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メ
デ
ィ
ア
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー 

第
五
回
〈
存
在
〉
の
苦
し
み
に
耐
え
る 

 

私
は
、
ご
く
単
純
な
が
ら
し
か
も
意
味
の
あ
る
学
究
を
し
た
い
と
い
う
望
み
を
、
か
ね
が
ね
抱

い
て
い
た
。
そ
れ
を
読
む
と
、
単
に
な
る
ほ
ど
と
思
う
だ
け
で
は
な
く
、
読
ん
だ
人
の
行
動
や
思

考
の
方
向
に
微
妙
で
も
変
化
が
生
じ
て
し
ま
う
よ
う
な
、そ
う
い
っ
た
学
究
が
し
た
い
の
で
あ
る
。

論
述
と
し
て
の
お
も
し
ろ
さ
を
減
じ
る
危
険
を
覚
悟
し
て
、
あ
る
い
は
馬
鹿
者
と
思
わ
れ
る
こ
と

を
厭
わ
ず
に
、
私
は
ま
ず
こ
ん
な
ふ
う
に
、
前
も
っ
て
論
述
の
目
的
を
知
ら
せ
る
こ
と
か
ら
は
じ

め
て
行
こ
う
。
一 

自
殺
が
多
い
国
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
「
美
し
い
国
二

」
で
も
「
よ
い
国
」
で
も
な
い
。
も
ち

ろ
ん
自
殺
者
の
数
だ
け
が
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
「
国
の
美
し
さ
」
や
「
よ
さ
」
を

知
る
上
で
の
一
つ
の
指
標
値
で
あ
る
。
自
殺
率
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
国
が
そ
れ
だ
け
住
み
に
く
い

と
い
う
こ
と
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
そ
の
住
み
に
く
さ
は
、
自
殺
を
し
な
い
人
の
肩
に
も
ひ
し
ひ
し

と
の
し
か
か
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
私
た
ち
は
「
美
し
い
国
を
目
指
す
」
と
い
っ
た
雲
を
つ
か
む
よ

う
な
漠
然
と
し
た
目
的
で
は
な
く
、「
自
殺
率
を
減
ら
す
」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
具
体
的
な
目
的
を

い
く
つ
も
持
ち
、
そ
れ
を
達
成
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
可
能
に
す
る
者

た
ち
を
代
表
者
と
し
て
選
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。 

総
務
省
統
計
局
「
世
界
の
統
計2007

」
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
四
年
の
日
本
に
お
け
る
自
殺
率
（
十

万
人
あ
た
り
の
自
殺
者
数
）
は
二
三
．
七
で
、
調
査
デ
ー
タ
の
あ
る
三
十
九
ヶ
国
中
で
四
位
で
あ

る
。
一
位
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
、
以
下
、
韓
国
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
日
本
、
の
順
で
あ
る
。 

日
本
国
内
で
の
数
字
を
見
て
み
る
と
、
全
年
齢
層
の
総
計
で
は
、
自
殺
は
死
因
順
位
の
五
位
ま

で
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
二
十
歳
か
ら
三
十
九
歳
ま
で
の
層
（
五
歳
区
切
り
）
で
は
、

自
殺
が
死
因
の
一
位
と
な
っ
て
い
る
。
四
十
歳
よ
り
上
の
年
齢
層
で
自
殺
以
外
が
死
因
の
一
位
と

な
っ
て
い
る
の
は
、
癌
な
ど
の
他
の
原
因
で
亡
く
な
る
人
の
数
が
相
対
的
に
多
く
な
る
か
ら
で
あ

る
。
実
際
に
は
、
自
殺
を
死
因
と
し
た
人
は
「
三
十
五
歳
～
三
十
九
歳
」
の
層
で
二
千
百
五
十
三

人
（
一
位
）、
「
四
十
歳
～
四
十
四
歳
」
の
層
で
二
千
二
百
三
十
八
人
（
二
位
）
だ
。
そ
の
上
の
層

で
も
事
情
は
同
じ
で
、年
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
て
、む
し
ろ
自
殺
者
数
そ
の
も
の
は
増
え
て
い
る
。 

                              

                    

 

一 

オ
ノ
レ
・
ド
・
バ
ル
ザ
ッ
ク
（Balzac, H

onoré de

）「
こ
と
づ
け
」（『
知
ら
れ
ざ
る
傑
作
』（
岩
波
文
庫
））

冒
頭
に
よ
る
。「
私
は
、
ご
く
単
純
な
が
ら
し
か
も
実
物
の
物
語
を
し
た
い
と
い
う
望
み
を
、
か
ね
が
ね
抱
い

て
い
た
。
そ
れ
を
聞
く
と
、
若
い
恋
人
同
士
が
恐
怖
に
お
そ
わ
れ
て
、
ち
ょ
う
ど
森
の
ほ
と
り
で
蛇
に
出
会

