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エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と「
雰
囲
気
」の
問
題

藤
岡
俊
博

1
　
は
じ
め
に

　
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
精
神
分
析
に
対
す
る
関
心
と
躊
躇
と
の
双
方
に
よ
っ
て
し
る
し
づ
け
ら
れ
た
稀
な
哲

学
者
の
一
人
で
あ
る
。
精
神
分
析
は
他
の
多
く
の
哲
学
者
の
注
意
を
た
え
ず
喚
起
し
続
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
分
野
に

対
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
態
度
は
生
涯
を
通
じ
て
非
常
に
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
一
九
七
四
年
に
出
版
さ
れ
た
主

著
『
存
在
す
る
と
は
別
の
仕
方
で
　
あ
る
い
は
存
在
の
彼
方
へ（

（
（

』
に
は
、
通
常
は
哲
学
よ
り
も
精
神
分
析
に
属
す
る
と
見
な

さ
れ
て
い
る
概
念
や
主
題
が
数
多
く
登
場
す
る
。
実
際
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
同
書
の
な
か
で
、「
外
傷
（traum

atism
e

）」、「
強

迫
（obsession

）」、「
錯
乱
（délire

）」

―
さ
ら
に
は
「
精
神
病
（psychose

）」

―
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
し
か
も
、

こ
れ
ら
の
語
が
主
体
一
般
を
、
あ
る
い
は
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
「
普
通
の
」
主
体
を
形
容
す
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
だ
け

に
、
こ
の
こ
と
は
よ
り
一
層
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
学
問
分
野
と
し
て
の
精
神
分
析
と
自
分
と
の
関
係
が

問
題
に
な
る
際
に
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
精
神
分
析
に
対
す
る
軽
蔑
ま
じ
り
の
不
信
感
を
隠
す
こ
と
が
な
い
。
た
と
え
ば
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
と
り
わ
け
彼
が
フ
ロ
イ
ト
の
う
ち
に
認
め
て
い
る
エ
ロ
ス
の
神
話
化
を
幾
度
と
な
く
批
判
し
て
い
る
。
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
は
フ
ロ
イ
ト
に
対
し
て
、
彼
自
身
の
言
に
よ
れ
ば
深
い
「
敵
意

（
（
（

」
を

―
こ
れ
は
か
つ
て
の
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
大
学
の
師



154

の
一
人
シ
ャ
ル
ル
・
ブ
ロ
ン
デ
ル
か
ら
継
承
し
た
と
さ
れ
る

―
保
ち
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
両
義
性
と
明
白
な
否
認
を
ま
え
に
し
た
と
き
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
精
神
分
析
と
を
直
接
的
に
近
づ
け
よ
う

と
す
る
一
切
の
試
み
は
、
恣
意
的
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
い
さ
さ
か
作
為
的
な
も
の
に
見
え
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
お

そ
ら
く
は
そ
の
た
め
に
、
こ
の
領
域
で
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
分
析
の
大
半
は
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
精
神
分

析
家
（
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
や
ド
ナ
ル
ド
・
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
ら
）
と
の
一
種
の
「
出
会
い
損
な
い
」
に
つ
い
て
語
る
の
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（
（
（

。
本
論
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
重
要
性
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
も
、
眼
差
し
を
向
け
る
方
向
を

変
え
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
い
く
つ
か
の
テ
ク
ス
ト
を
精
神
分
析
的
な
い
し
心
理
療
法
的
な
研
究
に
役
立
ち
う
る
理
論
と
し
て
で

は
な
く
、
自
分
自
身
の
経
験
か
ら

―
外
傷
と
も
呼
び
う
る
も
の
か
ら

―
出
発
し
て
飽
く
こ
と
な
く
思
考
し
続
け
た
一
人
の

哲
学
者
の
特
異
な
「
事
例
=
症
例
」
と
し
て
読
解
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲
学
を
、
彼
が
二
〇
世
紀
の
災

厄
の
前
後
に
経
験
し
た
も
の
へ
と
単
に
還
元
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
が
ら
、
本
論
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲
学
を
精
神

分
析
的
な
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
精
神
病
理
学
的
な
視
点
か
ら
再
検
討
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

　
な
ぜ
精
神
病
理
学
を
援
用
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
心
的
生
に
関
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

も
の
と
し
て
本
論
が
選
択
し
た
主
題
が
、
精
神
分
析
家
よ
り
も
精
神
病
理
学
者
に
と
っ
て
な
じ
み
深
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
主
題
と
は
「
雰
囲
気
（atm

osphère

）」
で
あ
る
。
こ
の
選
択
の
利
点
は
お
も
に
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
雰
囲
気
の
問
題

