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そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
ら
し
い
寛
容
と
共
生

門
脇
俊
介
と
多
文
化
主
義
の
哲
学

三
ツ
野
陽
介

１　
「
自
分
ら
し
さ
」
と
し
て
の
存
在

「
例
え
ば
、
自
分
の
生
き
方
に
漠
然
と
悩
む
青
年
Ａ
の
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
」
と
、
門
脇
俊
介
は
我
々
に
語
り
か
け
て
い
る
。

こ
の
青
年
Ａ
が
「
私
の
存
在
は
大
き
な
謎
だ
」
な
ど
と
陳
腐
と
も
思
え
る
よ
う
な
台
詞
を
口
に
し
た
場
合
、
こ
れ
を
、
哲
学
的

な
存
在
論
と
は
無
縁
の
青
臭
い
悩
み
と
し
て
、
簡
単
に
切
り
捨
て
よ
う
と
す
る
哲
学
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
門

脇
は
そ
の
よ
う
な
哲
学
者
の
一
人
で
は
な
か
っ
た
。「
真
摯
な
生
き
方
と
思
考
を
求
め
る
人
々
の
素
朴
な
問
い
は
、
す
で
に
十

分
哲
学
的
」
な
の
だ
と
門
脇
は
言
う
。「
だ
か
ら
『
存
在
論
』
は
、
哲
学
と
い
う
学
問
分
野
の
な
か
に
だ
け
存
在
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
我
々
の
日
常
の
自
分
へ
の
問
い
の
ま
っ
た
だ
中
に
も
生
じ
て
い
る
」（
門
脇 

二
〇
〇
八
、
三
〜
七
）。

　

門
脇
は
、
こ
の
青
年
Ａ
が
素
朴
に
問
題
に
し
て
い
る
「
私
の
存
在
」
は
、「
少
な
く
と
も
以
下
の
五
つ
の
枠
組
を
含
ん
で
い

る
」
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
列
挙
し
て
い
る
。

（
１
）
他
者
に
は
体
験
で
き
な
い
、
私
の
個
別
性
や
か
け
が
え
の
な
さ
。
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（
２
）
私
の
現
在
の
状
況
の
偶
然
性
。

（
３
）
自
然
現
象
に
還
元
さ
れ
な
い
人
間
の
あ
り
方
。

（
４
）
私
の
（
選
択
可
能
な
）
可
能
性
。

（
５
）「
世
界
」
の
成
立
根
拠
と
し
て
の
私
。（
同
書
、
四
〜
六
）

　

こ
の
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
の
枠
組
は
、
門
脇
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
解
釈
の
な
か
で
密
接
に
連
関
し
合
っ
て
い
て
、
そ
の
ど
れ

か
一
つ
を
個
別
に
取
り
出
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
、
門
脇
が
一
つ
目
に
挙
げ
た

「
他
者
に
は
体
験
で
き
な
い
、
私
の
個
別
性
や
か
け
が
え
の
な
さ
」
を
、
問
い
の
中
心
に
据
え
て
み
た
い
。
こ
れ
は
、
二
番
目

に
挙
げ
ら
れ
た
「
私
の
現
在
の
状
況
の
偶
然
性
」
や
、
四
つ
目
の
「
私
の
（
選
択
可
能
な
）
可
能
性
」
に
も
ま
た
が
る
も
の
と

し
て
、
単
純
に
「
自
分
ら
し
さ
」
と
い
う
言
葉
で
も
言
い
直
さ
れ
て
い
る
。「
自
分
の
可
能
性
に
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
の

か
に
よ
っ
て
、
自
分
ら
し
さ
を
獲
得
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
う
で
は
な
い
の
か
の
差
異
も
ま
た
定
ま
っ
て
く
る
」（
同

書
、
二
四
）。
す
な
わ
ち
、
他
者
に
は
体
験
で
き
な
い
、
私
の
個
別
性
や
か
け
が
え
の
な
さ
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
才
能
や
境

遇
と
い
っ
た
偶
然
の
状
況
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
状
況
か
ら
受
け
取
っ

た
「
自
分
ら
し
さ
」
は
、
私
が
選
択
で
き
る
未
来
の
可
能
性
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

遺
さ
れ
た
思
索
の
跡
を
辿
っ
て
み
る
と
き
、「
私
の
個
別
性
や
か
け
が
え
の
な
さ
と
は
何
な
の
か
」「
自
分
ら
し
さ
と
は
何
な

の
か
」
と
い
う
問
い
が
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
哲
学
者
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、「
真
摯
な
生
き
方
と
思
考
を
求
め
る
人
々
」
の
一

人
と
し
て
の
門
脇
俊
介
の
「
素
朴
な
問
い
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

２　
「
自
分
ら
し
さ
」
を
め
ぐ
る
問
い
と
し
て
の
多
文
化
主
義
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門
脇
俊
介
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
現
象
学
と
い
っ
た
専
門
分
野
の
ほ
か
に
、
多
文
化
主
義
（m

ulticulturalism

）
の
政
治
哲
学
に

も
関
心
を
示
し
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
そ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
が
「
他
者
に
は
体
験
で
き
な
い
、
私
の
個
別
性
や
か
け
が

え
の
な
さ
」「
自
分
ら
し
さ
」
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
取
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
門
脇
は
、
多
文
化
主
義

の
立
場
を
と
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
論
文
（Taylor 1994

）
を
ゼ
ミ
で
取
り
扱
う
教
師
と
学
生
の
対
話
形
式
を
擬
し
て
書

か
れ
た
、
あ
る
風
変
わ
り
な
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
話
を
進
め
て
い
る
。

テ
イ
ラ
ー
は
尊
厳
と
い
う
こ
と
を
、
誰
に
で
も
共
通
に
与
え
ら
れ
て
い
て
平
等
な
扱
い
を
求
め
ら
れ
る
人
格
的
な
自
己
に
つ

い
て
だ
け
考
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
個
性
的
な
誰
に
も
か
け
が
え
の
な
い
自
分
自
身
の
独
自
性
と
し
て
も
と
ら
え

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
自
分
が
自
分
ら
し
く
存
在
す
る
と
い
う
観
念
が
近
代
に
お
い
て
解
放
さ
れ
て
き
て
、
こ
の
意
味
で
の

承
認
が
求
め
ら
れ
続
け
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。（
門
脇 

二
〇
〇
七
ａ
、
六
九
）

　

ま
ず
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
誰
に
で
も
共
通
に
与
え
ら
れ
て
い
て
平
等
な
扱
い
を
求
め
ら
れ
る
人
格
的
な
自
己
」
へ
の
承
認

の
要
求
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
論
文
に
お
い
て
は
「
平
等
な
尊
厳
を
め
ぐ
る
政
治
（politics of equal dignity

）」
と
名
づ
け
ら
れ
て

い
る
（Taylor 1994, 41

）。
そ
れ
が
求
め
る
の
は
、
自
分
が
他
人
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
の
承
認
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
肌
の
色
が

違
っ
て
も
、
性
別
が
違
っ
て
も
、
階
級
や
身
分
が
違
っ
て
も
、
生
ま
れ
育
っ
た
文
化
が
違
っ
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
み
な
同