っ
た
二
人
の
子
供
が
抱
き
合
う
よ
う
に
、
お
互
い
の
胸
を
よ
り
た
の
む
、
そ
う
い
っ
た
物
語
が
し
た
い
の
で

あ
る
。
話
の
面
白
さ
を
減
じ
る
危
険
を
覚
悟
し
て
、
あ
る
い
は
馬
鹿
者
と
思
わ
れ
て
も
か
ま
わ
ず
に
、
私
は

ま
ず
こ
ん
な
ふ
う
に
、
前
も
っ
て
物
語
の
目
的
を
知
ら
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
て
行
こ
う
。」 

 

二 

二
〇
〇
七
年
八
月
当
時
の
首
相
は
安
倍
晋
三
。
そ
の
著
書
に
「
美
し
い
国
へ
」（
文
春
新
書
、
二
〇
〇
六
）

が
あ
り
、
政
権
発
足
当
時
は
、
さ
か
ん
に
こ
の
言
葉
を
使
っ
て
い
た
。
読
ん
だ
こ
と
な
い
け
ど
。 
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自
殺
す
る
理
由
は
人
そ
れ
ぞ
れ
だ
。
病
苦
や
生
活
苦
に
よ
る
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
漠
然
と

し
た
不
安
感
や
閉
塞
感
に
よ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
共
通
し
て
い
る
の
は
「
死
」
を
問

題
解
決
の
手
段
と
し
て
採
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
る
。 

劇
画
「
ゴ
ル
ゴ
13
」『
白
夜
は
愛
の
う
め
き
』
で
は
、
ト
ラ
ブ
ル
に
見
舞
わ
れ
た
飛
行
機
の
同
乗

女
性
の
「
私
は
生
き
よ
う
が
死
の
う
が
、
ど
う
で
も
い
い
ん
で
す
…
…
」
と
い
う
つ
ぶ
や
き
に
対

し
て
、
ゴ
ル
ゴ
13
が
こ
う
返
答
す
る
。
「
死
ぬ
こ
と
で
い
ま
わ
し
い
と
思
っ
て
い
る
世
の
中
と
別

れ
、
安
ら
ぎ
を
得
ら
れ
る
な
ら
ば
…
…
こ
の
考
え
は
、
生
き
て
い
て
楽
し
い
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば

生
き
て
い
た
い
、
と
い
う
欲
望
の
裏
が
え
し
だ
…
…
三

。
き
み
の
は
、
け
っ
し
て
無
感
覚
に
な
っ

て
い
る
の
じ
ゃ
あ
な
い
…
…
四

」
冷
や
か
だ
が
、
珠
玉
の
言
葉
で
あ
る
五

。
と
は
言
う
も
の
の
、
そ

の
後
、
ゴ
ル
ゴ
13
は
そ
の
女
性
の
悩
み
に
つ
け
こ
む
形
で
愛
を
交
わ
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
最
後
で

は
射
殺
し
て
し
ま
う
（
お
い
お
い
）。
よ
い
言
葉
も
「
台
無
し
」
…
…
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
―
―

ゴ
ル
ゴ
13
は
「
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
の
物
語
」
だ
か
ら
。 

フ
ロ
イ
ト
は
、「
生
の
欲
動
（
エ
ロ
スeros

）
」
と
対
立
関
係
を
な
す
も
の
と
し
て
「
死
の
欲
動
」

を
考
え
た
。
人
間
の
精
神
の
奥
底
に
は
、「
生
き
つ
づ
け
た
い
」
と
す
る
欲
動
と
と
も
に
、
「
死
に

た
い
」
と
す
る
欲
動
も
存
在
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
突
拍
子
も
な
い
考
え
に
思

わ
れ
る
ら
し
く
、
意
外
と
評
判
が
悪
い
。
俗
に
「
エ
ロ
ス
と
と
タ
ナ
ト
ス
」
と
組
に
し
て
説
明
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
フ
ロ
イ
ト
が
「
死
の
欲
動
」
に
つ
い
て
論
じ
た
論
文
「
快
感
原
則
の
彼
岸
六

」

に
は
タ
ナ
ト
ス
と
い
う
言
葉
は
出
て
こ
な
い
。
タ
ナ
ト
ス
（thanatos

）
と
い
う
用
語
は
、
フ
ロ

イ
ト
の
弟
子
の
一
人
で
あ
り
、
か
つ
て
は
患
者
で
も
あ
っ
た
シ
ュ
テ
ー
ケ
ル
七

が
導
入
し
た
概
念

で
あ
る
八

―
―
シ
ュ
テ
ー
ケ
ル
の
死
因
は
「
自
殺
」
だ
っ
た
の
だ
が
―
―
。 

                              

