
い
。動
物
の
欲
求
は
他
者
な
し
に
満
た
さ
れ
る
が
、

人
間
の
欲
望
は
本
質
的
に
他
者
を
必
要
と
す
る
」

と
い
う
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
観
点
を
援
用
し
、
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
社
会
に
お
け
る
自
己
完
結
的
な
オ
タ
ク
の

消
費
行
動
を
「
動
物
化
」
と
説
明
し
て
い
る
。
東

は
動
物
化
し
た
オ
タ
ク
の
消
費
行
動
で
あ
る
「
単

純
に
作
品
を
消
費
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
、
そ
の

背
後
に
あ
る
世
界
観
を
消
費
す
る
こ
と
で
も
、
さ

ら
に
は
設
定
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
消
費
す
る
こ
と

で
も
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
奥
に
あ
る
、
よ
り
広
大

な
オ
タ
ク
系
文
化
全
体
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
消
費

す
る
」
行
動
を
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
」
と
呼
ぶ
。

「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
」
で
は
作
品
全
体
の
物
語
・

世
界
観
で
は
な
く
、
そ
の
構
成
要
素
自
体
を
消
費

の
対
象
に
す
る
。

同
書
刊
行
か
ら
二
十
年
以
上
が
経
っ
た
。
即
物

的
に
萌
え
要
素
を
消
費
し
、
取
り
憑
か
れ
た
よ
う

に
動
物
化
し
て
い
っ
た
世
代
と
違
っ
て
、
オ
タ
ク

概
念
自
体
が
一
般
に
広
く
認
め
ら
れ
る
今
の
世
代

に
、「
動
物
化
」「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
」
は
通
用

し
な
い
か
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
今
話
題

の
「
タ
イ
パ
行
動
」
に
は
通
ず
る
も
の
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
タ
イ
パ
」
と
は
、「
タ
イ
ム
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」