じ
「
人
間
ら
し
さ
」
を
持
っ
て
お
り
、
人
間
ら
し
く
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
理
性
や
自
律
性
と

い
っ
た
観
念
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
説
明
さ
れ
る
こ
の
「
人
間
ら
し
さ
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
平
等
な
尊
厳
が
認
め
ら
れ
る
べ

き
根
拠
と
な
っ
て
き
た
。
門
脇
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
理
性
的
な
能
力
が
す
べ
て
の
人
間
に
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
哲
学
的

な
宣
言
が
な
さ
れ
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
等
し
い
尊
厳
を
認
め
る
べ
き
根
拠
が
確
立
さ
れ
た
」（
同
書
、
七
九
）
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
テ
イ
ラ
ー
に
よ
っ
て
「
差
異
を
め
ぐ
る
政
治
（politics of difference
）」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
要
求
す
る
の
は
、
自
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分
が
他
人
と
異
な
る
仕
方
で
、
自
分
ら
し
く
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
へ
の
承
認
な
の
で
あ
る
。
多
文
化
主
義
の
政
治
的
主
張
は
、

こ
の
「
差
異
を
め
ぐ
る
政
治
」
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
平
等
な
尊
厳
を
め
ぐ
る
政
治
」
に
偏
向
し
が
ち
だ
っ
た
そ
れ

ま
で
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
修
正
を
試
み
た
。

　

か
く
し
て
、
人
々
は
み
な
同
じ
人
間
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
人
間
で
も
あ
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
、

「
平
等
な
尊
厳
を
め
ぐ
る
政
治
」
に
お
け
る
「
人
間
ら
し
さ
」
と
、「
差
異
を
め
ぐ
る
政
治
」
に
お
け
る
「
自
分
ら
し
さ
」
を
、

と
き
に
両
立
し
が
た
い
も
の
と
し
て
問
題
化
す
る
。

　

た
だ
し
問
題
は
、
類
と
し
て
の
人
間
ら
し
さ
と
、
個
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
の
あ
い
だ
に
の
み
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
多
文
化
主
義
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
頻
繁
に
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
個
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
よ
り
も
、
集

団
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
な
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
そ
れ
は
、
抑
圧
さ
れ
た
少
数
民
族
や
非
白
人
種
、
女
性
な
ど
、
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
集
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、「
個
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
の
近
代
的
な
要
求
と
、
現
在

問
題
に
な
っ
て
い
る
集
団
の
自
分
ら
し
さ
の
よ
う
な
要
求
を
、
一
緒
に
論
じ
て
よ
い
の
か
」（
門
脇 

二
〇
〇
七
ａ
、
七
〇
）
と
い

う
門
脇
の
疑
問
は
、
当
然
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
「
個
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
と
い
う
当
然
の
要
求
が
、

結
構
問
題
含
み
の
、
集
団
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
の
要
求
に
ず
れ
て
」（
同
）
い
っ
て
い
る
の
だ
。

３　
「
分
割
」
と
し
て
の
多
文
化
主
義

　

個
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
は
、
実
際
に
は
門
脇
が
「
存
在
論
的
体
制
の
枠
組
」
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
て
い
た
「
私
の
現
在

の
状
況
の
偶
然
性
」
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
一
人
の
人
間
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
生
を
受
け
そ
こ
に
育
っ
た
文
化

の
な
か
か
ら
し
か
、
そ
の
一
人
の
人
で
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
」（
門
脇 
二
〇
〇
八
、五
）
に
縛
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

例
え
ば
、
日
本
に
生
ま
れ
た
人
間
の
「
自
分
ら
し
さ
」
の
実
体
は
「
日
本
人
ら
し
さ
」
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
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る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
の
な
か
で
生
ま
れ
育
っ
た
人
間
が
、
そ
の
人
ら
し
く
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
そ
の
集
団
の
文

化
を
継
承
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
集
団
の
成
員
ら
し
く
生
き
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
多
文
化
主
義
が
擁
護
し
よ
う
と
す
る

「
自
分
ら
し
さ
」
は
往
々
に
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
集
団
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
」
で
あ
る
し
、
そ
れ
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に

通
じ
る
も
の
で
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
多
文
化
主
義
の
主
張
を
批
判
し
、「
集
団
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
」
が
「
個
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
」
を
抑
圧

す
る
可
能
性
を
懸
念
す
る
者
も
多
い
。
門
脇
も
ま
た
必
ず
し
も
多
文
化
主
義
の
礼
賛
者
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
を
懸
念
す
る
一

人
だ
っ
た
。
多
文
化
主
義
に
対
し
て
自
ら
が
抱
く
共
感
と
違
和
を
、
門
脇
は
「
分
割
」
と
「
統
合
」
と
い
う
対
概
念
を
用
い
て

説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
（
門
脇 
二
〇
〇
七
ｂ
）。

　

す
な
わ
ち
、
従
来
の
普
遍
主
義
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
は
、
様
々
な
文
化
集
団
の
独
自
性
や
多
様
性
を
、
唯
一
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
へ
と
「
統
合
」
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
多
文
化
主
義
は
、
普
遍
主
義
的
な
価
値
基
準
を
、
門
脇
が

「
有
限
の
全
体
性
」
と
呼
ぶ
複
数
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
へ
と
「
分
割
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
統
合
」
に
対
す
る
批
判
を
行
う
。

こ
の
「
批
判
と
し
て
の
分
割
」
の
技
を
備
え
た
多
文
化
主
義
こ
そ
、
門
脇
が
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
「
統
合
」
と
「
分
割
」
の
違
い
で
あ
っ
て
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
多
文
化
主
義
の
違
い
で
は

な
い
。
と
い
う
の
も
、
も
と
も
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
も
、
宗
教
的
な
権
威
と
政
治
的
な
権
力
を
「
分
割
」
す
る
こ
と
を
目
指
し

た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
批
判
と
し
て
の
分
割
」
と
し
て
出
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
個
の
領
域
に
属
す
べ
き
も
の
と

政
治
の
領
域
に
属
す
べ
き
も
の
と
の
あ
い
だ
の
分
割
こ
そ
が
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
有
効
な
批
判
力
の
資
源
で
あ
っ
た
」（
同
書
、

一
二
六
）
の
だ
。

　

そ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
い
つ
し
か
統
合
的
傾
向
を
帯
び
て
い
っ
た
よ
う
に
、
多
文
化
主
義
の
言
説
も
ま
た
、
統
合
的
な
同
一

化
装
置
へ
と
転
化
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
多
文
化
主
義
は
、
主
流
派
文
化
の
統
合
的
な
圧
力
に
対
し
て
、
主
流
で
な
い
諸

文
化
の
多
様
性
を
擁
護
す
る
た
め
に
分
割
を
行
う
。「
こ
の
こ
と
は
少
数
派
の
文
化
的
同
一
性
の
擁
護
と
は
決
定
的
に
異
な
る
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こ
と
だ
と
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
同
書
、
一
二
七
）。
つ
ま
り
、
多
文
化
主
義
的
な
「
集
団
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
」