                    

 

三 

た
ぶ
ん
ゴ
ル
ゴ
13
は
構
造
主
義
者
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
辛
い
こ
と
―
楽
し
い
こ
と
」
と
い
う
二
項
対

立
の
概
念
を
も
と
に
思
考
す
る
の
は
、
構
造
主
義
の
基
本
的
枠
組
み
だ
。
つ
ま
り
「
楽
し
い
か
ら
、
生
き
る
」

と
い
う
論
理
と
、「
辛
い
か
ら
、
死
ぬ
」
と
い
う
論
理
の
根
は
同
じ
と
い
う
こ
と
。「
ど
う
で
も
い
い
」
わ
け

で
は
決
し
て
な
く
、
快
楽
・
安
楽
を
強
く
求
め
て
お
り
、
そ
れ
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
る
不
満
が
抑
鬱
の

原
因
だ
と
指
摘
す
る
。 

 

四 

さ
ら
に
、
ゴ
ル
ゴ
13
は
臨
床
心
理
学
を
学
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
…
…
ど
う
で
も
い
い
ん
で
す
」
と

い
う
彼
女
の
つ
ぶ
や
き
を
聞
き
、
そ
れ
が
「
自
分
は
無
感
覚
・
無
感
動
・
無
感
情
に
な
っ
て
い
る
（
つ
ま
り

涅
槃
の
境
地
に
あ
る
）
」
と
主
張
し
た
い
と
い
う
こ
と
を
察
知
し
て
い
る
。
そ
し
て
前
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
が

論
理
的
に
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。 

 

五 

こ
れ
が
珠
玉
の
言
葉
で
あ
る
の
は
、「
き
み
の
は
、」
と
い
う
一
言
に
も
よ
る
。
つ
ま
り
ゴ
ル
ゴ
13
自
身
は
、

「
生
き
よ
う
が
死
の
う
が
、
ど
う
で
も
い
い
」
と
感
じ
て
い
る
。
彼
は
、
生
と
死
に
対
し
て
「
無
感
覚
」
に

な
り
つ
つ
あ
る
自
己
を
認
識
し
、
そ
こ
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
「
自
分
の
は
そ
う
だ
が
、

き
み
の
は
、
違
う
」
と
い
う
言
い
方
に
な
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
女
性
の
述
懐
に
強
く

反
応
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

 

六 

フ
ロ
イ
ト
『
自
我
論
集
』（
竹
田
青
嗣
・
中
山
元
（
訳
） 

ち
く
ま
学
芸
文
庫
）,pp.113-200. 

 

七 

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ュ
テ
ー
ケ
ル(Stekel, W

illhelm
) 

。
邦
訳
に
『
性
心
理
の
分
析
』（
新
流
社
）
な
ど
。 

 

八 "Com
prehensive dictionary of psychoanalysis"

の[Thanatos]

の
項
目
に
よ
れ
ば
、
一
九
〇
八
年



 
 

 
 
 
 

 

3 
 

 
 
 
 

 

「
黒
」
と
い
う
概
念
は
、
そ
れ
と
対
立
関
係
を
な
す
「
白
」
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も

の
で
あ
り
、
同
様
に
「
生
」
と
い
う
概
念
は
そ
れ
だ
け
で
単
体
で
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
く
、「
死
」

と
い
う
対
立
概
念
の
存
在
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
意
味
を
持
つ
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
「
関
係
論

九

」
と
も
呼
ば
れ
、
言
語
哲
学
や
構
造
主
義
哲
学
の
基
礎
を
な
す
概
念
で
も
あ
る
。
生
と
死
が
対

概
念
一
〇

で
あ
る
以
上
、
「
生
の
欲
動
」
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
表
裏
一
体
を
な
す
も
の
と
し
て
「
死

の
欲
動
」
が
存
在
す
る
。
フ
ロ
イ
ト
の
考
え
か
た
は
、
き
わ
め
て
「
構
造
主
義
的
」
で
あ
る
。 

と
、
簡
単
に
書
き
出
し
た
も
の
の
、
死
の
欲
動
に
つ
い
て
書
か
れ
た
フ
ロ
イ
ト
の
「
快
感
原
則

の
彼
岸
」
の
第
五
章
以
降
の
難
解
さ
は
、
ま
さ
に
壊
滅
的
で
す
ら
あ
る
一
一

。
死
の
欲
動
は
「
自
我

欲
動
」
に
よ
っ
て
駆
動
さ
れ
、
生
の
欲
動
は
「
性
的
欲
動
」
に
よ
っ
て
駆
動
さ
れ
る
と
い
う
。
生

の
欲
動
に
関
し
て
は
、
あ
ま
り
ひ
っ
か
か
り
も
な
く
理
解
で
き
る
。「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
は
肉

