
精
神
分
析
は
、「
現
実
的
な
も
の
」
に
関
係
す
る
こ
と
に
お
い
て
観
念
論
か

ら
区
別
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
も
の
の
、「
現
実
的
な
も
の
」
の
境
位
は
い
ま
だ
認

識
論
の
枠
組
み
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
精
神
分
析
は
、
ま
さ
に
「
現
実
的
な
も
の
」
に
立
脚
す
る
こ

と
に
お
い
て
、
哲
学
に
お
け
る
認
識
論
と
存
在
論
の
交
錯
の
問
題
に
ひ
と
つ
の
解

決
を
示
し
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
現
実
的
な
も
の
」
の
領
域
を
超
越
論
的

に
要
請
す
る
こ
と
で
、
ラ
カ
ン
の
精
神
分
析
は
、
哲
学
の
歴
史
上
大
き
な
問
題
と

さ
れ
て
き
た
事
柄
に
、
ど
の
よ
う
な
解
答
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
以
下
、

そ
の
点
を
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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３
．
ラ
カ
ン
に
お
け
る
認
識
論
と
存
在
論
の
交
錯

意
識
的
に
認
識
さ
れ
る
「
現
実
」
の
外
に
「
現
実
的
な
も
の
」
が
横
た
わ
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
ラ
カ
ン
の
議
論
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
、
認
識
論
的
な
枠

組
み
を
解
体
す
る
要
素
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
ラ
カ
ン

は
、
ホ
ル
バ
イ
ン
の
『
大
使
た
ち
』
と
い
う
絵
画
に
見
ら
れ
る
「
ア
ナ
モ
ル
フ
ォ

ー
ズ
」
と
い
う
手
法
に
着
目
し
て
説
明
を
し
て
い
る
。

ホ
ル
バ
イ
ン
の
絵
画
に
は
、
正
装
を
し
た
二
人
の
外
交
大
使
が
描
か
れ
、
そ
の

間
に
自
由
学
芸
を
象
徴
す
る
様
々
な
形
象
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
大
使
た
ち
の

教
養
の
高
さ
を
示
す
は
ず
の
そ
れ
ら
の
形
象
は
、
あ
る
い
は
壊
れ
（
地
球
儀
）、

弦
を
切
断
さ
れ
（
リ
ュ
ー
ト
）、
様
々
な
不
和
を
暗
示
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
絵
が
描
か
れ
た
時
代
的
な
背
景
に
は
、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
の
結
婚
問
題
を
め
ぐ

る
イ
ギ
リ
ス
と
教
皇
庁
の
対
立
、
浸
透
し
て
い
く
宗
教
改
革
な
ど
が
あ
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。
問
題
な
の
は
、
机
の
下
、
空
間
を
斜
め
に
横
切
る
か
た
ち
で
描
か

れ
る
特
異
な
形
象
で
あ
る
。

正
面
か
ら
絵
が
観
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
特
に
鑑
賞
者
の
注

意
を
引
か
ず
、
目
の
関
心

の
外
に
お
か
れ
る
こ
と
だ

ろ
う
。
絵
に
描
か
れ
た
も

の
そ
れ
ぞ
れ
に
「
意
味
」

を
見
出
そ
う
と
す
る
視
線

の
も
と
で
は
、そ
れ
は「
意

識
の
外
」
に
お
か
れ
続
け

る
。
し
か
し
、
ふ
と
し
た

瞬
間
、
鑑
賞
者
の
眼
差
し

が
絵
に
意
味
を
見
出
す
こ

と
を
や
め
て
立
ち
去
ろ
う

と
す
る
、
ま
さ
に
そ
の
と
き
、
そ
れ
ま
で
も
視
野
に
は
入
っ
て
い
た
は
ず
の
特
異

な
形
象
が
立
ち
上
が
る
こ
と
な
る
。
異
な
る
遠
近
法
の
視
点
か
ら
描
き
込
ま
れ
た

髑
髏
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
突
然
視
野
の
前
景
に
現
れ
、
不
意
に
主
体
の
足
下
を
揺
る

が
す
こ
と
に
な
る
。
ア
ナ
モ
ル
フ
ォ
ー
ズ
と
呼
ば
れ
る
絵
画
の
手
法
は
、
こ
の
よ

う
に
一
つ
の
絵
に
複
数
の
視
点
を
描
き
込
む
こ
と
で
、
一
つ
の
視
点
か
ら
意
味
づ

け
ら
れ
る
「
現
実
」
の
虚
構
性
を
暴
き
立
て
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