が
批
判
力
を
持
つ
の
は
、
普
遍
主
義
的
な
「
人
間
ら
し
さ
」
を
分
割
す
る
も
の
と
し
て
で
あ
り
、「
集
団
と
し
て
の
自
分
ら
し

さ
」
が
「
個
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
」
に
対
し
て
、
統
合
的
に
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
、
前
者
は
後
者
に

よ
っ
て
「
批
判
と
し
て
の
分
割
」
を
受
け
る
側
に
ま
わ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
だ
。

　

も
っ
と
も
、
以
上
の
よ
う
な
言
い
方
は
誤
解
を
招
く
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
テ
イ
ラ
ー
に
せ
よ
門
脇
に
せ
よ
、

「
個
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
」
と
「
集
団
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
」
を
そ
の
よ
う
な
対
立
的
な
も
の
と
は
考
え
な
か
っ
た
か
ら

だ
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
、
次
節
で
は
テ
イ
ラ
ー
の
議
論
を
少
し
詳
し
く
見
て
い
く
。

４　

対
話
的
な
独
自
性

　

テ
イ
ラ
ー
が
描
く
思
想
史
に
お
い
て
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
、
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
を
求
め
る
よ
う
な
主
張
は
、

ル
ソ
ー
か
ら
ヘ
ル
ダ
ー
を
経
て
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。「
一
八
世
紀
末
以
前
に
は
、
人
間
の
あ
い
だ
の
差
異
が
こ
の
種
の
道
徳

的
意
義
を
持
つ
と
は
誰
も
考
え
な
か
っ
た
」（Taylor 1994, 30

）。
さ
ら
に
、
テ
イ
ラ
ー
が
真
正
さ
（authenticity

）
と
も
呼
ぶ
こ

の
「
自
分
ら
し
さ
」
に
お
い
て
は
、
何
よ
り
も
独
自
性
が
重
視
さ
れ
た
。
こ
の
独
自
性
の
原
理
（principle of originality

）
が

意
味
す
る
の
は
、
外
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
仕
方
で
生
き
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。「
私
は
自
ら

の
外
部
に
生
き
る
た
め
の
手
本
を
見
出
す
こ
と
す
ら
で
き
な
い
」（ibid.

）
の
で
あ
る
。
手
本
は
自
ら
の
内
面
に
の
み
あ
る
の
だ
。

　

こ
の
議
論
だ
け
を
見
る
と
、
こ
こ
で
価
値
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
「
個
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
」
で
あ
り
、「
集
団
と
し

て
の
自
分
ら
し
さ
」
な
ど
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
人
が
自
ら
の
自
分
ら
し
さ
を
形
づ
く
る
た
め
に
、
生
ま
れ

育
っ
た
文
化
（
集
団
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
）
に
手
本
を
見
出
す
こ
と
さ
え
、
こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
の
だ
。

　

し
か
し
ヘ
ル
ダ
ー
は
、「
個
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
」
だ
け
で
な
く
「
集
団
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
」
に
も
独
自
性
の
原
理
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を
適
用
し
た
。
す
な
わ
ち
個
人
だ
け
で
な
く
、
一
つ
の
民
族
（
ヘ
ル
ダ
ー
がVolk

と
呼
ん
だ
も
の
）
も
ま
た
、
他
の
民
族
に

手
本
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
自
ら
の
文
化
に
忠
実
に
「
自
分
ら
し
さ
」
を
つ
く
り
あ
げ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
当
時
の
ヘ

ル
ダ
ー
に
と
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
人
が
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
模
倣
に
走
る
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
し
、
日
本
人
は
日
本
人
ら
し
く
あ

る
べ
き
で
、
西
洋
の
真
似
ば
か
り
し
て
い
て
は
い
け
な
い
と
い
っ
た
主
張
が
、
近
代
以
降
の
日
本
で
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
き

た
こ
と
を
我
々
は
知
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
主
張
を
何
ら
か
の
統
合
的
な
文
化
、
例
え
ば
、
ヘ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
の
フ
ラ
ン
ス
文
化
、
日
本
人
に
と
っ
て
の

西
洋
文
化
に
対
す
る
、
ド
イ
ツ
文
化
、
日
本
文
化
の
側
か
ら
の
「
批
判
と
し
て
の
分
割
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
る
集
団
が
自
ら
の
「
集
団
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
」
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
き
、

そ
の
集
団
は
内
部
の
個
人
に
対
し
て
、
統
合
的
に
働
き
か
け
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
で
あ
る
こ
と
を
求

め
ら
れ
る
「
個
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
」
と
「
集
団
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
」
の
あ
い
だ
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る

の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、「
個
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
」
の
起
源
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、

そ
の
人
の
自
分
ら
し
さ
が
、
他
人
の
模
倣
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
自
分
ら
し
さ
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
そ
れ
は
無
か
ら
創

造
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
始
原
的
（original

）
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
テ
イ
ラ
ー
は
そ
う
い
う
意
味
で
は
オ
リ
ジ
ナ

ル
と
い
う
語
を
用
い
て
い
な
い
。
テ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
そ
の
内
面
に
お
い
て
独
白
的
に
形
成

さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
他
者
と
の
対
話
を
通
し
て
形
成
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

人
々
は
自
己
定
義
に
必
要
な
言
語
を
ひ
と
り
で
獲
得
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
我
々
は
、
我
々
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
他

者

―
ジ
ョ
ー
ジ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ミ
ー
ド
が
「
重
要
な
他
者
」
と
呼
ん
だ
も
の

―
と
の
相
互
作
用
を
通
じ
て
、
そ
れ
ら

の
言
語
へ
と
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
人
間
の
心
の
起
源
は
独
白
的
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
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が
一
人
で
達
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
対
話
的
な
の
で
あ
る
。（ibid., 32

）

　

こ
の
「
自
己
定
義
に
必
要
な
言
語
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
身
に
つ
け
た
国
語
と
し
て
考
え
た
ヘ
ル
ダ
ー
に
対
し
て
、
テ
イ
ラ
ー

は
芸
術
や
身
ぶ
り
、
愛
情
表
現
な
ど
も
含
め
て
「
言
語
」
と
呼
ん
で
、
そ
れ
を
広
義
に
捉
え
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
場
合
の

「
言
語
」
は
「
文
化
」
と
同
義
で
あ
ろ
う
。
人
は
人
生
の
初
期
に
お
い
て
、両
親
を
は
じ
め
と
す
る
「
重
要
な
他
者
（significant 

others

）」
と
の
対
話
を
通
し
て
、
あ
る
文
化
に
育
ま
れ
な
が
ら
そ
れ
を
学
ん
で
い
き
、
自
己
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー

が
強
調
し
た
の
と
違
っ
て
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
お
そ
ら
く
模
倣
の
要
素
も
含
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
あ

る
時
期
を
過
ぎ
れ
ば
、「
集
団
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
」
に
対
し
て
「
個
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
」
の
側
か
ら
分
割
が
行
わ
れ