は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
初
期
著
作
に
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
主
著
『
存
在
す
る
と
は
別
の
仕
方
で
』
の
最
終
盤
で
集

中
的
に
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
主
題
は
言
わ
ば
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲
学
の
一
つ
の
到
達
点
と
し
て
読
解
さ
れ
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
ま
さ
に
こ
の
主
題
に
お
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
と
い
く
つ
か
の
精
神
病
理
学
的
分

析
―
―
そ
れ
ら
は
現
象
学
的
な
い
し
実
存
論
的
分
析
で
も
あ
る
が

―
と
が
交
差
す
る
の
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
下
で
は
、
ま
ず
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
や
フ
ー
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
い
っ
た
精
神
病
理
学
者
の
テ

ク
ス
ト
に
依
拠
し
な
が
ら
、
雰
囲
気
の
概
念
と
そ
れ
が
人
間
の
心
的
生
に
お
い
て
果
た
し
て
い
る
役
割
を
見
た
の
ち
、
雰
囲
気
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の
主
題
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
著
作
の
な
か
で
占
め
て
い
る
位
置
を
検
討
し
て
い
く
。

2
　
精
神
病
理
学
に
お
け
る
雰
囲
気
の
問
題

　
雰
囲
気
（atm

osphère

）
と
は
な
に
か
。
こ
のatm

osphère

と
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
地
球
を
取
り
囲
む
「
大
気
」
を
指
す

語
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
あ
る
国
や
場
所
で
ひ
と
が
吸
い
込
む
「
空
気
」
を
も
意
味
す
る
。
こ
こ
か
ら
す
ぐ
さ
まatm

osphère

を
構
成
す
る
二
つ
の
性
格
を

―
こ
れ
は
語
源
か
ら
明
ら
か
な
特
徴
で
も
あ
る
が
―
―
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。（
１
）
ま

ずatm
osphère

は
「
気
」
で
あ
る
か
ら
（
ギ
リ
シ
ア
語
でatm

os

は
「
蒸
気
」
を
指
す
）、
不
可
視
で
あ
り
、
実
質
を
も
た
な

い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
雰
囲
気
は
見
る
こ
と
も
触
れ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
た
だ
そ
れ
を
「
感
じ
る
＝
に
お
い
を
か
ぐ
（sentir

）」、

「
呼
吸
す
る
（respirer

）」
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
雰
囲
気
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
把
持
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
ひ
と
が
感

じ
る
も
の
で
あ
る
。（
２
）
こ
の
語
が
明
確
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、atm

osphère

は
一
つ
の
「
球
面
・
領
域
（sphère

）」
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
を
取
り
囲
み
、
包
み
込
む
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
雰
囲
気
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
意
味
が
生

じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、雰
囲
気
と
は
、わ
れ
わ
れ
の
身
体
的
生
な
ら
び
に
心
的
生
の
基
盤
と
し
て
役
立
つ
「
環
境
（am

biance/

m
ilieu

）」
で
も
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
精
神
病
理
学
に
お
い
て
雰
囲
気
は
ど
の
よ
う
に
主
題
化
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー

は
『
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
向
け
て
』（
一
九
三
六
）
の
な
か
で
、
雰
囲
気
の
存
在
を
わ
れ
わ
れ
に
告
げ
る
の
は
と
り
わ
け
「
に
お

い
（odeur

）」
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「〔
…
〕
に
お
い
は
、
な
ん
ら
か
の
事
物
の
う
え
0

0

や
、
そ

の
な
か
に

0

0

0

拡
が
る
の
で
は
な
く
、
取
り
巻
く
雰
囲
気
と
き
わ
め
て
内
密
な
仕
方
で
混
ざ
り
合
い
な
が
ら
、
雰
囲
気
に
第
一
の
性

質
を
付
与
す
る
の
で
あ
る

（
（
（

」。「
世
界
の
に
お
い
」
と
も
呼
び
う
る
も
の
と
混
合
し
、
わ
れ
わ
れ
を
全
面
的
に
包
摂
す
る
雰
囲
気

は
、
物
理
的
な
い
し
感
覚
的
な
本
性
と
同
様
、
精
神
的
な
本
性
に
も
「
先
立
つ
」
も
の
で
あ
る
。
主
体
の
側
に
お
い
て
、
に



156

お
い
の
浸
透
に
能
動
的
な
意
味
で
対
応
し
う
る
の
は
主
体
の
「
吸
引
（aspiration

）」
で
あ
る
が
、
吸
引
と
い
う
活
動
に
は
一

種
の
受
動
性
が
残
存
し
続
け
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
活
動
は
ま
さ
に
な
に
か
を