美
術
史
の
中
で
遠
近
法
は
一
般
に
は
、
三
次
元
を
つ
く
り
だ
す
リ
ア
リ
ズ
ム
の

一
要
素
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
何
よ
り
も
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
目
的
に
沿
う

虚
構
で
あ
る
。〔
中
略
〕「
ア
ナ
モ
ル
フ
ォ
ー
ズ
」
は
、
言
葉
こ
そ
十
七
世
紀
に

初
め
て
現
れ
た
も
の
だ
が
、
実
際
に
は
そ
れ
以
前
に
既
に
知
ら
れ
て
い
た
あ
れ

こ
れ
の
作
図
法
と
繋
が
り
を
持
ち
、
そ
う
し
た
あ
れ
こ
れ
の
要
素
や
機
能
を
転

倒
さ
せ
る
こ
と
で
う
み
だ
さ
れ
た
。〔
中
略
〕
そ
れ
は
あ
る
決
め
ら
れ
た
一
点

か
ら
見
る
場
合
に
の
み
正
し
い
像
に
戻
る
と
い
う
約
束
事
の
も
と
に
歪
曲
を
加

え
る
。（
バ
イ
ト
ル
シ
ャ
イ
テ
ィ
ス
『
ア
ナ
モ
ル
フ
ォ
ー

ズ
』p.5

）

バ
イ
ト
ル
シ
ャ
イ
テ
ィ
ス
が
い
う
よ
う
に
、
遠
近
法

と
は
そ
も
そ
も
、
ひ
と
つ
の
認
識
主
体
の
視
点
を
中
心

に
外
界
の
「
現
実
」
を
表
象
す
る
絵
画
上
の
方
法
で
あ

っ
た
。
本
の
挿
し
絵
と
し
て
描
か
れ
た
デ
ュ
ー
ラ
ー
の

版
画
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
遠
近
法
を
用
い
る
画
家
は

視
点
を
固
定
し
、
格
子
状
の
線
が
引
か
れ
た
小
門
を
通

じ
て
外
界
を
見
る
こ
と
で
、「
現
実
」
を
表
象
し
て
い
く
。

画
家
は
、
ど
の
対
象
が
ど
の
格
子
に
対
応
す
る
の
か
を

見
、
対
応
す
る
も
の
を
画
面
に
写
し
と
る
こ
と
で
絵
を

完
成
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

特
定
の
視
点
を
中
心
と
し
て
「
現
実
」
を
余
す
と
こ

ハンス・ホルバイン「大使たち」
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ろ
な
く
写
し
と
ろ
う
と
す
る
遠
近
法
は
、
世
界
の
客
観
的
な
表
象
を
目
指
す
方
法

と
考
え
ら
れ
た
。
画
家
の
注
意
を
引
く
何
ら
か
の
対
象
を
特
権
的
に
描
く
の
で
は

な
く
、
規
則
的
に
配
置
さ
れ
る
も
の
を
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
世
界
を
写
し
と
る

手
法
に
よ
っ
て
、
画
家
は
主
観
的
な
偏
り
を
退
け
て
「
現
実
」
を
そ
の
ま
ま
に
描

く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
と
き
、「
現
実
」
の
表
象
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
な
る
小
門
を
、
そ
れ

自
身
斜
め
に
配
置
し
、対
応
す
る
外
界
の
対
象
を
捻
れ
た
平
面
で
写
し
と
る
と
き
、

ど
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
立
ち
現
れ
る
表
象
は
、
ホ
ル
バ

イ
ン
の
絵
の
中
の
髑
髏
の
よ
う
に
、
奇
妙
に
歪
ん
だ
対
象
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る

こ
と
に
な
る
。
絵
を
構
成
す
る
中
心
的
な
視
点
と
は
異
な
る
外
部
の
視
点
を
同
時

に
描
き
入
れ
る
こ
と
で
、
ホ
ル
バ
イ
ン
は
特
定
の
視
点
に
よ
る
「
現
実
」
の
表
象

の
虚
構
性
を
暴
き
出
す
の
で
あ
る
。

意
識
に
表
象
さ
れ
る
「
現
実
」
は
、
特
定
の
客
観
的
な
形
式
を
媒
介
と
す
る
が

ゆ
え
に
、
客
観
的
な
認
識
た
り
う
る
。『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
が