体
的
快
楽
を
謳
歌
す
る
こ
と
に
等
し
く
、
生
き
る
欲
望
と
は
性
欲
に
よ
っ
て
駆
動
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
だ
か
ら
だ
。
フ
ロ
イ
ト
の
こ
の
「
性
欲
」
を
「
生
」
の
中
核
に
置
く
考
え
方
を
快
く
思
わ
な

い
人
た
ち
が
い
る
の
も
事
実
だ
が
、
具
体
的
な
私
た
ち
の
生
の
あ
り
さ
ま
を
観
察
し
て
み
れ
ば
、

そ
れ
を
否
定
す
る
要
因
を
見
つ
け
る
こ
と
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
困
難
で
あ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

超
自
我
に
よ
っ
て
規
制
を
受
け
て
い
る
の
で
、「
性
」
が
生
活
の
前
面
に
如
実
に
出
て
く
る
こ
と
は

少
な
い
。 

こ
こ
で
フ
ロ
イ
ト
は
、「
自
我
」
と
は
「
命
の
な
い
状
態
に
戻
ろ
う
と
す
る
」
欲
動
を
持
つ
も
の

だ
と
考
え
る
。「
こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
、
す
べ
て
の
生
命
体
が
〈
内
的
な

、
、
、
〉
理
由
か
ら
死
ぬ
。
す

な
わ
ち
無
機
的
な
状
態
に
還
帰
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
例
外
の
な
い
法
則
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と

仮
定
し
よ
う
。
す
る
と
、
す
べ
て
の
生
命
体
の
目
標
は
死
で
あ
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
と
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ
は
、
生
命
の
な
い
も
の

、
、
、
、
、
、
、
が
、
生
命
の
あ
る
も
の
以
前
に
存
在
し
て
い
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
と
も
表
現
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
一
二

」
だ
か
ら
「
自
我
」
は
、
生
命
の
無
い
状
態
に
戻
ろ
う
と
す
る
駆
動
因
を
あ
ら
か
じ

め
持
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
一
三

―
―
オ
カ
ル
ト
っ
ぽ
く
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
し
我
慢
し

                              

                              

                              

                              

     

 

に
シ
ュ
テ
ー
ケ
ル
が
こ
の
用
語
を
使
い
始
め
、
後
に
パ
ウ
ル
・
フ
ェ
ダ
ー
ン
（Federn, Paul)(

自
我
心
理
学

で
有
名
）
が
提
唱
し
た
概
念
で
あ
る
、
と"Ernest Jones, 1957, The life and work of Sigm

und 
Freud, Volum

e III, N
Y:Basic books"(

邦
訳
『
フ
ロ
イ
ト
の
生
涯
』）
に
は
書
い
て
あ
る
、
と
さ
れ
て
い

る
。
引
用
の
引
用
の
引
用
な
の
で
、
心
も
と
な
い
が
。 

 

九 

ソ
シ
ュ
ー
ル
『
一
般
言
語
学
講
義
』
を
端
緒
と
し
て
展
開
さ
れ
た
考
え
方
の
枠
組
み
。
言
語
の
機
能
を
考

え
る
う
え
で
は
、
内
部
表
象
同
士
の
「
関
係
」
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
。
外
部
世
界
の
「
実
体
」
を
考
え
な

く
て
も
よ
い
、
と
す
る
こ
と
か
ら
「
反
実
体
論
」
と
も
呼
ば
れ
る
。 

 

一
〇 

二
項
分
離
概
念
、
も
し
く
は
二
項
対
立
と
も
。
英
語
で
はdichotom

y.  

二
つ
の
事
物
を
対
比
的
に
描

く
と
い
う
意
味
で
、
絵
画
技
法
の
用
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。 

 

一
一 

ま
た
宣
伝
み
た
い
に
な
る
が
、
詳
し
く
は
拙
著
『
難
解
な
本
を
読
む
技
術
』(

光
文
社
新
書
）
参
照
。 

 

一
二 

「
快
感
原
則
の
彼
岸
」（
フ
ロ
イ
ト
『
自
我
論
集
』, p.162.