の
略
語
で
あ
り
、「
タ
イ
パ
行
動
」
は
時
間
内
に

最
大
限
の
成
果
、
満
足
を
求
め
る
と
い
う
行
動
様

い
や
し
た
」
時
間
に
目
を
向
け
る
こ
と
な
く
過

ご
し
て
し
ま
い
が
ち
だ
。

本
稿
で
は
「
タ
イ
パ
行
動
」
に
つ
い
て
の
考

察
か
ら
、「
時
」
の
「
過
程
」
と
い
う
側
面
を
と

ら
え
る
こ
と
の
重
要
性
と
、
そ
の
意
義
に
つ
い

て
探
究
す
る
。「
時
」
を
軸
に
据
え
た
そ
の
探
究

を
通
し
、「
人
生
の
中
で
高
校
時
代
は
ど
う
あ
る

べ
き
か
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
「
時
」
を
紡

い
で
い
き
た
い
。

２
．「
タ
イ
パ
行
動
」
の
本
質
的
意
味
を
探
る

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
『
ヘ
ー

ゲ
ル
読
解
入
門
』
に
お
い
て
、
人
間
と
動
物
の

違
い
を
欲
望
と
欲
求
に
求
め
た
。
東
浩
紀
は
『
動

物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』（
注
２
）
で
、「
人
間

は
欲
望
を
も
つ
が
、
動
物
は
欲
求
し
か
も
た
な

次席

選
択
課
題
3
　
人
生
の
中
で
高
校
時
代
は
ど
う
あ
る
べ
き
か

「
時
」を
捉
え
、「
時
」を
紡
ぐ

宮み
や

台だ
い

は
び
る

（
東
京
都
／
私
立
富
士
見
丘
高
等
学
校
二
年
）

１
．
は
じ
め
に

「
君
が
バ
ラ
の
た
め
に
時
間
を
つ
い
や
し
た
か

ら
こ
そ
、
君
の
バ
ラ
は
あ
ん
な
に
た
い
せ
つ
な
も

の
に
な
っ
た
ん
だ
」（
注
１
）
サ
ン
＝
テ
グ
ジ
ュ

ペ
リ
の
『
星
の
王
子
さ
ま
』
で
、
自
分
の
星
に
一

本
し
か
な
か
っ
た
薔
薇
が
本
当
は
何
千
本
も
あ
る

普
通
の
花
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
シ
ョ

ッ
ク
を
受
け
た
王
子
さ
ま
に
、
友
達
に
な
っ
た
キ

ツ
ネ
が
か
け
た
言
葉
だ
。

私
は
こ
の
言
葉
で
い
つ
も
、
過
ご
す
時
間
に
お

け
る
「
過
程
」
を
捉
え
る
と
い
う
視
点
を
思
い
出

す
。
そ
の
時
間
こ
そ
が
尊
い
の
だ
か
ら
「
つ
い
や

し
た
」
時
間
も
大
切
に
し
て
い
い
は
ず
な
の
だ
。

し
か
し
風
呂
の
中
で
さ
え
腕
時
計
を
巻
き
、
効
率

の
良
さ
ば
か
り
求
め
て
い
る
私
は
、
日
々
の
「
つ



式
で
あ
る
。
映
画
や
動
画
な
ど
に
お
い
て
は
、
映

像
の
再
生
速
度
を
速
め
る
「
倍
速
再
生
」
や
何
か

を
し
な
が
ら
同
時
に
再
生
す
る
「
な
が
ら
見
」
に

始
ま
り
、
映
画
を
十
分
ほ
ど
に
要
約
し
た
動
画
で

内
容
を
確
認
す
る
な
ど
、
効
率
に
重
き
を
お
い
た

視
聴
方
法
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
。

「
タ
イ
パ
行
動
」
を
と
る
理
由
に
つ
い
て
は
稲

田
豊
史
が
『
映
画
を
早
送
り
で
観
る
人
た
ち
』（
注

３
）
で
、
タ
イ
パ
行
動
を
「
鑑
賞
で
は
な
く
、
情

報
収
集
」
と
位
置
づ
け
、「
観
た
い
の
で
は
な
く
、

知
り
た
い
」
と
い
う
新
た
な
欲
求
が
生
じ
て
い
る

た
め
だ
と
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
映
画
を
観
る
と

い
う
行
為
が
「
作
品
の
鑑
賞
」
か
ら
「
コ
ン
テ
ン

ツ
の
消
費
」
へ
と
変
化
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
次
々
と
コ
ン
テ
ン
ツ
を
消
費
し
膨
大
な
情
報