る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
も
ま
た
対
話
の
一
つ
の
形
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
自
分
自
身
の
独
自
性
と
い
う
も
の
は
、
他
者
と
出
会
い
、
他
者
と
の
差
異
を
発
見
す
る
な
か
で
見
出
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
独
白
に
お
い
て
意
識
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
他
人
と
比
較
し
な
け
れ
ば
、
何
が
自
ら
の
「
自
分
ら
し
さ
」
な

の
か
も
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
集
団
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
」
に
関
し
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
新
渡
戸
稲
造
の
『
武
士
道
』
に
せ
よ
、

内
村
鑑
三
の
『
代
表
的
日
本
人
』
に
せ
よ
、
近
代
初
期
の
代
表
的
な
日
本
文
化
論
は
英
語
で
書
か
れ
た
。
こ
れ
ら
の
日
本
文
化

論
は
、
二
つ
の
意
味
で
対
話
的
で
あ
る
と
言
え
る
。
一
つ
は
、
そ
れ
が
独
白
的
な
テ
ク
ス
ト
で
は
な
く
、
西
洋
と
い
う
他
者
に

向
か
っ
て
表
現
さ
れ
た
自
己
定
義
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
。
さ
ら
に
、
日
本
文
化
論
が
外
国
語
で
書
か
れ
る
こ
と
を

通
じ
て
、「
自
己
定
義
に
必
要
な
言
語
」
が
学
ば
れ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ら
は
対
話
的
で
あ
る
。
門
脇
が
「
日

本
語
の
哲
学
用
語
の
か
な
り
の
部
分
を
新
た
に
造
語
し
た
」（
門
脇 
二
〇
〇
七
ｂ
、
一
三
二
）
哲
学
者
で
あ
る
西
周
に
言
及
し
て

い
る
よ
う
に
、
当
時
は
外
国
語
が
学
ば
れ
た
だ
け
で
な
く
、
新
し
い
造
語
が
数
多
く
行
わ
れ
、
日
本
語
そ
の
も
の
が
変
化
さ
せ

ら
れ
た
。
そ
れ
は
「
文
化
」
の
変
化
で
あ
り
、「
集
団
と
し
て
の
自
分
ら
し
さ
」
の
変
化
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
あ
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り
方
で
し
か
「
日
本
人
ら
し
さ
」
の
よ
う
な
も
の
は
形
成
さ
れ
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

つ
ま
り
、
あ
る
集
団
の
「
自
分
ら
し
さ
」
は
、
別
の
集
団
の
「
自
分
ら
し
さ
」
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
初
め
て
意
識
さ
れ

る
。
我
々
が
「
地
球
人
の
独
自
性
」
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
宇
宙
人
と
遭
遇
し
た
こ
と
が
な
い
か

ら
だ
ろ
う
（
も
っ
と
も
、
人
間
の
人
間
ら
し
さ
は
た
い
て
い
は
動
物
と
の
対
比
の
な
か
で
定
義
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
だ
が
）。

　

こ
の
よ
う
に
他
者
と
の
対
話
を
通
じ
て
自
ら
の
「
自
分
ら
し
さ
」
が
形
成
さ
れ
て
い
く
一
方
で
、
他
者
が
持
つ
「
自
分
ら
し

さ
」
を
我
々
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
理
解
さ
れ
え
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で

考
え
て
み
た
い
。

５　

他
文
化
理
解
と
寛
容
の
原
則

　

門
脇
は
、
多
文
化
主
義
の
哲
学
を
論
じ
る
際
に
、
和
辻
哲
郎
に
由
来
す
る
「
有
限
の
全
体
性
」
と
い
う
概
念
を
導
入
し
た
。

門
脇
の
言
い
方
で
は
、
そ
れ
は
「
知
識
や
行
為
の
主
体
が
世
界
に
向
き
合
う
さ
い
に
、
そ
の
主
体
の
属
し
て
い
る
信
念
体
系

や
概
念
枠
の
全
体
の
内
部
で
の
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
や
信
念
へ
の
意
味
と
真
理
の
割
当
て
が
可
能
に
な
る
と
い
う
、
全
体
論

的
な
発
想
」
に
お
い
て
言
わ
れ
る
よ
う
な
、「
特
定
の
言
語
や
文
化
と
し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
」「
複
数
性
を
許
容
す
る
よ
う

な
」
全
体
性
の
こ
と
で
あ
る
。（
門
脇 

二
〇
〇
七
ａ
、
八
一
〜
八
二
）

　

例
え
ば
、
信
仰
者
と
無
神
論
者
の
あ
い
だ
で
交
わ
さ
れ
る
議
論
の
よ
う
に
、
お
互
い
が
あ
ま
り
に
も
隔
た
っ
た
信
念
体
系
と

概
念
枠
に
依
拠
し
て
相
手
を
打
ち
負
か
そ
う
と
し
て
い
る
対
話
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
有
限
の
全
体
性
を
統
合
す
る
よ
う

な
地
点
に
は
と
て
も
到
達
で
き
な
い
。
か
と
言
っ
て
、
我
々
は
い
ず
れ
か
の
立
場
を
出
発
点
と
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
活
動
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
的
対
立
に
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う

　

で
は
、
あ
る
有
限
の
全
体
性
の
内
部
か
ら
、
別
の
有
限
の
全
体
性
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
の
だ
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ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
自
分
が
属
す
る
の
と
は
別
の
文
化
を
理
解
す
る
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

　

一
つ
の
方
法
と
し
て
は
、
文
化
人
類
学
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
よ
う
に
、
と
も
か
く
他
文
化
の
な
か
に
飛
び
込
ん
で
、

そ
の
文
化
を
追
体
験
す
る
と
い
う
や
り
方
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
「
他
な
る
も
の
の
『
他
』
と
い
う
性
格
を
と

ら
え
損
な
う
可
能
性
が
あ
る
」（
同
書
、
九
六
）
と
門
脇
は
指
摘
す
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
追
体
験
し
た
他
文
化
に
つ
い
て
説

明
し
よ
う
と
試
み
る
際
、
結
局
我
々
は
、
自
文
化
を
説
明
す
る
と
き
に
用
い
る
語
彙
を
無
批
判
に
用
い
て
当
て
は
め
る
か
、
そ

れ
ら
の
語
彙
を
安
易
に
捨
て
去
っ
て
、
他
文
化
の
「
有
限
の
全
体
性
」
に
そ
の
ま
ま
身
を
委
ね
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

で
は
結
局
、
い
ず
れ
か
の
「
有
限
の
全
体
性
」
が
選
ば
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
二
つ
の
文
化
の
あ
い
だ
に
十
分
な
対
話
関
係
が

成
り
立
っ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
と
は
別
に
、
自
国
語
と
多
国
語
を
つ
な
ぐ
共
通
の
「
意
味
」
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
翻
訳
を
可
能
に
し
よ
う
と

い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
「
こ
の
考
え
方
は
そ
も
そ
も
意
味
と
い
う
存
在
者
を
一
種
類
増
や
し
て
文
化
の
共
通
性
を