） 
 

一
三 

こ
れ
、
と
て
つ
も
な
く
凄
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。「
生
命
の
な
い
何
か
」
が
、「
生
命
以
前
に
存
在
し
て



 
 

 
 
 
 

 

4 
 

 
 
 
 

 

て
読
み
進
ん
で
欲
し
い
。 

こ
の
考
え
方
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
一
四

の
「
受
肉
」
と
同
じ
で
あ
る
。「
受
肉
」
と
は
、
剥
き
出
し
の

「
言
葉
・
論
理
・
情
報
」
が
、
肉
体
を
得
る
こ
と
を
指
す
。
自
我
と
は
論
理
で
あ
り
言
葉
で
あ
る
。

受
肉
し
た
言
葉
は
生
に
束
縛
さ
れ
、
生
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
希
求
す
る
。
そ
れ
が
死
の
欲
動

で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
決
し
て
「
自
己
破
壊
」
と
い
う
側
面
ば
か
り
を
持
つ
の
で
は
な
い
。
死

の
欲
動
／
タ
ナ
ト
ス
を
、
単
に
「
自
己
破
滅
的
な
欲
求
の
駆
動
因
」
と
考
え
る
と
、
足
を
す
く
わ

れ
る
。
自
我
も
し
く
は
論
理
／
言
葉
こ
そ
が
死
の
欲
動
の
原
因
な
の
で
あ
る
か
ら
一
五

。 

フ
ロ
イ
ト
や
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
見
た
「
彼
岸
一
六

」
は
、
私
に
と
っ
て
は
限
り
な
く
遠
い
向
こ
う
岸

で
あ
り
、
そ
こ
に
到
達
す
る
こ
と
な
ど
ま
っ
た
く
覚
束
な
い
が
、
霧
に
か
す
む
そ
の
彼
岸
の
概
形

ぐ
ら
い
は
見
た
い
と
考
え
て
来
た
。
受
肉
し
た
「
論
理
」
は
、
そ
の
受
肉
と
い
う
現
象
そ
の
も
の

に
よ
っ
て
自
ら
を
敢
て
束
縛
の
中
に
置
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
求

め
る
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
を
展
開
す
る
―
―
人
は
、
言
葉

（
論
理
）
に
よ
っ
て
生
き
る
存
在
で
も
あ
る
。 

人
が
自
ら
の
生
を
断
ち
切
る
と
い
う
選
択
肢
を
封
殺
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
誰
で
も
自
由
に

「
死
」
を
選
択
で
き
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
な
く
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
選
択
は
合
理
的
な
も

の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
一
七

。
も
ち
ろ
ん
「
合
理
的
に
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
自

殺
な
ど
し
な
い
は
ず
だ
」
と
い
う
意
見
に
も
一
理
が
あ
る
。
人
が
自
殺
す
る
の
は
「
非
合
理
的
」

な
感
覚
に
と
ら
わ
れ
た
と
き
だ
と
い
う
わ
け
だ
が
、
人
は
「
非
合
理
的
な
選
択
」
を
で
き
な
い
。

た
と
え
他
人
の
も
の
を
盗
ん
だ
人
間
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
盗
む
」
と
い
う
判
断
を
し
た
こ
と
自

体
は
「
合
理
」
で
あ
る
。「
そ
れ
が
犯
罪
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
、
見
つ
か
ら
な
け
れ
ば
よ

い
と
考
え
た
」
と
い
う
も
の
や
、「
見
つ
か
っ
て
罰
を
受
け
て
も
、
死
ぬ
よ
り
は
マ
シ
だ
と
考
え
た
」

と
い
う
も
の
は
、
決
し
て
「
非
合
理
」
で
は
な
い
。
こ
の
と
き
の
「
合
理
」
と
は
、
社
会
一
般
に

存
在
す
る
「
理
」
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
個
人
の
内
部
に
お
け
る
「
合
理
」
で
あ
る
。 

人
間
は
、
自
分
の
内
部
で
非
合
理
と
さ
れ
た
行
為
を
遂
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

                              

                              

                              

                              

     

 

い
る
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
？ 

物
質
と
精
神
と
い
う
二
分
法
に
つ
い
て
は
前
回
も
問
題
に
し
た
が
、
難

問
だ
よ
ね
。 

 

一
四 

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
（Lévinas, Em

m
anuel)

。
難
解
な
思
想
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
最
近

新
訳
が
出
た
『
全
体
性
と
無
限
（
上
・
下
）』（
熊
野
純
彦
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
五
）
は
、
か
な
り
読
み

や
す
い
。
内
容
が
難
解
で
あ
る
こ
と
に
は
ま
っ
た
く
変
わ
り
な
い
の
だ
が
…
…
。
ち
く
ま
学
芸
文
庫
の
『
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
が
お
勧
め
。 

  一
五 

生
を
駆
動
す
る
の
も
、
言
葉
で
あ
り
論
理
で
あ
る
。 

 

一
六 

前
述
フ
ロ
イ
ト
の
論
文
「
快
感
原
則
の
彼
岸
」
の
原
題
は"Jenseits des Lustprinzips"

で
あ
り
、
つ

ま
り
「
快
感
原
則
を
越
え
て
」。
英
訳
も"Beyond the Pleasure Principle"