を
得
る
の
は
、
そ
の
情
報
を
他
人
に
「
シ
ェ
ア
」

し
「『
あ
れ
見
た
？
』
と
問
わ
れ
た
と
き
に
『
見

た
よ
』
と
応
じ
て
話
題
に
つ
い
て
い
く
」（
注
４
）

と
い
う
形
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
の
居
場
所
を
獲

得
す
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

情
報
を
他
人
に
「
シ
ェ
ア
」
す
る
た
め
だ
と
す

れ
ば
、
今
日
の
「
タ
イ
パ
行
動
」
は
他
者
を
介
在

せ
ず
欲
求
の
み
を
満
た
す
「
動
物
化
」
し
た
行
動

と
い
う
よ
り
も
、
他
者
を
意
識
し
た
「
人
間
的
」

行
動
と
判
断
す
る
方
が
適
切
に
思
え
る
。し
か
し
、

本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。

「
タ
イ
パ
行
動
」
で
は
手
っ
取
り
早
く
設
定
の

「
情
報
」
に
ア
ク
セ
ス
す
る
べ
く
倍
速
視
聴
す
る
。

二
十
年
前
の
オ
タ
ク
界
隈
で
交
わ
さ
れ
て
い
た
要

素
と
し
て
の
消
費
と
、
現
代
の
シ
ェ
ア
の
道
具
と

し
て
の
消
費
に
は
、ど
ち
ら
も
コ
ン
テ
ン
ツ
を「
情

報
」
と
し
て
し
か
扱
っ
て
い
な
い
点
で
通
ず
る
も

の
が
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、「
タ
イ
パ
行
動
」

と
い
う
の
は
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
」
の
た
め
の

手
段
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で

は
な
い
。
爛
熟
化
し
た
消
費
社
会
が
進
み
、
コ
ン

テ
ン
ツ
の
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
」
の
み
な
ら
ず
、

他
者
を
も
「
情
報
」
化
し
た
中
で
、
自
分
の
立
ち

位
置
や
居
場
所
の
確
保
を
求
め
て
い
る
の
だ
と
す

れ
ば
、「
タ
イ
パ
行
動
」
は
自
分
の
心
身
の
維
持

と
安
全
を
守
ろ
う
と
い
う
動
物
的
な
本
能
に
基
づ

い
て
お
り
、「
動
物
化
」
し
た
行
動
だ
と
い
え
な

い
だ
ろ
う
か
。

３
．
身
近
に
潜
む
「
タ
イ
パ
」
の
意
識

そ
の
よ
う
な
広
い
意
味
で「
動
物
化
」し
た「
タ

イ
パ
行
動
」
の
傾
向
は
、
高
校
生
に
も
顕
著
に
見

ら
れ
る
。そ
の
傾
向
を
見
る
に
際
し
て
、「
推
し
活
」

を
取
り
上
げ
よ
う
。「
推
し
活
」
を
取
り
上
げ
る

の
は
、「
推
し
活
」
が
高
校
生
に
と
っ
て
一
時
の

流
行
と
い
う
側
面
を
超
え
て
日
常
と
な
っ
て
い
る

か
ら
だ
。「
推
し
活
」
と
い
う
言
葉
は
、元
は
「
Ａ

Ｋ
Ｂ
４
８
」の
フ
ァ
ン
が
使
っ
て
い
た
言
葉
だ
が
、

現
在
は
自
分
が
特
に
好
き
な
物
に
関
わ
る
応
援
活

動
全
般
に
用
い
る
言
葉
で
あ
る
。

実
際
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
リ
サ
ー
チ
が
高
校
生
に
対
し

て
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
注
５
）
に
よ
る
と
、

高
校
生
の
七
九
％
は
推
し
が
「
い
ま
、
い
る
」
と

回
答
し
て
お
り
、
特
に
女
子
高
生
で
は
九
割
近
く

が「
推
し
」が
い
る
と
回
答
し
て
い
る
。
ま
た
、「
推

し
が
い
た
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
回
答
も
含
め
る

と
、
女
子
高
生
で
は
九
三
％
、
男
子
高
生
で
は
七

六
％
と
い
う
驚
く
べ
き
数
と
な
る
。

そ
れ
な
し
で
は
高
校
生
の
行
動
を
語
り
え
な
い

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
「
推
し
活
」
だ
が
、

そ
こ
で
も
「
タ
イ
パ
」
は
重
視
さ
れ
て
い
る
。
フ

リ
ュ
ー
株
式
会
社
の
Ｚ
世
代
の
女
子
高
校
生
・
女

子
大
学
生
を
対
象
に
し
た
定
点
調
査
（
注
６
）
で

は
、「
前
月
の
印
象
に
残
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と

し
て
「
学
生
イ
ベ
ン
ト
」
を
抜
い
て
三
ヶ
月
に
わ

た
り
一
位
を
獲
得
し
て
い
る「
推
し
活
」で
も
、「
タ

イ
パ
行
動
」
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
推
し
の
数
が
多
い
か
ら
」

と
い
う
わ
け
で
も
な
い
ら
し
い
。
同
調
査
に
よ
れ

ば
、
自
身
が
最
も
応
援
し
て
い
る
「
推
し
」
に
対

し
て
も
、
八
〇
％
以
上
が
「
タ
イ
パ
行
動
」
を
実

施
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
推
し
」
の
数
と
タ
イ

パ
行
動
の
比
例
関
係
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
。



「
推
し
活
」
に
お
い
て
も
、
一
つ
の
動
画
と
い

う
作
品
と
と
も
に
「
時
」
を
過
ご
す
よ
り
、
手
っ

取
り
早
く
多
様
な
コ
ン
テ
ン
ツ
か
ら
情
報
を
得
る

と
い
う
こ
と
が
重
要
と
い
う
場
合
が
あ
る
の
だ
ろ

う
。
時
間
を
忘
れ
て
熱
中
す
る
は
ず
の
「
好
き
な

こ
と
」
に
お
い
て
ま
で
タ
イ
パ
を
重
視
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
こ
れ
も
新
し
い
消
費
行
動
と
し
て
称

揚
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

久
保
田
進
彦
は
「
タ
イ
パ
行
動
」
を
「
時
短
型
」

と
「
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
型
」
の
二
種
類
に
区
別
し
て

分
析
し
て
い
る
（
注
７
）。「
時
短
型
」
は
必
要
に

迫
ら
れ
て
時
間
効
率
を
高
め
て
い
る
層
で
「
時
間

が
な
い
か
ら
時
間
を
大
切
に
し
た
い
人
」
を
、「
バ

ラ
エ
テ
ィ
ー
型
」
は
一
定
の
時
間
内
で
よ
り
多
く

の
モ
ノ
を
消
費
し
た
り
、
楽
し
ん
だ
り
し
た
い
と

い
う
層
で
「
待
ち
た
く
な
い
、
今
す
ぐ
楽
し
み
た

い
人
」
を
指
す
。
Ｚ
世
代
は
「
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
型
」