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
機
能
を
導
入
し
た
の
は
、
主
観
的
な
経
験
に
依
存
し
な
い
客
観
的

な
認
識
の
可
能
性
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
「
客
観
的
な
認
識
」
を

支
え
る
形
式
が
、
捻
れ
て
い
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
各
人
に
共
通
し
た
「
現

実
」
の
認
識
を
支
え
る
は
ず
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
ず
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

そ
こ
で
認
識
さ
れ
る
「
現
実
」
は
、
概
念
的
な
認
識
の
枠
組
み
の
外
に
あ
る
も
の

を
歪
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ラ
カ
ン
に
よ
れ
ば
、
ホ
ル
バ
イ
ン
の
『
大
使
た
ち
』
に
描
か
れ
た
髑
髏
は
、
認

識
の
枠
組
み
の
外
に
あ
る
「
現
実
的
な
も
の
」
の
領
域
に
属
す
る
と
さ
れ
る
。
そ

の
イ
メ
ー
ジ
は
、
対
象
を
そ
れ
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
視
線
の
外
か
ら
到
来

す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
正
確
に
は
「
髑
髏
」
と
し
て
さ
え
認
識
さ
れ
る
こ
と
の

な
い
何
か
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ふ
だ
ん
自

我
の
統
制
下
で
意
識
の
外
に
お
か
れ
る
も
の
を
直
接
的
に
喚
起
し
、
主
体
の
「
自

己
」
の
意
識
の
統
一
自
体
を
揺
る
が
す
。
統
一
的
な
「
自
己
」
の
存
在
を
後
か
ら

構
成
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
精
神
分
析
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、「
現
実
的
な
も
の
」

と
の
遭
遇
は
、「
現
実
」
を
そ
れ
と
し
て
認
識
す
る
主
体
の
仮
構
的
な
特
権
性
自

体
を
足
下
か
ら
揺
る
が
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
見
ら
れ
る
こ
と
」

こ
う
し
た
「
見
る
主
体
」
の
特
権
的
な
視
点
の
解
体
を
、
ラ
カ
ン
は
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に
な
ら
っ
て
「
見
ら
れ
る
こ
と
」
と
表
現
す
る
［cf. S.X

I, 72

］。
若

く
し
て
急
逝
し
た
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
遺
作
が
ク
ロ
ー
ド
・
ル
フ
ォ
ー
ル
の
献

身
的
な
編
集
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
る
と
、
ラ
カ
ン
は
い
ち
早
く
そ
の
週
の
セ
ミ
ネ

ー
ル
で
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
自
ら
の
理
論
に
接
続
し
な
が
ら
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ

ィ
へ
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
捧
げ
て
い
る
。

こ
の
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
、
私
は
そ
れ
に
原
初
的
な
仕
方
で
曝
さ
れ
て
い
ま

す
。
お
そ
ら
く
こ
の
点
に
こ
そ
、
こ
の
〔
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
〕
著
作
の
野

心
的
意
図
、
存
在
論
へ
の
回
帰
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
基
盤
は
、
フ
ォ
ル

ム
の
よ
り
原
始
的
な
直
観
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
ま
す
。［S.X

I, 69

］

ラ
カ
ン
は
こ
う
し
て
「
フ
ォ
ル
ム
の
よ
り
原
始
的
な
直
観
」
と
し
て
の
「
肉
」

の
概
念
に
到
達
し
た
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
遺
作
を
、
哲
学
的
な
議
論
の
枠
組
み

に
お
け
る
「
存
在
論
へ
の
回
帰
」
の
試
み
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
そ
の
認
定
は
哲

学
の
文
脈
に
お
い
て
も
正
当
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
が
、
ラ
カ
ン
は
さ
ら
に
「
ち

ょ
う
ど
よ
い
機
会
な
の
で
」［ibid.