と
、
ほ
ぼ
同
じ
調
子
。
こ
れ

を
「
彼
岸
＝
彼
方
の
岸
」
と
訳
し
た
の
に
は
感
嘆
。 

 

一
七 

こ
こ
ら
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『「
私
」
の
た
め
の
現
代
思
想
』
（
光
文
社
新
書
）
を
参
照
。

い
い
本
だ
と
思
う
ん
だ
け
ど
、
売
れ
な
い
ね
ぇ
。 
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だ
。
そ
の
よ
う
な
人
間
の
存
在
を
考
え
る
の
は
と
て
も
難
し
い
。「
や
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ

る
し
、
や
り
た
い
と
も
思
わ
な
か
っ
た
が
、
や
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

は
「
自
己
の
意
志
を
超
え
た
外
部
の
何
か
に
支
配
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う

―
―
オ
カ
ル
ト
だ
。 

完
全
な
知
性
な
ど
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
私
た
ち
は
誰
で
も
幾
分
か
は
「
（
社
会
的
に
は
）
非

合
理
的
」
な
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
私
た
ち
人
間
は
、
私
的
に
は
「
完
全
に
合
理
的
な
存

在
」
で
あ
る
。 

そ
の
意
味
で
、
人
間
は
「（
個
人
的
な
内
部
の
論
理
と
し
て
は
）
合
理
的
」
に
死
を
選
択
す
る
こ

と
が
あ
る
。
自
殺
を
「
非
合
理
的
行
為
」
だ
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。 

ハ
イ
デ
ガ
ー
一
八

は
、
世
界
劇
場
と
い
う
概
念
装
置
を
使
い
、
私
た
ち
の
生
の
あ
り
さ
ま
に
つ
い

て
考
え
た
。
私
た
ち
は
何
ら
か
の
役
割
を
演
じ
つ
つ
生
き
て
い
る
。
ち
な
み
に
私
は
、
家
に
帰
れ

ば
夫
を
演
じ
父
を
演
じ
、
大
学
に
行
け
ば
教
員
を
演
じ
研
究
者
を
演
じ
、
街
に
出
れ
ば
飲
ん
だ
く

れ
を
演
じ
オ
ヤ
ジ
を
演
じ
る
。
そ
れ
ら
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
状
態
を
「
名
刺
的
自
己
」
と
呼
ぼ

う
―
―
「
飲
ん
だ
く
れ
オ
ヤ
ジ
」
は
名
刺
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
。
そ
れ
は
「
仮
面

（persona

）
」
と
も
呼
ば
れ
、
ま
た
、
人
格
と
も
呼
ば
れ
る
。
人
格
（personality

）
と
は
、
こ

の
仮
面
を
か
ぶ
っ
た
状
態
の
こ
と
を
指
す
。
こ
の
名
刺
的
自
己
を
取
り
去
っ
た
と
こ
ろ
に
、
私
た

ち
人
間
の
「
核
」
が
存
在
す
る
と
い
う
。
そ
れ
は
「
現
存
在
（Dasein)
」
と
呼
ば
れ
る
。 

一
方
、
私
た
ち
は
日
々
の
生
活
の
中
で
、
役
割
に
耽
る
。
名
刺
的
自
己
に
埋
没
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
幾
許
か
の
幸
福
感
を
得
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
れ
を
「
耽
落
／
頽
落
（verfallen

）
」

と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
こ
の
耽
落
に
失
敗
し
た
と
き
、
つ
ま
り
「
名
刺
的
自
己
」
を
上
手
に
演
じ
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
人
は
、
こ
の
世
界
劇
場
か
ら
降
り
る
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ

れ
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
現
存
在
は
「
自
我
」
そ
の
も
の
だ
か
ら
だ
。
耽
落
し
て
い
な

い
と
き
、
自
我
欲
動
が
発
現
し
、
死
へ
の
道
へ
と
進
み
始
め
る
―
―
だ
か
ら
「
耽
落
」
に
は
決
し

て
悪
い
意
味
が
付
随
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
頽
落
」
よ
り
も
「
耽
落
」
と
い
う
訳
語
が
ふ
さ

わ
し
い
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
理
由
に
よ
る
一
九

。 

ち
な
み
に
、
最
近
話
題
二
〇

の
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ル
・
グ
ル
ー
プ
の
会
長
兼CEO

で
あ
る
折
口
雅
博

氏
が
一
九
九
四
年
に
立
ち
上
げ
た
ク
ラ
ブ
（
デ
ィ
ス
コ
）「
ヴ
ェ
ル
フ
ァ
ー
レ｣

の
綴
り
はvelfarre

で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
用
語
で
あ
るverfallen

（
耽
落
）
の
も
じ
り
で
あ
る
と

                              

                    

 