―
空
気
を

―
主
体
の
内
部
に
入
り
込

ま
せ
る
こ
と
に
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ

の
行
為
の
一
切
は
、
よ
り
捉
え
が
た
い
よ
う
な
な
に
か
、
よ
り
鮮
明
で
な
い
よ
う
な
な
に
か
、
よ
り
全
面
的
な
な
に
か
、
ば
ら

ば
ら
の
要
素
に
は
分
解
さ
れ
え
な
い
な
に
か
に
よ
っ
て
あ
た
か
も
支
え
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る

（
（
（

」。
さ
ら
に
ミ
ン
コ
フ

ス
キ
ー
は
、
人
間
と
空
間
と
の
関
係
を
論
じ
た
別
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
、
生
き
ら
れ
た
空
間
に
固
有
の
特
徴
で
あ
る
「
親
密

さ
（intim

ité

）」
が
、
わ
れ
わ
れ
を
取
り
巻
く
雰
囲
気
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。「
親
密
さ
は
複
数
の
人
間

存
在
を
包
摂
し
、
彼
ら
を
包
み
込
み
、
そ
の
意
味
で
は
彼
ら
の
理
解
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
親
密
さ
は
『
気
候
〔
ム
ー
ド
〕

（clim
at

）』
や
『
雰
囲
気
』
か
ら
生
じ
、
そ
れ
ら
と
同
じ
よ
う
に
、
親
密
さ
に
参
与
す
る
ひ
と
た
ち
を
浸
す
の
で
あ
る

（
（
（

」。
人
間

存
在
は
純
粋
な
空
間
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
に
お
い
の
つ
い
た
雰
囲
気
に
取
り
囲
ま
れ
て
生
き
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
は
人
間
存
在
ど
う
し
の
関
係
を
も
下
支
え
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
の
議
論
を
踏
襲
し
つ
つ
、
精
神
病
理
学
者
フ
ー
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
は
、
雰
囲

気
の
問
題
に
対
し
て
よ
り
臨
床
的
な
観
点
か
ら
詳
細
な
研
究
を
捧
げ
て
い
る
。『
味
と
雰
囲
気
』（
一
九
六
八
）
と
題
さ
れ
た
研

究
の
な
か
で
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
が
、
安
心
感
を
与
え
る
と
い
う
雰
囲
気
の
保
護
的
性
格
を
強
調
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
反
対
に
、
雰
囲
気
の
形
成
が
う
ま
く
い
か
ず
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
異
質
的
な
も
の
と
化
す
場
合
に
は
、
雰
囲

気
は
精
神
病
を
引
き
起
こ
す
ほ
ど
に
圧
し
掛
か
っ
て
く
る
と
言
わ
れ
る
。
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
は
あ
る
症
例
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
こ

う
述
べ
る
。「
保
護
す
る
も
の
と
い
う
意
味
で
の
雰
囲
気
的
な
も
の
の
形
成
が
す
で
に
非
常
に
早
く
か
ら
不
十
分
で
あ
っ
た
こ

と
と
特
徴
的
な
仕
方
で
対
応
し
て

―
こ
の
形
成
が
不
十
分
だ
っ
た
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
遺
棄
（Preisgegebensein

）
の
体

験
の
な
か
で
示
さ
れ
て
い
る

―
い
ま
や
精
神
病
が
、
異
質
な
雰
囲
気
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（das Frem
d-Atm

osphärische

）
に
よ
っ
て
患

0

0

0

0

0

者
が
圧
倒
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
か
た
ち
で
始
ま
る

（
（
（

」。
そ
し
て
保
護
的
な
雰
囲
気
が
崩
壊
す
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
消
滅
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は
「
仮
借
な
い
仕
方
で
内
面
性
を
異
質
な
介
入
へ
と
晒
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
（
（

の
で
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
、
主
体
を
取
り
巻
く
雰
囲
気
に
よ
っ

て
そ
の
と
き
ま
で
は
守
ら
れ
て
い
た
内
的
領
域
が
全
面
的
に
む
き
出
し
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
与
え
る
の
に
十
分
な
仕
方
で
雰
囲
気
と
の
関
係
が
調
整
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
特
権

的
な
場
所
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
家
」
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
身
体
的
・
精
神
的
生
の
維
持
の
た
め
に
家
が
果
た
し
て
い
る
重

要
な
役
割
に
関
し
て
は
、
す
で
に
多
く
の
主
張
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
か
ら
非
常
に
重
要
な
も
の
の
み
に
言
及
す
る

と
す
れ
ば
、
ま
ず
ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
『
空
間
の
詩
学
』（
一
九
五
七
）
が
あ
る
。
そ
こ
で
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
家
を