説
明
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
無
理
が
あ
る
し
、有
限
の
全
体
性
の
観
念
そ
の
も
の
に
鈍
感
」（
同
）
だ
と
門
脇
は
断
じ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
方
法
は
、
異
な
る
文
化
同
士
を
統
合
し
う
る
何
ら
か
の
普
遍
性
（
イ
デ
ア
的
な
意
味
）
を
想
定
し
て
し
ま
っ
て

い
る
の
だ
。

　

そ
し
て
最
後
に
門
脇
は
「
追
体
験
や
、
意
味
の
観
念
を
用
い
る
こ
と
が
も
は
や
断
念
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
手

許
に
あ
る
一
揃
い
の
合
理
性
と
い
う
道
具
を
用
い
る
ほ
か
な
い
」（
同
書
、
九
七
）
と
述
べ
て
、
ド
ナ
ル
ド
・
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン

の
「
寛
容
の
原
則
」
へ
の
言
及
を
始
め
る
の
で
あ
る
。

「
例
え
ば
眼
の
前
を
犬
が
走
っ
て
い
く
と
き
に
、
だ
れ
か
が
『
見
ろ
オ
オ
カ
ミ
だ
』
と
言
っ
た
と
し
ま
す
」
と
門
脇
は
例
を
挙

げ
て
い
る
（
同
）。
こ
の
と
き
我
々
は
、
そ
の
人
が
犬
と
オ
オ
カ
ミ
を
見
間
違
え
た
か
、
そ
の
人
の
言
葉
遣
い
に
お
い
て
は
犬

も
ま
た
オ
オ
カ
ミ
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
か
、
ど
ち
ら
か
だ
ろ
う
と
解
釈
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
我
々
は
、
少
な
く
と
も
本
人
は

何
ら
か
の
合
理
性
に
則
っ
て
正
し
い
つ
も
り
で
言
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
前
提
に
立
た
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
解
釈
で
き
な
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い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
寛
容
な
態
度
は
、
我
々
に
強
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
考
え
た
。

「
他
者
を
理
解
し
よ
う
と
望
む
な
ら
、
我
々
は
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
、
大
部
分
の
事
柄
に
お
い
て
彼
ら
が
正
し

い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（D

avidson 1984, 197

）。

　

も
っ
と
も
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
寛
容
の
原
則
は
、
言
語
哲
学
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
原
理
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
「
寛
容
（charity

）」
と
い
う
語
に
も
と
も
と
政
治
的
な
含
意
は
な
い
。
政
治
的
な
意
味
で
言
わ
れ
る
と
き
の
「
寛

容
」
の
原
語
は
多
く
の
場
合toleration

やtolerance

（
＝
寛
容
、
許
容
、
忍
耐
）
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
文
脈
で
は
寛
容
の
原
則
に
、
あ
え
て
政
治
的
な
意
味
が
付
与
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
門
脇
自
身

は
慎
み
深
く
、
他
文
化
理
解
の
た
め
の
原
則
と
い
う
程
度
の
意
味
し
か
こ
め
て
い
な
い
の
だ
が
、
本
稿
で
は
さ
ら
に
強
い
主
張

と
し
て
こ
の
原
則
を
言
い
直
し
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
対
立
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
有
限
の
全
体
性
」

に
引
き
こ
も
っ
て
い
る
限
り
、
双
方
の
対
話
は
不
毛
な
も
の
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
は
「
大
部
分
の
事
柄
に
お
い
て
相

手
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
正
し
い
」
と
い
う
寛
容
の
原
則
が
な
く
、
他
者
理
解
の
出
発
点
に
も
立
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
例
え

ば
、
無
神
論
者
か
ら
見
て
、
信
仰
者
が
い
か
に
非
合
理
に
見
え
よ
う
と
も
、
ま
ず
は
相
手
を
合
理
的
な
人
間
と
し
て
想
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
も
、
異
な
る
文
化
を
理
解
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
。

６　

解
釈
か
ら
共
生
へ

　

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
翻
訳
の
た
め
の
辞
書
も
文
法
書
も
作
ら
れ
て
い
な
い
未
知
の
言
語
の
話
し
手
な
ど
、
意
味
理
論
を
共

有
し
な
い
相
手
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
我
々
が
行
う
解
釈
を
、「
根
元
的
解
釈
（radical interpretation

）」
と
呼

ん
だ
。
根
元
的
解
釈
の
場
面
に
お
い
て
我
々
は
、
相
手
の
言
う
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
、
相
手
の
発
話
が
従
っ
て
い
る
ル
ー

ル
を
理
解
す
る
こ
と
に
も
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
作
業
に
必
要
と
さ
れ
る
の
が
寛
容
の
原
則
で
あ
る
。
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デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
さ
ら
に
、
他
人
の
言
う
こ
と
を
理
解
す
る
と
き
に
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
つ
ね
に
根
元
的
解
釈
が
行
わ
れ

て
い
る
の
だ
と
考
え
た
（D

avidson 1984, 125

）。
未
知
の
外
国
語
を
聞
い
て
理
解
す
る
の
に
必
要
な
手
続
き
と
、
母
国
語
を
聞

い
て
理
解
す
る
の
に
必
要
な
手
続
き
の
あ
い
だ
に
は
、
労
力
の
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
本
質
的
な
違
い
は
な
い
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
後
者
に
お
い
て
も
や
は
り
、
相
手
の
意
味
理
論
を
把
握
す
る
た
め
の
努
力
は
行
わ
れ
て
い
る
。
門
脇
は
寛
容
の
原
則
に

言
及
す
る
際
に
こ
の
点
を
重
視
し
な
か
っ
た
が
、
別
の
有
限
の
全
体
性
に
属
す
る
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
み
な
ら

ず
、
同
じ
言
語
共
同
体
の
内
部
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
も
、
根
元
的
解
釈
は
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
立
場
で
あ
る
。
と
言
う
よ
り
も
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
門
脇
の
考
え
る
よ
う
な
「
特
定
の
言
語
や
文
化
と

し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
」
有
限
の
全
体
性
の
存
在
を
認
め
な
か
っ
た
と
言
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
こ
の
見
解
を
野
矢
茂
樹
は
、
批
判
的
な
意
味
を
こ
め
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ア

ナ
ー
キ
ズ
ム
」
と
呼
ん
で
い
る
。
も
し
も
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
そ
も
そ
も

固
定
さ
れ
た
意
味
理
論
の
も
と
で
の
文
の
や
り
と
り
で
は
な
」
く
、
我
々
の
日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
ま
た
「
未
知
の

言
語
の
も
と
に
赴
き
、
ゼ
ロ
か
ら
意
味
理
論
を
造
り
上
げ
て
い
く
過
程
」
と
同
様
に
、「
た
え
ず
意
味
理
論
を
改
訂
し
て
い
く

運
動
」
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
野
矢 
一
九
九
九
、
三
三
〇
〜
三
三
一
）。
こ
れ
を
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と
呼
ぶ
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
し
て
野
矢
は
、
こ
の
見
解
に
一
定
の
重
要
性
を
認
め
つ
つ
、
そ
れ
は
実
際
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
描
写
と
し
て
は
不