］ 

と
、
先
に
み
た
ミ
レ
ー
ル
の
質
問
を
も
う

一
度
喚
起
し
、
こ
こ
で
ラ
カ
ン
自
身
の
「
存
在
論
」
を
あ
ら
た
め
て
語
り
出
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
「
存
在
論
へ
の
回
帰
」
は
、

あ
る
意
味
に
お
い
て
ラ
カ
ン
の
そ
れ
へ
と
重
ね
ら
れ
う
る
と
ラ
カ
ン
は
い
う
の
で

あ
る
。

「
自
我
」
の
統
制
下
に
お
か
れ
て
い
る
「
私
」
は
、「
自
ら
が
見
ら
れ
る
こ
と
を

脱
落
さ
せ
て
い
る
（il y a élistion du regard

）」｢S.X
I, 72｣

。
ひ
と
つ
の
視

点
か
ら
「
現
実
」
を
再
構
成
す
る
主
体
は
、
自
ら
の
視
線
に
お
い
て
世
界
を
そ
の
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よ
う
な
も
の
と
認
識
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
自
ら
も
ま
た
「
見
ら
れ
る
も
の
」
で

あ
る
こ
と
を
考
え
の
外
に
お
い
て
い
る
。
主
体
の
視
線
が
「
現
実
」
を
構
成
す
る

も
の
と
し
て
特
権
化
さ
れ
う
る
た
め
に
は
、
そ
れ
自
身
が
ひ
と
つ
の
対
象
と
し
て

認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
問
題
の
枠
組
み
の
外
に
お
く
必
要
が
あ
る
の
で

あ
る
。

し
か
し
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
い
う
よ
う
に
、
実
際
に
は
見
て
い
る
主
体
は

見
ら
れ
て
お
り
、
見
ら
れ
て
い
る
世
界
は
主
体
が
構
成
す
る
「
現
実
」
の
外
側
に

あ
る
。「
現
実
」
の
外
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
世
界
」
が
、
こ
こ
で
先
に
「
現
実

的
な
も
の
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
も
の
の
境
位
に
あ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ

れ
よ
う
。

世
界
は
す
べ
て
を
見
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、〔
自
ら
を
視
線
の
も
と
に
曝
す
こ

と
を
喜
ぶ
よ
う
な
〕
露
出
狂
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
は
我
々
の
眼
差
し
を

挑
発
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。〔
中
略
〕
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
は
、
目
覚
め
て
い
る
と
い
わ
れ
る
状
態
に
お
い
て
は
〔
世
界
が
私

を
見
て
い
る
〕
眼
差
し
が
脱
落
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
見
る
（ça regarde

）
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

が
現
れ
る（ça m

ontre

）と
い
う
こ
と
が
消
去
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。［ibid.

］

認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
世
界
を
構
成
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
主
体

は
、そ
れ
自
身
「
世
界
に
見
ら
れ
て
い
る
」。
重
要
な
の
は
そ
の
こ
と
が
、単
に
「
世

界
＝
そ
れ
（ça

）」
が
見
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、「
世
界
＝
そ
れ
（ça

）」

が
「
そ
れ
（ça

）」
と
し
て
現
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
ラ
カ
ン
が
言
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
世
界
は
主
体
が
構
成
す
る
「
現
実
」
に
お
い
て
現
れ
る
の
で
は
な

く
、
単
な
る
「
そ
れ
（ça

）」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
フ
ロ
イ
ト
が
ド
イ
ツ
語
で
「
エ

ス
（E

s

：
そ
れ
）」
と
呼
ん
だ
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
は
ひ
と
つ
の
「
現
実
的
な

も
の
」と
し
て
現
れ
て
い
る
と
ラ
カ
ン
は
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
。
認
識
さ
れ
る「
現

実
」
の
外
に
あ
る
「
現
実
的
な
も
の
」
が
、
認
識
主
体
の
視
線
の
特
権
性
を
解
体

す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

キ
ア
ス
ム

認
識
主
体
に
お
け
る
、
こ
う
し
た

「
見
る
こ
と
」
と
「
見
ら
れ
る
こ
と
」

の
交
錯
を
、
ラ
カ
ン
は
次
の
よ
う
な

三
角
形
の
重
な
り
合
い
に
よ
っ
て
説

明
す
る
。

左
に
底
辺
を
も
つ
三
角
形
の
頂
点

に
位
置
す
る
「
表
象
の
主
体
＝
実
測

点
」は
、世
界
の
対
象
を
特
定
の「
像
」

と
し
て
表
象
す
る
。
遠
近
法
に
お
い

て
は
小
門
が
こ
の
「
像
」
の
位
置
に

お
か
れ
る
。
そ
れ
は
対
象
を
一
定
の
「
現
実
」
と
し
て
切
り
出
す
が
、「
物
自
体
」

を
そ
の
ま
ま
表
象
す
る
も
の
で
は
な
い
。
前
節
で
見
た
認
識
論
的
な
議
論
の
枠
組

み
が
、
こ
こ
で
は
三
角
形
と
い
う
簡
素
な
図
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
う
し
て
「
現
実
」
を
表
象
す
る
主
体
も
ま
た
、「
世
界
に
よ
っ
て
見