に
多
く
、「
時
間
に
追
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

自
分
の
時
間
を
目
一
杯
楽
し
み
た
い
の
が
特
徴
」

で
「〝
今
〟
を
楽
し
む
欲
張
り
消
費
」
だ
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
「
時
短
型
」
と
「
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー

型
」
と
い
う
型
に
共
通
し
て
「
時
間
が
惜
し
い
」

と
い
う
感
覚
が
あ
る
と
い
う
。

先
に
み
た
よ
う
に
「
タ
イ
パ
行
動
」
で
膨
大
な

数
の
情
報
を
得
る
の
は
、そ
の
情
報
を
他
人
に「
シ

ェ
ア
」
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
の
居
場
所
を
獲
得

銭
以
外
の
価
値
が
追
放
さ
れ
る
市
場
の
論
理
は
、

「
物
事
の
他
の
側
面
に
目
が
向
け
ら
れ
な
い
」
と

い
う
こ
と
が
生
じ
る
危
険
が
根
底
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
物
事
の
他
の
側
面
に
目

が
向
け
ら
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
起
因
す
る
腐

敗
・
堕
落
の
構
造
は
、
金
銭
以
外
に
も
生
じ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
私
は
、そ
の
市
場
の
論
理
が「
時

間
」
に
も
働
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。「
タ

イ
パ
行
動
」
に
お
い
て
は
鑑
賞
の
時
間
に
対
し
、

「
分
か
り
や
す
い
情
報
を
得
る
以
外
の
価
値
を
排

除
す
る
」
と
い
う
形
で
市
場
の
論
理
が
働
い
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
タ
イ
パ
行
動
」
で

は
作
品
を
味
わ
い
、
考
え
を
巡
ら
せ
て
い
く
は
ず

の
鑑
賞
の
時
間
は
「
他
人
に
シ
ェ
ア
で
き
る
よ
う

な
分
か
り
や
す
い
情
報
を
得
る
」
こ
と
の
邪
魔
を

す
る
だ
け
の
時
間
に
な
る
。
し
か
し
人
間
の
生
は

時
間
の
中
に
あ
る
も
の
だ
。
時
間
が
無
駄
だ
と
判

断
し
、
排
除
す
る
な
ら
ば
、
人
間
の
生
ま
で
も
が

無
駄
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
う
考

え
れ
ば
「
タ
イ
パ
行
動
」
が
時
間
の
本
質
的
価
値

を
腐
敗
・
堕
落
さ
せ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

５
．「
時
間
」
が
築
く
私
た
ち
の
世
界

次
に
、目
的
と
手
段
の
観
点
か
ら
検
討
し
よ
う
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
タ
イ
パ
行
動
」
は
「
デ

す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
居
場
所
を
得

て
「〝
今
〟
を
楽
し
む
」
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、

こ
れ
も
時
代
に
適
し
た
革
新
的
な
行
動
様
式
の
一

つ
だ
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
「
タ
イ
パ
行
動
」
は
「
人
生
」
と
い
う

ベ
ー
ス
で
考
え
た
と
き
、
決
し
て
称
揚
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
無
駄
」
と
排
除