適
切
な
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
（
同
書
、
三
五
八
）。
先
ほ
ど
の
例
で
言
え
ば
、
日
本
語
を
間
違
っ
て
使
用
し
て
い
る

人
（
犬
を
オ
オ
カ
ミ
と
呼
ぶ
よ
う
な
人
）
に
対
し
て
、
我
々
が
寛
容
の
原
則
を
採
用
し
て
「
そ
れ
は
そ
れ
で
ま
ち
が
い
で
は
な

い
が
…
…
」
と
言
い
つ
つ
も
、
や
は
り
「
分
か
り
に
く
い
か
ら
犬
と
呼
ん
だ
方
が
よ
い
」
と
訂
正
し
た
く
な
る
の
は
、
ど
う
し

て
な
の
か
。「
正
し
い
日
本
語
」
な
ど
存
在
せ
ず
、
日
本
語
の
あ
ら
ゆ
る
話
者
が
実
際
に
は
そ
れ
ぞ
れ
日
本
語
に
似
た
個
人
言

語
を
話
し
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
訂
正
の
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
野
矢
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
倣
っ
て
言
語
を
ゲ
ー
ム
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
考
え
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
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（
野
矢
自
身
は
チ
ェ
ス
の
例
を
挙
げ
て
い
る
が
）
例
え
ば
、
サ
ッ
カ
ー
を
し
て
い
る
最
中
に
、
突
然
フ
ィ
ー
ル
ド
プ
レ
イ

ヤ
ー
が
ボ
ー
ル
を
手
で
投
げ
て
ゴ
ー
ル
を
決
め
て
し
ま
っ
た
ら
、「
相
手
チ
ー
ム
が
考
え
る
サ
ッ
カ
ー
は
、
我
々
の
ル
ー
ル
と

は
違
う
よ
う
だ
」
な
ど
と
、
寛
容
な
態
度
を
と
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。「
そ
れ
で
は
ゲ
ー
ム
に
な
ら
な
い
」。

で
は
逆
に
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
構
図
で
は
ど
う
し
て
寛
容
が
発
揮
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
な
に
よ
り
も
「
発
話
を
理
解
す
る
こ
と
」
と
捉
え
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
解
釈
者
は
自
ら

プ
レ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
た
ち
が
行
っ
て
い
る
こ
と
を
探
り
当
て
よ
う
と
し
て
い
る
理
論
家
と
し

て
、
あ
く
ま
で
も
傍
観
者
と
し
て
、
そ
こ
に
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
自
身
が
ゲ
ー
ム
の
規
則
を
共
有
す
る
必
要
は
な
い
。
端

か
ら
見
て
い
て
「
そ
う
い
う
規
則
も
あ
る
だ
ろ
う
な
」
と
言
っ
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。（
同
書
、
三
六
五
）

　

こ
こ
で
再
び
、
多
文
化
主
義
を
め
ぐ
る
我
々
の
問
い
の
文
脈
に
戻
っ
て
み
よ
う
。
他
な
る
文
化
に
対
し
て
寛
容
の
原
則
を
採

用
す
る
と
き
、
我
々
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
「
文
化
を
理
解
す
る
こ
と
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
と
き

解
釈
者
は
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
は
な
く
傍
観
者
で
あ
る
。「
そ
れ
ゆ
え
、
彼
自
身
が
ゲ
ー
ム
の
規
則
を
共
有
す
る
必
要
は
な
い
」。
し

か
し
実
際
に
は
、
我
々
の
属
す
る
文
化
と
、
我
々
が
理
解
し
よ
う
と
す
る
他
な
る
文
化
は
、
同
じ
地
球
上
で
共
生
す
る
プ
レ
イ

ヤ
ー
同
士
な
の
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、「
不
寛
容
な
文
化
に
対
し
て
も
寛
容
で
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
も
生
じ
う
る
の
だ
。
例
え
ば
、
何

ら
か
の
テ
ロ
リ
ス
ト
的
な
集
団
に
対
し
て
「
寛
容
」
な
立
場
を
と
る
傍
観
者
も
、
自
宅
の
隣
に
そ
の
集
団
の
ア
ジ
ト
が
出
現
し

た
場
合
に
は
、
そ
の
集
団
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
る
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
と
共
有
す
べ
き
ル
ー
ル
に
つ
い
て
考
え
始
め
る
は
ず

な
の
で
あ
る
。

　

マ
ル
チ
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
な
状
況
に
お
け
る
他
文
化
理
解
は
、
た
だ
解
釈
す
る
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
同
じ
地
平
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に
お
い
て
共
に
生
き
る
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
為
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
。

７　

地
平
の
融
合
と
し
て
の
比
較
文
化
研
究

　

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
ど
も
は
、
自
分
を
育
て
る
者
た
ち
か
ら
母
語
を
習
得
す
る
過
程
に
お
い
て
、
他
者
と
同
じ
言
語
ゲ
ー

ム
に
引
き
込
ま
れ
る
。
犬
を
オ
オ
カ
ミ
と
呼
ん
で
し
ま
う
子
ど
も
と
、
そ
れ
を
聞
い
て
訂
正
す
る
親
の
あ
い
だ
に
は
「
個
人
対

個
人
の
解
釈
関
係
で
は
済
ま
な
い
よ
う
な
力
関
係

―
権
力
と
い
っ
て
も
よ
い

―
が
生
じ
る
」（
野
矢 

一
九
九
九
、
三
七
〇
）。

こ
れ
は
確
か
に
一
種
の
言
語
統
制
の
圧
力
で
は
あ
る
の
だ
が
、「
共
同
体
か
ら
切
断
さ
れ
た
個
人
言
語
と
い
う
想
定
」（
同
書
、

三
七
六
）
が
幻
想
で
あ
る
以
上
、
人
は
そ
の
よ
う
に
し
て
生
き
始
め
る
し
か
な
い
。

　

前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
人
は
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
定
義
す
る
の
に
必
要
な
言
語
を
、
親
な
ど
の
「
重
要
な
他
者
」

か
ら
学
び
取
る
が
ゆ
え
に
、「
自
分
ら
し
さ
」
は
も
と
も
と
対
話
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
確
か
に
そ
れ
は
野
矢
も
指
摘

す
る
よ
う
に
「『
凡
人
た
れ
』
と
い
う
人
格
へ
の
統
制
に
も
つ
な
が
る
」（
同
書
、
三
七
〇
〜
三
七
一
）
の
だ
が
、「
あ
る
言
語

の
中
へ
と
導
か
れ
る
こ
と
な
し
に
我
々
が
人
格
の
あ
り
方
（personhood

）
へ
と
導
か
れ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
」

（Taylor 1989, 35

）
と
テ
イ
ラ
ー
は
言
う
。

　

ま
た
、
人
は
成
長
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
幼
い
頃
に
お
け
る
両
親
の
よ
う
な
「
重
要
な
他
者
」
や
、
生
ま
れ
育
っ
た
文
化
か

ら
の
影
響
を
脱
し
て
い
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
獲
得
さ
れ
る
も
の
こ
そ
が
、
他
人
の
も
の
で
は
な
い
、
本
当
の
「
自
分
ら