「
大
き
な
揺
籃
」
と
し
て
役
立
つ
よ
う
な
「
人
間
存
在
の
最
初
の
世
界
」
と
見
な
し
て
い
た

（
（
（

。
次
に
、
こ
の
主
題
に
関
す
る
情

報
に
富
ん
だ
著
作
と
し
て
、
オ
ッ
ト
ー
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ボ
ル
ノ
ウ
の
『
人
間
と
空
間
』（
一
九
六
三
）
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
ボ
ル
ノ
ウ
は

―
彼
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
か
つ
て
の
友
人
で
も
あ
っ
た

―
家
の
庇
護
的
性
格
を
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。「
世
界
の
な
か
で
身
を
保
ち
、
そ
こ
で
自
ら
の
課
題
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
人
間
は
、
身
を
退
け
、

緊
張
を
緩
め
、
あ
ら
た
に
自
己
へ
と
帰
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
安
全
と
平
穏
の
空
間
（R

aum
 der G

eborgenheit und des 

Friedens

）
を
必
要
と
す
る
。〔
…
〕
人
間
は
、
そ
も
そ
も
単
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
安
全
の
空
間

を
必
要
と
し
て
い
る
。
人
間
か
ら
そ
の
家
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
―
―
あ
る
い
は
も
っ
と
慎
重
に
言
っ
て
住
居
の
平
穏
を
取
り

上
げ
る
な
ら
ば

―
そ
れ
は
不
可
避
的
に
人
間
の
内
的
解
体
（die innere Zersetzung

）
を
も
も
た
ら
す
の
で
あ
る

（
（（
（

」。
最
後
に
、

「
雰
囲
気
の
現
象
学
」
と
も
呼
ば
れ
る
思
想
を
展
開
し
て
い
る
哲
学
者
へ
ル
マ
ン
・
シ
ュ
ミ
ッ
ツ
は
、
内
的
世
界
と
外
的
世
界

と
を
分
離
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
人
間
が
敵
対
的
な
雰
囲
気
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
役
割
を
家
の
う
ち
に
見
出

し
て
い
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ツ
に
と
っ
て
、
家
に
居
住
す
る
こ
と
は
「
感
情
の
安
定
性
」
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る

（
（（
（

。

　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
雰
囲
気
の
問
題
の
分
析
に
入
る
ま
え
に
、
以
上
の
よ
う
な
精
神
病
理
学
的
研
究
の
検
討
か
ら
引
き
出

せ
た
も
の
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
、
雰
囲
気
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
こ
と
な
く
わ
れ
わ

れ
を
身
体
的
な
意
味
で
も
精
神
的
な
意
味
で
も
取
り
囲
む
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
雰
囲
気
は
、
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
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と
き
に
は
わ
れ
わ
れ
を
脅
か
し
、
主
体
の
内
部
に
ま
で
侵
入
し
て
く
る
こ
と
で
精
神
的
な
変
調
を
も
た
ら
し
う
る
も
の
で
あ
っ

た
。
反
対
に
多
く
の
論
者
に
お
い
て
、
心
的
安
定
性
の
保
持
の
た
め
に
、
主
体
の
安
全
を
確
保
し
て
内
面
性
を
強
固
に
す
る
役

割
が
家
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。

3
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
雰
囲
気
の
問
題

　
主
体
の
構
成
に
お
け
る
家
の
地
位
に
関
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
い
ま
し
が
た
取
り
出
し
た
ほ
ぼ
す
べ
て
の
点
に
つ
い
て
精

神
病
理
学
と
見
解
を
共
有
し
て
い
る
。
実
際
、
初
期
著
作
で
あ
る
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』（
一
九
四
七
）
以
来
、
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
は
「
人
間
の
生
に
お
い
て
『
わ
が
家
（chez soi

）』
が
占
め
て
い
る
例
外
的
な
場
所

（
（（
（

」
を
強
調
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
分

離
（séparation

）」
の
成
就
と
し
て
の
家
の
こ
の
優
越
性
は
、『
全
体
性
と
無
限
』（
一
九
六
一
）
の
な
か
で
も
っ
と
も
明
確
に

主
題
化
さ
れ
て
い
る
。「
家
の
特
権
的
な
役
割
は
、
人
間
の
活
動
の
目
的
で
あ
る
こ
と
の
う
ち
に
存
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間

の
活
動
の
条
件
、
そ
の
意
味
で
人
間
の
活
動
の
始
ま
り
で
あ
る
こ
と
の
う
ち
に
存
す
る
。〔
…
〕
人
間
が
世
界
の
う
ち
に
身
を