さ
れ
る
時
間
自
体
が
「
自
分
の
時
間
」
を
目
一
杯

楽
し
む
こ
と
を
叶
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
タ
イ

パ
行
動
」と
い
う
行
動
形
態
は
時
間
と
い
う
概
念
、

ひ
い
て
は
人
間
の
存
在
自
体
の
価
値
を
貶
め
る
も

の
と
し
て
し
か
起
こ
り
得
な
い
か
ら
だ
。
ま
ず
は

サ
ン
デ
ル
の
論
を
発
展
さ
せ
、
そ
の
価
値
に
つ
い

て
検
討
し
た
い
。

４
．「
時
間
」
に
働
く
市
場
の
論
理

マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
は
『
そ
れ
を
お
金
で
買

い
ま
す
か
─
市
場
主
義
の
限
界
』（
注
８
）の
中
で
、

市
場
が
非
市
場
領
域
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
に
警
鐘

を
鳴
ら
す
。
利
他
精
神
で
構
成
さ
れ
た
非
市
場
領

域
の
中
で
そ
れ
ま
で
通
用
し
て
い
た
道
徳
的
規
範

が
、
市
場
の
論
理
に
侵
食
さ
れ
た
結
果
腐
敗
・
堕

落
し
、そ
の
本
質
と
し
て
の
道
徳
的
・
市
民
的「
善
」

を
人
間
の
心
の
中
か
ら
追
放
し
て
し
ま
う
と
指
摘

し
て
い
る
。

サ
ン
デ
ル
が
述
べ
る
よ
う
な
金
銭
に
よ
っ
て
金



ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
」
の
た
め
の
手
段
に
な
っ
て
い

た
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う

か
。ハ

ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
は
『
人
間
の
条
件
』（
注
９
）

で
、「
目
的
と
は
ま
さ
に
手
段
を
正
当
化
す
る
も

の
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
目
的
の
定
義
に
他
な

ら
な
い
」
と
、
目
的
を
定
義
し
た
。
そ
し
て
「
目

的
は
必
ず
手
段
の
正
当
化
を
も
た
ら
し
、
手
段
の

正
当
化
は
必
ず
何
ら
か
の
犠
牲
を
も
た
ら
す
」
こ

と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
目
的
と
手
段
が
連
関
し

た
メ
ビ
ウ
ス
の
輪
的
な
状
況
が
、
犠
牲
を
も
た
ら

す
と
い
う
危
う
さ
を
伝
え
て
い
る
。
國
分
功
一
郎

は
、『
目
的
へ
の
抵
抗
』（
注
10
）
の
中
で
、
こ
の

ア
レ
ン
ト
の
議
論
を
認
め
な
が
ら
も
「
目
的
合
理

的
な
活
動
は
社
会
か
ら
絶
対
に
な
く
な
ら
な
い
」

と
し
た
上
で
、
た
と
え
「
活
動
が
目
的
に
よ
っ
て

駆
動
さ
れ
る
と
し
て
も
そ
の
目
的
を
超
え
出
る
こ

と
を
経
験
で
き
る
と
こ
ろ
に
人
間
の
自
由
が
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
目
的
合
理
的
に
始

ま
っ
た
行
為
で
も
、
結
果
と
し
て
充
足
感
を
得
る

こ
と
は
自
分
に
と
っ
て
の
自
由
の
体
験
で
あ
る
と

論
じ
る
中
で
、「
遊
び
」
が
、「
目
的
に
よ
っ
て
開

始
さ
れ
つ
つ
も
目
的
を
超
え
出
る
行
為
、
手
段
と

目
的
の
連
関
を
逃
れ
る
活
動
」
で
あ
る
と
い
う
。

「
タ
イ
パ
行
動
」
に
お
い
て
、
鑑
賞
に
伴
っ
た

時
間
は
コ
ン
テ
ン
ツ
の
「
情
報
」
だ
け
抜
き
取
る

と
い
う
目
的
に
対
し
て
の
「
手
段
」
と
し
て
扱
わ

れ
、
情
報
と
直
接
関
係
な
い
時
間
は
無
駄
や
障
害

と
し
て
犠
牲
に
な
る
。
そ
の
犠
牲
に
な
る
情
報
以

外
の
時
間
と
い
う
の
は
、
本
来
は
コ
ン
テ
ン
ツ
の

作
り
手
の
意
図
、
こ
だ
わ
り
、
息
遣
い
を
感
じ
取

る
時
間
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
「
タ
イ
パ
行
動
」
の

根
本
的
な
問
題
が
浮
上
し
て
い
る
。「
タ
イ
パ
行

動
」
は
、
目
的
を
超
え
出
る
こ
と
を
経
験
す
る
こ

と
そ
の
も
の
を
排
除
す
る
行
動
様
式
な
の
だ
。
す

な
わ
ち
、「
タ
イ
パ
行
動
」
で
は
「
遊
び
」
と
い

う
活
動
は
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
く
、「
手
段
と
目

的
の
連
関
」
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
だ
。「
タ
イ
パ
行
動
」
に
お
い
て
目
的
を
超