し
さ
」
な
の
だ
と
す
る
考
え
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
テ
イ
ラ
ー
は
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
「
独
白
的
理
念
（m

onological 

ideal

）」
と
呼
ん
で
批
判
し
て
い
る
。

独
白
的
理
念
は
、
対
話
的
な
も
の
を
可
能
な
限
り
始
源
（genesis

）
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
次
の
こ
と
を
忘
れ
て
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い
る
。
人
生
に
お
け
る
善
き
も
の
に
つ
い
て
の
我
々
の
理
解
が
、
我
々
の
愛
す
る
人
々
と
と
も
に
そ
れ
を
享
受
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
変
容
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
共
に
享
受
す
る
こ
と
を
通
し
て
の
み
到
達
で
き
る
善
も
あ
る

と
い
う
こ
と
を
。（Taylor 1994, 33

）

　

も
と
も
と
親
と
同
一
の
言
語
ゲ
ー
ム
に
参
加
さ
せ
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
子
ど
も
は
「
い
つ
か
『
お
父
さ
ん
、
そ
り
ゃ
違
う
』

と
生
意
気
な
こ
と
を
い
う
よ
う
に
も
な
る
だ
ろ
う
」（
野
矢 

一
九
九
九
、
三
七
〇
）。
し
か
し
そ
れ
は
、
彼
が
周
囲
の
他
者
や
共

同
体
の
言
語
ゲ
ー
ム
か
ら
離
脱
し
て
、
純
粋
に
「
自
分
ら
し
い
」
独
白
的
な
個
人
言
語
を
確
立
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
彼
は
、
そ
の
成
長
過
程
に
お
い
て
、
親
以
外
の
様
々
な
重
要
な
他
者
と
の
出
会
い
と
対
話
を

通
じ
て
、
自
ら
の
「
自
分
ら
し
さ
」
を
変
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
自
ら
の
有
限
の
全
体
性
を
乗
り
越
え
て
、
何
ら
か
の

普
遍
性
に
到
達
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
別
の
有
限
の
全
体
性
と
の
対
話
を
経
て
、
そ
れ
を
変
化
さ
せ
た
の
だ
。

　

野
矢
は
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ゲ
ー
ム
と
し
て
捉
え
る
際
に
、
そ
れ
を
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
一
枚
岩

の
ゲ
ー
ム
と
し
て
成
立
し
て
い
る
場
面
」
と
「
私
が
他
者
の
ゲ
ー
ム
に
出
会
う
場
面
」
の
二
つ
に
分
け
、
後
者
を
重
要
視
し
て

い
る
（
同
書
、
三
七
三
）。
初
期
の
親
子
関
係
の
よ
う
な
、
非
対
称
的
な
権
力
関
係
に
基
づ
い
た
一
方
通
行
的
な
や
り
と
り
は
む

し
ろ
例
外
的
な
も
の
で
あ
り
、「
日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
し
ば
し
ば
『
言
語
ゲ
ー
ム
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
と

な
る
」（
同
）
か
ら
だ
。

　

帝
国
主
義
時
代
に
お
け
る
宗
主
国
と
植
民
地
の
関
係
の
よ
う
に
、
文
化
と
文
化
の
あ
い
だ
の
関
係
も
ま
た
、
親
と
子
に
も
似

た
非
対
称
的
な
権
力
関
係
で
あ
り
う
る
。
今
日
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
再
演
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
強
き
者
は
弱
き
者

に
自
分
た
ち
の
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
を
押
し
つ
け
て
い
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
非
対
称
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お

い
て
も
、
一
方
が
他
方
を
「
統
合
」
し
て
い
く
だ
け
の
、
純
粋
に
一
方
的
な
関
係
は
あ
り
え
な
い
。
被
支
配
的
な
文
化
が
支
配

的
な
文
化
に
対
し
て
与
え
る
影
響
と
い
う
も
の
は
必
ず
あ
る
し
、
そ
の
よ
う
な
影
響
関
係
も
含
め
て
、
今
日
で
は
比
較
文
化
研
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究
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。

　

多
文
化
主
義
は
、
異
な
る
文
化
同
士
の
優
越
性
を
め
ぐ
る
問
い
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
北
ア
メ
リ
カ
の
具
体
的
な
文
脈
に
お

い
て
は
、
公
的
な
教
育
機
関
で
教
え
ら
れ
る
文
化
的
な
遺
産
の
ほ
と
ん
ど
が
「
過
去
の
白
人
の
男
性
」
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ

た
も
の
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
批
判
さ
れ
た
。
そ
れ
以
外
の
人
々
が
生
み
だ
し
た
文
化
の
価
値
も
ま
た
承
認
さ
れ
る
べ
き

で
あ
り
、
教
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
テ
イ
ラ
ー
は
、
我
々
が
他
文
化
の
価
値
を
尊
重
す
る
際
の
プ
ロ
セ
ス
を
二
つ
の
段
階
に
分
け
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

我
々
は
ま
ず
出
発
点
に
お
い
て
、「
社
会
全
体
を
か
な
り
の
期
間
に
わ
た
り
活
気
づ
け
た
人
間
文
化
の
す
べ
て
は
、
あ
ら
ゆ
る

人
間
に
対
し
、
な
に
か
重
要
な
こ
と
を
語
り
う
る
」（Taylor1994, 66

）
と
い
う
こ
と
を
、
他
文
化
の
学
習
を
始
め
る
際
の
仮
説

と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
テ
イ
ラ
ー
な
り
に
表
現
さ
れ
た
寛
容
の
原
則
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
未
知
の
言
語
の

話
者
を
理
解
す
る
際
に
、
そ
の
話
者
が
何
ら
か
の
合
理
性
に
基
づ
い
て
発
話
し
て
い
る
に
違
い
な
い
と
想
定
す
る
の
と
同
様
に
、

我
々
は
他
文
化
理
解
の
出
発
点
に
お
い
て
、
い
か
な
る
未
知
の
文
化
に
も
社
会
を
活
気
づ
け
る
よ
う
な
何
ら
か
の
価
値
が
あ
る

に
違
い
な
い
と
想
定
す
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
一
方
で
、
こ
の
想
定
は
あ
く
ま
で
仮
説
で
あ
り
、
あ
ら
か
じ
め
結
論
と
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
非
主
流
派

の
文
化
に
属
す
る
人
々
が
主
流
派
に
向
か
っ
て
、
自
分
た
ち
の
文
化
の
価
値
を
承
認
す
る
よ
う
求
め
る
と
き
、
そ
の
要
求
は
、

仮
説
と
し
て
そ
れ
を
認
め
よ
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
結
論
と
せ
よ
と
い
う
の
は
お
か
し
い
。
も
っ
と

も
、
多
文
化
主
義
者
の
な
か
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
に
平
等
な
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
結
論
と
す
る
よ
う
主
張
す
る
論
者

も
い
る
。
し
か
し
、
テ
イ
ラ
ー
は
そ
の
よ
う
な
立
場
は
と
ら
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
我
々
が
た
だ
の
解
釈
者
で
は
な