置
く
の
は
、
あ
る
私
的
な
領
域
、
わ
が
家
か
ら
出
発
し
て
世
界
に
や
っ
て
き
た
者
と
し
て
で
あ
り
、
し
か
も
人
間
は
い
つ
で
も

わ
が
家
の
う
ち
に
身
を
退
け
る
こ
と
が
で
き
る
。〔
…
〕
人
間
は
外
部
に
あ
る
と
同
時
に
内
部
に
あ
る
の
で
あ
り
、
あ
る
親
密

さ
（intim

ité

）
か
ら
出
発
し
て
外
部
に
赴
く
の
で
あ
る

（
（（
（

」。
前
節
で
見
た
精
神
病
理
学
者
た
ち
と
同
様
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
も
ま

た
家
な
い
し
「
住
ま
い
（dem

eure

）」
が
主
体
の
活
動
の
基
盤
と
し
て
機
能
す
る
と
主
張
し
て
お
り
、
そ
こ
に
、
ド
ナ
ル
ド
・

ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
に
お
い
て
本
質
的
な
母
子
関
係
と
近
い
関
係
を
認
め
る
論
者
も
い
る

（
（（
（

。

　
そ
れ
に
対
し
て
雰
囲
気
の
方
は
と
言
う
と
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
は
つ
ね
に
否
定
的
な
仕
方
で
の
み
考
え
ら
れ
て
い
る
。

漠
然
と
し
た
未
分
化
な
環
境
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
雰
囲
気
は
存
在
一
般
に
、
す
な
わ
ち
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
〈
あ
る
〉（il y 

a

）
と
呼
ぶ
動
詞
と
し
て
の
存
在
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。〈
あ
る
〉
と
は
、「
…
が
あ
る
」
と
い
う
際
に
用
い
る
フ
ラ
ン
ス
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語
表
現
で
あ
る
が
、〈
あ
る
〉
そ
れ
自
体
は
一
切
の
事
物
が
消
失
し
た
あ
と
も
残
存
す
る
存
在
で
あ
り
、〈
あ
る
〉
に
よ
っ
て

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
い
わ
ゆ
る
存
在
論
的
差
異
の
改
鋳
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
と
、
存
在
す
る
も
の
が
す

べ
て
消
え
去
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
抽
象
的
で
純
粋
な
無
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
「
力
の
場
の
よ
う

に
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
重
々
し
い
環
境
の
よ
う
に
、
存
在
が
残
り
続
け
る

（
（（
（

」。〈
あ
る
〉
と
雰
囲
気
の
主
題
を
導
入
す
る
た
め

に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。「
不
在
の
現
前
と
し
て
の
暗
闇
は
、
単
に
現
前
す
る
よ
う
な
内
実
で
は
な
い
。
こ

れ
は
残
存
す
る
『
な
に
か
』
で
は
な
く
、
現
前
の
雰
囲
気
そ
の
も
の
で
あ
り
、
事
後
的
に
一
つ
の
内
実
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と

は
あ
り
う
る
が
、
そ
も
そ
も
は
夜
と
〈
あ
る
〉
と
い
う
非
人
称
的
で
実
詞
を
欠
い
た
出
来
事
な
の
だ
。
そ
れ
は
無
の
密
度
の
よ

う
で
あ
り
、
沈
黙
の
呟
き
の
よ
う
で
あ
る
。
な
に
も
な
い
、
し
か
し
な
に
が
し
か
の
存
在
が
力
の
場
と
し
て
あ
る
。〔
…
〕
こ

の
よ
う
な
存
在
‐
密
度
、
雰
囲
気
、
場
に
注
意
を
喚
起
し
た
い

（
（（
（

〔
…
〕」。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「〈
あ
る
〉
の
恐
怖
」
と
呼
ぶ
も
の

に
こ
の
著
作
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
々
し
い
数
頁
が
割
か
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
〈
あ
る
〉

と
結
び
付
い
た
雰
囲
気
の
否
定
的
側
面
の
み
を
強
調
し
て
い
る
の
も
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
家
の
保
護
的
機
能

に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
大
き
な
重
要
性
は
ま
さ
に
、
雰
囲
気
の
侵
入
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
か
ね
な
い
内
面
性
の
融
解
の

危
険
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
と
完
全
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、『
存
在
す
る
と
は
別
の
仕
方
で
』
は
、
雰
囲
気
の
侵
入
に
よ
っ
て
全
面
的
に
破
壊
さ
れ
た
主
体
を
提
示
す
る
ま
で