ら
れ
る
」
と
ラ
カ
ン
は
い
う
。
こ
の
あ
り
方
が
、
右
に
底
辺
を
も
つ
三
角
形
に
よ

っ
て
示
さ
れ
る
。「
現
実
的
な
も
の
」
と
し
て
自
ら
を
現
す
世
界
は
、
主
体
に
と

っ
て
は
通
常
「
不
透
過
」［S.X

I, 89

］
な
「
ス
ク
リ
ー
ン
」
に
よ
っ
て
遮
ら
れ
て

い
る
。
主
体
自
身
の
存
在
を
含
め
た
す
べ
て
の
存
在
は
、
主
体
が
見
て
い
る
ス
ク

リ
ー
ン
へ
と
映
し
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
存
在
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
映
し
出
す
「
光
点
」
自
体
は
、「
見
ら
れ
る
」
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

表
象
の
主
体
は
、
そ
こ
で
、
世
界
を
意
味
づ
け
る
特
権
的
な
位
置
を
も
つ
立
場
か

ら
外
れ
て
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
存
在
者
と
同
等
の
も
の
と
し
て
、
世
界
の
「
眼
差
し
」

の
も
と
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
主
体
は
、
世
界
の
「
眼
差
し
」
が
見
て

い
る
は
ず
の
「
絵
」
を
直
接
的
に
見
る
の
で
も
な
く
、「
ス
ク
リ
ー
ン
」
に
よ
っ

て
遮
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
光
の
残
滓
を
世
界
の
「
像
」
と
し
て
見
て

眼差し 像
スクリーン

像

スクリーン

表象の主体

対象 実測点

光点 絵
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い
る
だ
け
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

認
識
す
る
主
体
か
ら
世
界
を
構
成
す
る
特
権
性
を
奪
い
、
認
識
主
体
を
も
「
世

界
」
の
視
線
に
よ
っ
て
「
見
ら
れ
る
も
の
」
へ
と
還
元
す
る
と
い
う
後
者
の
議
論

の
枠
組
み
は
、
あ
る
見
方
を
と
れ
ば
、
哲
学
的
な
認
識
批
判
が
「
形
而
上
学
的
独

断
」
と
し
て
排
し
た
存
在
論
を
、
そ
の
ま
ま
復
活
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
人
間
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
「
神
」
の
手
に
よ
っ

て
造
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
伝
統
的
な
神
学
の
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
主
体
を
含

め
た
す
べ
て
の
存
在
を
「
見
る
」
視
点
と
は
「
神
」
の
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

自
分
自
身
の
存
在
を
含
め
て
、「
神
」
が
い
か
な
る
意
図
に
お
い
て
世
界
を
創
造

し
た
の
か
、
神
が
描
い
て
い
る
「
絵
」
そ
の
も
の
を
「
表
象
の
主
体
」
は
見
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
自
ら
の
存
在
に
つ
い
て
も
、
主
体
は
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ

れ
た
「
像
」
を
介
し
て
知
り
う
る
の
み
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
ラ
カ
ン
の
議
論
は
、
伝
統
的
な
「
存
在
論
」
を
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で

復
活
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、「
超
越
的
な
独
断
」
と
し
て
生
起

す
る
よ
う
な
神
学
的
な
語
り
自
体
が
、
そ
こ
か
ら
発
生
し
う
る
よ
う
な
理
論
的
な

地
平
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
が

「
現
実
的
な
も
の
」
の
領
域
な
の
で
あ
る
。
認
識
主
体
と
し
て
の
「
自
我
」
を
含

め
た
す
べ
て
の
存
在
は
、「
現
実
的
な
も
の
」
を
基
礎
に
立
ち
上
が
る
。
最
初
の

知
覚
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
「
現
実
の
痕
跡
」
は
、「
自
我
」
の
「
思
考
」
に
よ
る
「
現

実
」
の
構
造
化
に
よ
っ
て
被
覆
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
そ
の
痕
跡
は
な
お
、「
自

我
」
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
「
現
実
」
の
背
後
に
、
経
験
を
可
能
に
す
る
基
盤
と