く
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
も
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。

　

他
文
化
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
自
分
た
ち
と
は
異
な
る
ゲ
ー
ム
を
繰
り
広
げ
る
文
化
を
客
席
か
ら
傍
観
し
て
、

「
そ
う
い
う
文
化
も
あ
る
だ
ろ
う
な
」
と
承
認
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
と
き
、
我
々
は
客
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席
か
ら
降
り
て
い
っ
て
、
自
ら
も
ま
た
同
じ
フ
ィ
ー
ル
ド
に
立
つ
一
人
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
な
る
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
他
文
化
と

の
対
話
は
、
言
語
ゲ
ー
ム
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
な
る
。
異
な
る
ゲ
ー
ム
の
規
則
に
従
う
二
人
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
、
同

じ
フ
ィ
ー
ル
ド
で
出
会
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
ど
ん
な
こ
と
が
起
き
る
の
だ
ろ
う
か
。「
そ
こ
で
は
、
私
が
相
手
の
ゲ
ー
ム
に

参
加
し
よ
う
と
す
る
と
同
時
に
、
相
手
も
ま
た
自
分
と
異
な
る
私
の
ゲ
ー
ム
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
」。
そ
し
て
「
私

と
あ
な
た
は
、
そ
こ
に
お
い
て
同
じ
ゲ
ー
ム
を
も
う
一
度
プ
レ
イ
で
き
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
新
た
な
ゲ
ー
ム
を
共
同
制
作

0

0

0

0

す
る

の
で
あ
る
」（
野
矢 
一
九
九
九
、
三
七
五
）。

　

テ
イ
ラ
ー
は
、
こ
れ
と
同
じ
事
態
を
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
に
お
け
る
概
念
を
用
い
て
、「
地
平
の
融
合
」
と
い
う
語
で
表
現

し
て
い
る
。
我
々
は
常
に
す
で
に
、
何
ら
か
の
地
平
の
も
と
に
、
つ
ま
り
門
脇
の
言
う
有
限
の
全
体
性
の
な
か
に
、
投
げ
出
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
地
平
で
あ
り
「
先
入
見
」
で
も
あ
る
の
だ
が
、
我
々
は
こ
の
地
平
に
お
い
て
の
み

何
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ガ
ダ
マ
ー
の
考
え
で
は
、
こ
の
地
平
を
普
遍
的
な
理
性
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
と
考

え
る
の
は
、
啓
蒙
主
義
が
抱
く
幻
想
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
地
平
は
決
し
て
固
定
さ
れ
た
不
変
の
も
の
で
は
な
い
。
ガ

ダ
マ
ー
の
解
釈
学
は
、
現
在
の
地
平
に
お
い
て
過
去
の
テ
ク
ス
ト
が
解
釈
さ
れ
る
際
、
解
釈
者
の
地
平
と
過
去
の
地
平
の
あ
い

だ
に
融
合
が
起
き
る
と
考
え
た
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
そ
こ
で
は
新
た
な
ゲ
ー
ム
が
共
同
制
作
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
門
脇
も
そ
れ

を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
門
脇 

二
〇
〇
七
ａ
、
八
二
）、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
言
語
ゲ
ー
ム
」
論
と
、
ガ
ダ
マ
ー
の

「
哲
学
的
解
釈
学
」
の
あ
い
だ
の
類
似
性
は
、
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
丸
山 

一
九
九
七
、
八
九
）。
我
々
が
「
そ
の

文
化
に
は
価
値
が
あ
る
は
ず
だ
」
と
い
う
最
初
の
仮
定
を
、
最
終
的
な
結
論
と
し
て
承
認
す
る
場
合
、
地
平
の
融
合
に
よ
っ
て
、

そ
の
評
価
の
基
準
も
変
化
を
蒙
っ
て
い
る
の
だ
。
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８　

終
わ
ら
な
い
対
話

　

本
稿
で
は
門
脇
俊
介
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
へ
の
関
心
と
、
多
文
化
主
義
の
政
治
哲
学
へ
の
関
心
に
共
通
す
る
問
い
と
し
て
、

「
自
分
ら
し
さ
」
を
め
ぐ
る
問
題
を
取
り
あ
げ
た
。
ま
た
、
自
己
の
「
自
分
ら
し
さ
」
と
他
者
の
「
自
分
ら
し
さ
」
が
出
会
う

場
面
に
お
い
て
、
他
者
理
解
に
必
要
と
さ
れ
る
「
寛
容
の
原
則
」
に
多
文
化
主
義
的
な
問
題
を
読
み
込
ん
だ
門
脇
に
倣
っ
て
、

本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
「
寛
容
」
に
対
す
る
野
矢
茂
樹
の
批
判
的
検
討
に
も
ま
た
多
文
化
主
義
的
な
問
題
を
読
み
込
ん
だ
。
個

と
個
、
集
団
と
集
団
、
個
と
集
団
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
「
自
分
ら
し
さ
」
が
交
錯
す
る
世
界
に
お
い
て
、
た
ん
に
他
者
理

解
に
努
め
た
り
、
他
者
の
独
自
性
に
寛
容
な
態
度
を
と
っ
た
り
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
出
会
い
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
よ

り
自
分
ら
し
く
な
っ
て
い
く
こ
と
。「
共
生
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
で
、
本
稿
の

結
び
と
し
た
い
。

　

最
後
に
も
う
一
つ
だ
け
例
を
挙
げ
よ
う
。
そ
れ
は
、
ま
だ
生
き
て
い
る
者
と
、
こ
の
世
を
去
っ
た
者
と
の
あ
い
だ
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
例
で
あ
る
。
そ
う
、
例
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
自
分
ら
し
さ
」
を
た
ず
さ
え
た
二
人
の
人
間
が
、
様
々
な
偶

然
に
導
か
れ
て
出
会
い
、
と
き
に
一
方
は
「
統
合
」
的
に
振
る
舞
い
、
と
き
に
一
方
は
「
分
割
」
的
に
振
る
舞
う
、
そ
ん
な
関

係
が
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
自
分
ら
し
さ
」
を
尊
重
し
つ
つ
共
に
過
ご
す
な
か
で
、
私
の
「
自
分
ら
し

さ
」
は
様
々
な
変
容
を
蒙
っ
た
が
、
果
た
し
て
、
あ
な
た
の
「
自
分
ら
し
さ
」
に
何
か
変
化
は
あ
っ
た
の
か
、
そ
こ
に
は
何
ら

か
の
理
解
が
あ
っ
た
の
か
、
あ
な
た
が
こ
の
世
界
か
ら
去
っ
た
今
、
私
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
、
そ
ん
な
関
係
も
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
「
重
要
な
他
者
た
ち
が
我
々
の
人
生
か
ら
去
っ
た
後
で
さ
え
」
と
テ
イ
ラ
ー
は
言
っ
て
い
る
。「
我
々
が
生
き
て
い
る

か
ぎ
り
、
彼
ら
と
の
会
話
は
我
々
の
内
に
お
い
て
続
く
」（Taylor 1994, 33
）。
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