え
出
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
行
為
者
が

「
物
事
の
他
の
側
面
」
と
し
て
の
過
程
や
そ
の
背

景
に
目
を
向
け
る
と
い
う
こ
と
を
避
け
、「
シ
ェ

ア
」
で
き
る
簡
単
な
描
写
し
か
受
け
取
ら
な
い
た

め
に
、
時
間
と
い
う
複
雑
さ
を
拒
否
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
か
し
複
雑
さ
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は

他
者
と
生
き
る
上
で
不
可
欠
だ
。
複
雑
な
ま
ま
そ

れ
を
享
受
す
る
こ
と
で
、
他
者
の
価
値
観
に
も
目

が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
映
画
鑑
賞
や
推
し

活
の
よ
う
な
「
遊
び
」
を
「
タ
イ
パ
行
動
」
的
に

し
か
行
え
な
く
な
っ
た
と
き
、
時
間
が
持
つ
「
他

で
あ
り
え
た
」
複
雑
さ
、
可
能
性
と
い
う
も
の
を

認
め
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

も
し
も
「
タ
イ
パ
行
動
」
に
支
配
さ
れ
尽
く
し
た

と
し
た
ら
、
そ
の
先
に
あ
る
の
は
、
他
者
の
価
値

観
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
世
界
だ
ろ
う
。

源
河
享
の
『
感
情
の
哲
学
入
門
講
義
』（
注
11
）

で
は
、
感
情
に
は
「
知
識
や
思
考
が
反
映
」
さ
れ

て
い
て
、
感
情
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
重
要
な
の
が

「
違
う
価
値
観
も
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
」
だ
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
他
者
の
価
値
観
に
目
を
向
け

ず
、
感
情
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
利
か
な
い
ま
ま
で

も
、ひ
と
り
で
あ
れ
ば
生
き
て
い
け
る
だ
ろ
う
か
。

鷲
田
清
一
は
『
想
像
の
レ
ッ
ス
ン
』（
注
12
）

の
中
で
、「〈
わ
た
し
〉
の
生
は
他
の
だ
れ
か
と
の

関
係
に
つ
ね
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し

た
。
誰
か
と
と
も
に
生
き
る
私
た
ち
は
、
ひ
と
り

で
生
き
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
生
き
る
中
で

他
者
の
価
値
観
に
目
を
向
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
そ
れ
は
必
ず
「
時
間
」
を
要
す
る
。