一
八 

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
（H

eidegger, M
artin

）。
『
存
在
と
時
間
』。 

  一
九 

古
東
哲
明
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
＝
存
在
神
秘
の
哲
学
』
（
講
談
社
現
代
新
書
）
一
〇
三
頁
あ
た
り
に
詳
し
い
。

こ
れ
は
、「
世
界
劇
場
論
」
を
中
心
と
し
つ
つ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
的
解
釈
学
を
解
説
す
る
良
書
。 

 

二
〇 

二
〇
〇
七
年
六
月
当
時
の
こ
と
。
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ル
・
グ
ル
ー
プ
の
子
会
社
で
あ
る
コ
ム
ス
ン
が
介
護
報
酬

の
不
正
請
求
に
よ
っ
て
、
厚
労
省
か
ら
処
分
を
受
け
た
。
ま
た
、
デ
ー
タ
装
備
費
問
題
や
二
重
派
遣
問
題
な

ど
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。 
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勝
手
に
考
え
て
い
た
。r

とl

を
入
れ
替
え
た
と
こ
ろ
な
ど
、
と
て
も
小
賢
し
い
、
と
。
本
人
の
書

い
た
も
の
に
よ
る
と
「
ヴ
ェ
ル
サ
ー
チ
」「
フ
ェ
ラ
ー
リ
」「
ア
ル
マ
ー
ニ
」
を
合
成
し
て
作
っ
た

も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
が
、
も
し
も
そ
う
な
ら
「
ヴ
ェ
ル
フ
ェ
ラ
ー
ル
／velferrar

」
だ
ろ
。
少

し
は
哲
学
を
学
ん
だ
人
間
が
こ
の
名
前
を
考
案
し
、
そ
れ
に
適
当
に
理
由
を
く
っ
つ
け
た
と
い
う

ほ
う
が
し
っ
く
り
く
る
。
た
だ
、
悪
意
の
潜
む
名
前
だ
か
ら
そ
う
は
言
え
な
か
っ
た
―
―
若
者
が

集
い
酒
を
飲
み
踊
る
巨
大
な
空
間
に
「
耽
落
／
頽
落
」
と
い
う
名
前
を
付
け
て
い
る
わ
け
だ
か
ら

ね
。
洒
落
が
効
き
す
ぎ
。 

酒
を
飲
ん
だ
り
踊
っ
た
り
す
る
こ
と
ば
か
り
が
耽
落
な
の
で
は
な
い
。
社
会
人
を
上
手
に
演
じ

る
こ
と
も
耽
落
で
あ
り
、
よ
い
教
師
を
演
じ
る
こ
と
も
耽
落
で
あ
る
二
一

。
し
か
し
と
き
と
し
て
そ

の
名
刺
的
自
己
の
裏
側
に
あ
る
現
存
在
が
顔
を
出
し
、
耽
落
し
て
い
る
自
己
に
冷
や
水
を
浴
び
せ

る
―
―
お
前
は
そ
ん
な
者
で
は
な
い
、
と
。 

耽
落
が
う
ま
く
い
く
か
否
か
は
自
分
で
は
決
め
ら
れ
な
い
。
ど
ん
な
に
一
生
懸
命
演
じ
よ
う
と

も
、「
そ
れ
で
は
ダ
メ
」
と
周
囲
に
感
じ
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
世
界
か
ら
弾
き
跳
ば
さ
れ
る
。
さ
ら
に

は
、
自
分
が
率
先
し
て
選
ん
だ
の
で
は
な
い
「
役
割
」
を
不
承
不
承
演
じ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

ヘ
タ
ク
ソ
と
な
じ
ら
れ
た
り
も
す
る
。
幼
稚
園
の
頃
の
お
芝
居
で
「
森
の
木
（
そ
の
三
）」
と
い
う

役
を
も
ら
っ
た
と
き
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
「
森
の
木
（
そ
の
一
）」
の
子
が
ず
い
ぶ
ん
羨
ま
し
か

っ
た
っ
け
―
―
で
も
そ
れ
だ
っ
て
本
当
は
羨
ま
し
が
る
よ
う
な
役
柄
で
は
な
い
の
だ
が
。
ど
ん
な

人
間
で
も
、
そ
の
名
刺
的
自
己
は
不
承
不
承
の
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
理
想
の
も
の
で
は
な
い
―

―
た
と
え
大
統
領
だ
ろ
う
が
首
相
だ
ろ
う
が
大
臣
だ
ろ
う
が
。 

耽
落
を
率
先
し
て
勧
め
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
人
は
あ
る
程
度
ま
で
は
耽
落
し
て
「
生
き
て
」

い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
だ
ろ
う
。
こ
の
世
界
劇
場
に
お
い
て
、
そ
の
演
劇
を
う
ま
く
運
営