に
至
る
。
そ
こ
で
雰
囲
気
は
主
体
の
内
面
性
の
奥
底
ま
で
浸
透
し
、
心
的
平
衡
を
維
持
す
る
の
に
不
可
欠
な
内
部
と
外
部
の
区

別
を
無
効
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
外
へ
（Au dehors

）」
と
題
さ
れ
た
最
終
章
の
な
か
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
こ
こ
で
は

空
間
の
開
け
そ
の
も
の
と
同
一
視
さ
れ
た
雰
囲
気
の
侵
入
的
性
格
と
、
こ
の
開
け
に
晒
さ
れ
た
主
体
の
様
態
と
を
次
の
よ
う
に

描
写
し
て
い
る
。

そ
し
て
お
そ
ら
く
〔
…
〕
空
間
の
開
け
と
は
、
な
に
か
が
な
に
か
を
覆
う
こ
と
の
な
い
外0

を
、
保
護
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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（non-protection

）、
襞
の
裏
側
を
、
住
ま
い
な
し

0

0

0

0

0

（sans-dom
icile

）
を
、
非
世
界
を
、
住
ま
な
い
こ
と
を
、
危
険
な
吹
き
さ

ら
し
を
意
味
し
て
い
る
。〔
…
〕
空
間
の
空
虚
が
、
不
可
視
の
空
気
で
〔
…
〕、
知
覚
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
の
内
部

の
奥
底
ま
で
浸
透
し
て
い
る
空
気
で
満
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
不
可
視
性
な
い
し
こ
の
空
虚
が
呼
吸
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
恐
怖
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
私
に
関
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
の
不
可
視
性
は
私
を
強
迫
す

る
と
い
う
こ
と
〔
…
〕
単
な
る
環
境

0

0

（am
biance

）
が
雰
囲
気

0

0

0

（atm
osphère

）
と
し
て
圧
し
掛
か
り
、
主
体
は
そ
れ
に
服
従

し
、
肺
腑
ま
で
も
晒
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

―
こ
れ
ら
の
こ
と
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
存
在
の
う
ち
に
足
を
つ
け
る
よ
り

も
ま
え
に
苦
し
み
、自
ら
を
差
し
出
す
主
体
性
で
あ
る
。
受
動
性
で
あ
り
、そ
の
す
べ
て
が
耐
え
支
え
る
こ
と
（supporter

）

な
の
だ

（
（（
（

。

　
し
か
し
、
な
ん
と
い
う
「
主
体
性
」
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
的
主
体
は
、
い
か
な
る
逃
げ
道
も
保
護
も
安
全
も
な

い
ま
ま
外
気
に
晒
さ
れ
、
服
従
し
て
い
る
。
こ
の
主
体
は

―
精
神
病
理
学
者
た
ち
の
言
に
し
た
が
え
ば

―
「
健
康
な
」
主

体
が
そ
こ
で
自
ら
の
身
体
的
か
つ
心
的
な
平
安
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
住
ま
い
や
私
的
領
域
を
持
た
な
い
と
さ
れ
る
。

こ
の
箇
所
に
お
い
て
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
こ
の
よ
う
な
主
体
の
描
写
に
ほ
と
ん
ど
一
般
的
な
性
格
を
与
え
て
い

る
点
で
あ
る
。
実
際
、
主
体
の
受
動
性
を
示
す
も
の
と
し
て
こ
こ
で
「
耐
え
支
え
る
こ
と
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
「
呼
吸
す

る
（respirer

）」
と
い
う
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
精
神
病
理
学
的
分
析
に
お
い
て
雰
囲
気
は
、
鼻
（
ミ

ン
コ
フ
ス
キ
ー
に
お
い
て
は
嗅
覚
）
や
口
（
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
に
お
い
て
は
口
腔
感
覚
）
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
に
お
い
て
雰
囲
気
の
浸
透
は
主
体
の
「
肺
腑
」
に
ま
で
達
す
る
と
言
わ
れ
る
。
無
論
こ
の
こ
と
は
生
理
学
的
観
点
か
ら
す

れ
ば
自
明
で
あ
る
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
取
り
出
そ
う
と
試
み
て
い
る
こ
の
呼
吸
の
構
造
は
、
単
純
で
は
あ
る
が
非
常
に
重
要
な

事
実
を
引
き
渡
し
て
も
い
る
。
す
な
わ
ち
、
主
体
は
つ
ね
に
す
で
に
外
部
へ
と
開
か
れ
て
お
り
、
口
や
鼻
と
い
っ
た
穴
を
通
じ

て
、
自
ら
で
は
な
い
も
の
を
自
ら
の
内
奥
ま
で
吸
い
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
理
解
す
る
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か
ぎ
り
で
の
「
精
神
（esprit