鷲
田
は
「
訴
え
あ
い
の
プ
ロ
セ
ス
、
議
論
の
プ

ロ
セ
ス
が
『
尽
く
さ
れ
て
』
は
じ
め
て
開
け
て
く

る
道
」
が
あ
っ
て
、「
相
手
が
じ
ぶ
ん
と
同
様
、

土
俵
か
ら
降
り
ず
に
お
な
じ
果
て
し
な
い
時
間
を

共
有
し
て
く
れ
た
こ
と
そ
の
こ
と
に
ふ
と
思
い
が

及
ん
だ
後
に
し
か
、
納
得
は
生
ま
れ
な
い
。
そ
こ

で
は
と
も
に
も
が
き
苦
し
ん
だ
そ
の
時
間
の
確

認
」
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
と
い
う
。「
じ
ぶ
ん



の
人
生
に
納
得
す
る
と
い
う
の
も
お
な
じ
で
、
そ

う
い
う
も
が
き
や
苦
闘
の
時
間
を
じ
ぶ
ん
相
手
に

確
認
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
い

っ
て
「
時
間
」
が
築
き
上
げ
る
も
の
の
大
切
さ
を

説
く
。「
タ
イ
パ
行
動
」
で
複
雑
さ
と
と
も
に
他

者
を
理
解
し
て
い
く
「
時
間
」
を
持
て
な
く
な
っ

て
は
な
ら
な
い
。

６
．
人
生
の
中
で
高
校
時
代
は
ど
う
あ
る
べ
き
か

─「
記
憶
の
て
ざ
わ
り
」と
と
も
に
─

川
内
有
緒
は
『
目
の
見
え
な
い
白
鳥
さ
ん
と
ア

ー
ト
を
見
に
い
く
』（
注
13
）
の
中
で
、「
人
は
『
時
』

と
い
う
も
の
に
抗
う
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど

『
時
』
を
宝
物
に
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
ら
」
と

述
べ
て
い
る
。
同
書
は
、
著
者
が
全
盲
の
白
鳥
さ

ん
や
友
人
の
佐
藤
さ
ん
と
日
本
各
地
の
美
術
館
を

巡
り
、
ア
ー
ト
を
「
見
る
」
こ
と
で
、
自
分
た
ち

の
視
点
や
感
性
を
問
い
直
す
様
子
を
描
い
て
い

る
。
最
終
章
で
は
「
過
去
の
記
憶
っ
て
思
い
返
す

た
び
に
上
塗
り
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
ど
ん

ど
ん
変
わ
っ
て
い
く
わ
け
じ
ゃ
な
い
？
そ
う
い
う

意
味
で
は
、
自
分
の
記
憶
だ
と
思
っ
て
い
る
も
の

は
、
常
に
新
鮮
な
状
態
の
『
過
去
の
記
憶
』
じ
ゃ

な
い
？
」
と
い
う
言
葉
か
ら
「
時
」
に
つ
い
て
の

話
が
展
開
さ
れ
る
。
白
鳥
さ
ん
は
、
幸
せ
は
「
時

間
の
中
」
に
あ
る
と
言
い
、
そ
し
て
「
時
間
だ
か

ま
れ
、
自
分
の
中
に
刻
ま
れ
る
こ
と
で
、
後
か
ら

私
を
豊
か
に
つ
く
り
変
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ

う
。そ

れ
ら
を
踏
ま
え
「
人
生
の
中
で
高
校
時
代
は

ど
う
あ
る
べ
き
か
」
に
答
え
よ
う
。
人
生
の
中
で

高
校
時
代
は
、時
間
の
中
で
「
記
憶
の
て
ざ
わ
り
」

と
な
る
経
験
を
積
み
重
ね
る
時
代
で
あ
る
べ
き
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