し
て
残
り
続
け
て
い
る
。「
現
実
」
に
映
し
出
さ
れ
る
も
の
の
外
に
お
か
れ
る
「
現

実
的
な
も
の
」
と
の
遭
遇
は
、
そ
れ
ゆ
え
、「
現
実
」
を
表
象
し
て
い
た
「
自
我
」

の
統
一
性
を
そ
の
足
下
か
ら
揺
る
が
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
、
自
己

に
お
け
る
自
己
を
越
え
る
も
の
と
の
出
会
い
は
、
し
ば
し
ば
「
神
」
の
存
在
の
暴

露
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。「
私
は
内
面
へ
入
っ
て
い
き
、
私
は
何
か
、
私
の
魂
の

目
の
よ
う
な
も
の
で
、
私
の
魂
の
目
そ
の
も
の
を
越
え
て
、
不
変
の
光
を
み
ま
し

た
」（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
告
白
』
第
十
章
）。
だ
が
、
人
に
超
越
的
な
存
在
を

確
信
さ
せ
る
そ
の
も
の
は
、
精
神
分
析
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
何
ら
か
の
形
而
上

学
的
な
実
体
で
は
な
く
、
無
意
識
に
お
け
る
「
現
実
的
な
も
の
」
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
自
ら
の
視
点
か
ら
見
出
さ
れ
る
「
現
実
」
を
越
え
て
、
自
己
の
存
在
の
基
盤

そ
の
も
の
を
揺
る
が
す
も
の
と
は
、
ラ
カ
ン
の
精
神
分
析
に
お
い
て
、
意
識
の
外

に
「
生
ま
れ
な
か
っ
た
も
の
」
と
し
て
横
た
わ
る
「
現
実
的
な
も
の
」
な
の
で
あ

る
。認

識
論
と
存
在
論
の
交
錯
の
問
題
は
、
こ
う
し
て
ラ
カ
ン
に
お
い
て
、「
自
己
」

の
意
識
自
体
が
そ
こ
か
ら
立
ち
上
が
る
よ
う
な
「
現
実
的
な
も
の
」
を
措
定
す
る

こ
と
で
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
主
体
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
「
現
実
」
も
、

そ
れ
を
見
る
主
体
自
身
の
存
在
も
、
意
識
の
成
立
の
手
前
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る

「
現
実
的
な
も
の
」
を
基
礎
に
し
て
は
じ
め
て
語
り
う
る
。
自
己
の
存
在
を
含
め

た
あ
ら
ゆ
る
「
存
在
」
の
手
前
に
、「
前
存
在
論
的
」
な
仕
方
で
見
出
さ
れ
る
「
現

実
的
な
も
の
」
を
考
え
る
こ
と
に
お
い
て
、
精
神
分
析
は
、
哲
学
に
お
い
て
問
題

と
さ
れ
る
認
識
論
と
存
在
論
の
交
錯
の
問
題
に
、
一
定
の
解
答
を
与
え
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

ラ
カ
ン
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
＝
ア
ラ
ン
・
ミ
レ
ー
ル
編
集
のSeuil 

版

に
従
い
ロ
ー
マ
数
字
で
巻
号
を
示
し
た
。

そ
の
他
、
本
稿
で
用
い
た
文
献
の
略
号
は
次
の
通
り

［Freud

］ Sigm
und Freud, G

esam
m

elte W
erke, N

achtragsband, T
exte aus den 

Jahren 1885-1938, herausgegeben von A
ngela Richards unter M

itw
irkung 

von Ilse Grubrich-Sim
itis, S.Fischer,Frankfurt am

 M
ain, 1987

［
荒
谷
］
荒
谷
大
輔
「「
現
実
的
な
も
の
」
の
原
景
：
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
に
よ
る
フ
ロ
イ
ト
『
心

理
学
草
案
』
読
解
」『
江
戸
川
大
学
紀
要
』
26
号
、
２
０
１
６

註（
1
）larve 

の
語
源
と
な
る
ラ
テ
ン
語
のlarva 

に
は
、「
悪
霊
」
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
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（
2
）
拙
稿
［
荒
谷
］ 

を
参
照
。

（
3 
）「
思
考
は
、
一
次
過
程
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
通
道
を
本
質
的
に
は
変
化
し
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、さ
も
な
け
れ
ば
現
実
の
痕
跡
を
偽
造
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
」

［Freud, 430

］
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