）」
と
い
う
語
の
意
味
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
他
者
と
の
倫
理
的
関
係
さ
え
も
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

「
あ
り
う
る
か
ぎ
り
で
も
っ
と
も
長
い
息

―
そ
れ
が
精
神
で
あ
る
。
人
間
と
は
、
吸
気
（inspiration

）
に
あ
た
っ
て
は
中
断

す
る
こ
と
な
く
、
呼
気
（expiration

）
に
あ
た
っ
て
は
戻
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
、
も
っ
と
も
長
い
息
が
可
能
な
生
物
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。〔
…
〕
空
間
の
開
け
と
は
、
世
界
も
場
所
も
も
た
な
い
自
己
の
開
け
、
非
‐
場
所
（l’u-topie

）
で
あ
り
、
壁
に

囲
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
ま
で
吸
い
込
ん
で
呼
気
〔
＝
臨
終
〕
に
至
る
ま
で
の
吸
気

―
そ
れ
は
〈
他

者
〉
の
近
さ
（proxim

ité

）
で
あ
る

（
（（
（

〔
…
〕」。

　
は
た
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
こ
の
よ
う
な
常
軌
を
逸
し
た
思
想
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
精
神
病
理
学

的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
『
存
在
す
る
と
は
別
の
仕
方
で
』
で
描
写
さ
れ
た
よ
う
な
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
的
主
体
は
、
な
ん

ら
か
の
心
的
疾
患
に
苛
ま
れ
て
い
る
「
患
者
」（
す
な
わ
ちpatient

）
と
見
な
さ
れ
か
ね
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
本
稿
の
冒
頭

で
見
た
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
が
こ
の
著
作
で
、「
外
傷
」
や
「
精
神
病
」
と
い
っ
た
語
を
用
い
る
の
を
い
さ
さ
か
も
た

め
ら
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、「
他
な
る
人
間
に
対
す
る
同
じ
憎
悪
の
犠
牲
者
た
ち
、
同
じ
反
ユ
ダ

ヤ
主
義
の
犠
牲
者
た
ち（

（（
（

」
に
言
及
し
て
い
る
こ
の
著
作
の
有
名
な
献
辞
と
も
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

の
伝
記
的
・
哲
学
的
な
道
程
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
雰
囲
気
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
は
、
個
人
的
で

自
伝
的
な
性
格
し
か
持
っ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
終
わ
り
な
き
喪
に
沈
ん
だ
病
ん
だ
主
体
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
的
主
体
が
問
題

に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
い
は
明
ら
か
に
『
存
在
す
る
と
は
別
の
仕
方
で
』
と
い
う
著
作
の
叙
述
ス
タ
イ
ル
そ
の
も
の
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、

本
稿
で
は
そ
れ
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
（（
（

。
そ
の
か
わ
り
に
暫
定
的
な
結
論
と
し
て
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
雰
囲
気

の
問
題
が
非
常
に
早
い
時
期
か
ら
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
関
心
を
捕
ら
え
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
は
、

若
き
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
リ
ト
ア
ニ
ア
語
で
執
筆
し
た
論
文

―
現
在
知
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
唯
一
の
リ
ト
ア
ニ
ア
語
論
文

で
あ
る

―
「
仏
独
両
文
化
に
お
け
る
精
神
性
の
理
解
」（
一
九
三
三
）
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
ド
イ
ツ
の
哲
学
が
「
精
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神
性
（spiritualité

）」
の
概
念
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
を
リ
ト
ア
ニ
ア
の
読
者
に
紹
介
し
て
い
る
こ
の
論
文
で
、
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
は
当
時
を
代
表
す
る
ド
イ
ツ
文
学
を
題
材
に
し
な
が
ら
雰
囲
気
の
主
題
に
目
配
せ
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ト
ー

マ
ス
・
マ
ン
『
魔
の
山
』（
一
九
二
四
）
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
小
説
の
う
ち
に
、
高
地
（
山
）
と
低
地
（
平
野
）
の

あ
い
だ
の
根
本
的
な
対
立
を
見
て
取
っ
て
い
る
が
、
こ
の
対
立
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
空
気
の
濃
度
の
差
異
に
よ
っ
て
導
か
れ
て

い
る
。「
小
説
の
活
動
の
地
と
し
て
ダ
ヴ
ォ
ス
を
選
ん
だ
こ
と
で
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
は
非
常
に
幸
福
な
文
学
的
効
果
を
獲
得

し
て
い
る
。
ダ
ヴ
ォ
ス
の
空
気
は
、
死
す
べ
く
定
め
ら
れ
た
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
の
う
ち
で
自
身
の
運
命
と
格
闘
し
て
い
る
雰
囲