す
る
の
が
〈
管
理
す
る
者
〉
の
役
割
だ
。
娯
楽
を
提
供
し
ろ
と
言
う
の
で
は
な
い
。
人
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
役
割
を
そ
こ
そ
こ
う
ま
く
演
じ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
舞
台
を
用
意
す
る
こ
と
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
。「
生
か
す
」
の
で
は
な
く
、「
活
か
す
」
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
だ
け
が
、〈
存
在
〉
の

苦
し
み
を
、
幾
分
か
和
ら
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

そ
し
て
こ
の
国
で
は
、
大
臣
ま
で
も
が
自
殺
す
る
二
二

。 

国
政
選
挙
が
近
い
二
三

。
こ
の
国
は
す
で
に
、
か
な
り
の
能
力
を
傾
注
し
な
い
と
立
ち
直
れ
な
い

ほ
ど
の
危
機
的
状
態
に
あ
る
。
美
辞
麗
句
を
並
べ
た
だ
け
で
、
そ
の
実
、
具
体
的
な
中
身
の
無
い

選
挙
公
約
に
は
も
う
う
ん
ざ
り
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
何
の
知
識
も
能
力
も
な
い
タ
レ
ン
ト
議
員
な
ど

を
並
び
立
て
て
、
そ
れ
で
「
勝
て
る
」
と
考
え
る
各
政
党
の
姿
に
は
、
悲
し
み
さ
え
覚
え
る
。
私

た
ち
は
明
ら
か
に
馬
鹿
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
き
っ
と
勝
つ
だ
ろ
う
―
―
馬
鹿
に
さ
れ
て
い

                              

                    

 

二
一 

つ
ま
り
私
（
高
田
）
は
「
耽
落
」
で
き
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
。
ま
だ
ま
だ
だ
な
。 

 

二
二 

二
〇
〇
七
年
五
月
。
松
岡
利
勝
農
林
水
産
大
臣
の
こ
と
。
事
務
所
費
問
題
を
苦
に
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

 

二
三 

二
〇
〇
七
年
七
月
二
九
日
、
第
二
十
一
回
参
議
院
議
員
選
挙
。 



 
 

 
 
 
 

 

7 
 

 
 
 
 

 

る
こ
と
に
さ
え
気
付
か
な
い
ほ
ど
馬
鹿
だ
か
ら
。
私
た
ち
の
日
常
生
活
の
場
を
巧
妙
に
し
つ
ら
え

ら
れ
た
「
劇
場
＝
生
の
場
所
」
と
す
る
こ
と
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
に
、
彼
ら
は
政
治
の

場
を
三
文
芝
居
の
劇
場
に
す
る
こ
と
ば
か
り
を
考
え
る
。 

と
は
言
う
も
の
の
、
自
殺
を
考
え
て
い
る
人
た
ち
を
止
め
る
権
利
は
私
に
は
な
い
。
そ
れ
だ
け

で
は
な
く
、
そ
の
資
格
も
な
い
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
技
術
も
な
い
。
し
か
し
、
技
術
は
さ
て
お
き
、

そ
の
権
利
と
資
格
を
持
っ
て
い
る
人
は
必
ず
存
在
す
る
。
そ
の
人
と
出
会
い
、
そ
の
人
の
こ
と
を

想
う
人
た
ち
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
は
「
人
の
生
き
る
場
所
」
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。

ど
こ
に
も
「
行
き
場
所
／
生
き
場
所
」
が
無
い
と
感
じ
た
と
き
に
、
自
分
の
役
割
が
な
い
と
感
じ

た
と
き
に
、
人
は
こ
の
世
界
と
い
う
舞
台
そ
の
も
の
か
ら
降
り
よ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
。 

社
会
が
無
策
で
あ
る
以
上
、
個
人
に
で
き
る
こ
と
は
、「
あ
な
た
は
死
な
な
い
で
ね
」
と
、
そ
っ

と
さ
さ
や
く
こ
と
し
か
な
い
二
四

。
究
極
の
非
論
理
だ
が
、
論
理
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
真

実
も
あ
る
。 

（
初
出 

『
文
學
界
』
二
〇
〇
七
年
八
月
号
） 

 

                              

                    

 

二
四 

バ
ル
ザ
ッ
ク
「
こ
と
づ
け
」
末
尾
に
よ
る
。「
こ
の
出
来
事
を
聞
か
さ
れ
た
ひ
と
が
、
こ
わ
が
っ
て
、
読

者
を
抱
き
し
め
て
、
こ
ん
な
ふ
う
に
い
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
ん
な
に
か
愉
快
だ
ろ
う
。
―
―
「
あ
あ
、
死
ん

じ
ゃ
い
や
よ
、
あ
な
た
は
！
」 