気
〔
大
気
〕
の
密
度
を
超
越
し
て
い
る

（
（（
（

」。
死
の
不
安
に
取
り
憑
か
れ
、
そ
れ
ゆ
え
生
物
学
的
生
に
執
着
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
山
上
に
暮
ら
す
ひ
と
た
ち

―
結
核
患
者
た
ち

―
は
逆
説
的
に
も
「
精
神
性
の
源
泉
」
に
触
れ
て
い
る
と
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
は
言
う
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
具
体
的
実
存
と
不
可
避
的
な
死
と
の
錯
綜
の
う
ち
に

―
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
も

見
ら
れ
る
錯
綜
で
あ
る
が

―
ド
イ
ツ
文
化
に
お
け
る
精
神
性
の
概
念
が
完
全
な
形
で
具
現
化
し
て
い
る
の
を
認
め
、
さ
ら
に

こ
う
も
付
け
加
え
る
。「
死
の
息
吹
の
な
か
で
、
形
而
上
学
的
な
雰
囲
気
が
構
成
さ
れ
る
」。
小
説
の
主
人
公
で
あ
る
ハ
ン
ス
・

カ
ス
ト
ル
プ
が
対
面
す
る
の
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
「
雰
囲
気
」
で
あ
る
。「
到
着
し
た
そ
の
日
か

ら
、
彼
は
ダ
ヴ
ォ
ス
の
雰
囲
気
に
奇
妙
な
仕
方
で
酔
わ
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。
こ
の
雰
囲
気
は
彼
を
引
き
付
け
る
と
同

時
に
、
彼
に
嫌
悪
感
を
抱
か
せ
て
も
い
る
。
彼
は
、
こ
の
雰
囲
気
が
ど
の
よ
う
な
精
神
的
な
踏
み
外
し
を
約
束
し
て
い
る
の
か

を
漠
然
と
予
感
し
、
ひ
と
が
分
解
に
恐
れ
を
抱
く
よ
う
に
、
こ
の
雰
囲
気
に
恐
れ
を
抱
く
の
で
あ
る

（
（（
（

」。
こ
こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

は
、
興
味
を
引
き
付
け
る
と
同
時
に
嫌
悪
を
催
さ
せ
る
と
い
う
雰
囲
気
の
両
義
的
な
性
格
を
見
て
取
っ
て
い
る
。
こ
の
小
説
の

筋
書
き
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
生
の
具
体
性
と
死
の
切
迫
が
奇
妙
な
仕
方
で
も
つ
れ
あ
い
、
す
べ
て
を
包
摂
す
る
雰
囲
気
の

な
か
で
は
、
健
康
と
病
気
の
区
別
そ
の
も
の
も
消
え
去
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
精
神
」
と
い
う
語
の
意
味
を
問
い
続
け
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
雰
囲
気
の
主
題
は
大
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き
な
関
心
領
域
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
理
解
す
る
精
神
と
は
、
雰
囲
気
に
侵
食
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
に
深
く
呼

吸
し
、
な
お
か
つ
雰
囲
気
に
「
酔
わ
さ
れ
」
る
こ
と
の
な
い
主
体
性
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
空
間
の
う
ち
に
拡
が
り
、

空
間
と
一
体
と
な
っ
た
雰
囲
気
は
、
主
体
の
う
ち
な
る
他
者
の
他
性
、
あ
る
い
は
主
体
に
浸
透
す
る
こ
と
で
つ
ね
に
近
づ
い
て

い
く
よ
う
な
「
近
さ
」
を
表
し
て
い
る
。
主
体
に
圧
し
掛
か
る
雰
囲
気
の
重
み
の
し
た
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
「
耐
え
支
え
る
」

こ
と
は
、
あ
た
か
も
主
体
が
宇
宙
の
中
心
で
あ
る
か
の
よ
う
な
倫
理
的
意
味
を
ま
と
う
こ
と
に
な
る
。
精
神
病
理
学
に
お
い
て

雰
囲
気
の
侵
入
は
主
体
の
内
部
性
の
危
機
で
あ
っ
た
が
、
外
部
で
あ
る
雰
囲
気
が
つ
ね
に
主
体
の
う
ち
に
入
り
込
ん
で
い
る
構

造
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
主
体
の
内
部
に
陥
入
す
る
他
性
を
描
き
出
す
に
至
っ
て
い
る
。

　
こ
の
哲
学
者
の
一
過
性
の
関
心
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
た
え
ず
そ
の
関
心
を
離
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
雰
囲
気
の
問
題
は
、
か

く
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
に
お
け
る
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
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