７
．
そ
れ
で
も「
過
程
」を
生
き
る
─「
場
」の
経

験
を
鍵
に
─

と
は
い
え
、
私
も
正
直
「
タ
イ
パ
行
動
」
を
し

て
し
ま
っ
て
い
る
。N

etflix

で
兄
弟
と
ア
ニ
メ

を
見
な
が
ら
「
な
ん
か
長
く
な
い
？　

飛
ば
そ
う

よ
」
な
ど
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
幾
度
と
な

く
あ
る
。
し
か
し
「
タ
イ
パ
行
動
」
が
肯
定
的
に

捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
も
思
い
、
こ

う
し
て
論
じ
て
き
た
。
理
想
と
現
実
の
狭
間
で
、

矛
盾
し
た
想
い
を
抱
い
て
い
る
の
は
、
私
だ
け
で

は
な
い
は
ず
だ
。

で
は
、
日
常
の
中
で
「
タ
イ
パ
」
を
意
識
し
て

し
ま
い
が
ち
な
こ
の
現
代
で
、
そ
れ
で
も
時
間
の

「
過
程
」
を
大
切
に
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い

だ
ろ
う
か
。
私
は
「
場
」
が
、「
タ
イ
パ
行
動
」

の
弊
害
か
ら
抜
け
出
て
、
時
間
の
「
過
程
」
に
目

を
向
け
る
た
め
の
糸
口
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

ら
、
そ
れ
は
と
っ
て
は
お
け
な
い
。
あ
と
は
そ
の

経
験
を
自
分
が
ど
れ
だ
け
信
じ
る
か
、
思
い
出
し

て
確
か
な
も
の
だ
っ
て
信
じ
て
い
け
る
か
っ
て
い

う
こ
と
か
な
」
と
締
め
く
く
る
。

さ
て
、
人
生
の
中
で
高
校
時
代
と
は
ど
の
よ
う

な
時
代
だ
ろ
う
か
。
私
は
川
内
と
白
鳥
さ
ん
の
話

を
踏
ま
え
、
人
生
の
中
で
「
高
校
時
代
」
は
「
過

去
の
記
憶
」
に
な
っ
た
時
も
「
新
鮮
」
で
あ
る
よ

う
に
更
新
さ
れ
続
け
る
時
代
だ
と
考
え
る
。
言
い

換
え
る
な
ら
ば
、
高
校
時
代
と
い
う
時
代
の
捉
え

方
は
、
人
生
の
中
で
変
わ
り
続
け
る
と
い
う
こ
と

だ
。そ

の
よ
う
な
更
新
さ
れ
続
け
る
「
高
校
時
代
」

で
は
ど
う
あ
り
た
い
か
。
私
は
高
校
生
と
し
て
過

ご
す
「
今
」
を
将
来
振
り
返
っ
た
時
、そ
れ
が
「
宝

物
」
だ
っ
た
と
信
じ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
た
い
。

今
の
時
点
で
捉
え
ら
れ
る
価
値
は
た
か
が
知
れ
て

い
る
。し
か
し「
高
校
時
代
」と
い
う
地
点
で
、日
々

の
過
程
を
自
覚
的
に
捉
え
て
過
ご
す
こ
と
で
、
い

つ
か
振
り
返
っ
た
と
き
に
「
高
校
時
代
」
が
人
生

に
ど
う
意
味
づ
け
ら
れ
る
の
か
は
大
き
く
変
容
し

て
い
く
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
高
校
生
で
あ
る
今
は
、

自
分
が
何
を
感
じ
た
の
か
を
つ
ぶ
さ
に
掴
み
と
る

時
間
な
の
だ
。
川
内
は
、
友
人
た
ち
と
過
ご
し
た

そ
う
い
っ
た
時
間
を
「
記
憶
の
て
ざ
わ
り
」
と
呼

ん
だ
。「
記
憶
の
て
ざ
わ
り
」
は
時
間
の
中
で
生



う
か
と
考
え
る
。
同
書
で
は
、
日
本
の
あ
ら
ゆ
る

美
術
館
を
訪
れ
る
時
間
を
通
し
て
、
そ
こ
で
「
目

が
見
え
る
ひ
と
も
、
実
は
ち
ゃ
ん
と
見
え
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
気
づ
き
や
、
た
だ
誰

か
と
一
緒
に
時
間
を
過
ご
す
こ
と
の
喜
び
と
い
う

価
値
が
浮
か
び
上
が
る
。
ア
ー
ト
の
あ
る
現
地
の

場
所
ま
で
赴
き
、
美
術
館
と
い
う
「
場
」
で
鑑
賞

す
る
そ
の
と
き
、「
タ
イ
パ
行
動
」
な
る
も
の
の

持
つ
危
う
さ
は
か
け
ら
も
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な

い
。
ア
ー
ト
を
「
見
る
」
と
い
う
「
場
」
の
時
間

の
全
て
を
堪
能
し
て
い
る
か
ら
だ
。

自
分
勝
手
に
時
間
を
制
御
で
き
な
い
点
に
、

「
場
」
の
経
験
の
核
心
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
タ

イ
パ
行
動
」
は
力
を
持
た
な
い
の
だ
。「
場
」
で

は
必
然
的
に
「
見
る
」
た
め
の
視
覚
だ
け
で
な
く
、

様
々
な
感
覚
が
刺
激
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

は
目
的
を
超
え
た
「
遊
び
」
で
あ
り
、「
記
憶
の

て
ざ
わ
り
」
と
な
る
。
例
え
ば
、
ラ
イ
ブ
へ
赴
く

と
き
、
動
画
で
は
味
わ
え
な
い
音
楽
や
空
気
や

人
々
の
熱
気
、
温
も
り
を
感
じ
ら
れ
る
。「
場
」

で
時
間
と
向
き
合
っ
て
人
々
の
息
遣
い
を
知
る
。

そ
う
し
た
「
場
」
で
得
ら
れ
る
感
覚
的
な
記
憶
は
、

時
間
の
「
過
程
」
を
豊
か
に
し
、
捉
え
直
す
こ
と

を
促
す
。「
場
」
と
い
う
空
間
の
一
定
の
制
約
に

よ
り
「
タ
イ
パ
行
動
」
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
私
た

ち
は
「
場
」
を
通
じ
て
、
自
分
自
身
や
他
者
や
世

界
と
つ
な
が
り
、
新
し
い
発
見
や
感
動
を
得
ら
れ

る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

８
．
お
わ
り
に

本
稿
で
は
、「
人
生
の
中
で
高
校
時
代
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
」
に
対
し
て
、
時
間
の
中
で
「
記
憶

の
て
ざ
わ
り
」
と
な
る
経
験
を
積
み
重
ね
る
時
代

で
あ
る
べ
き
だ
と
答
え
た
。
そ
し
て
そ
の
高
校
時

代
に
「
時
」
と
い
う
「
過
程
」
の
中
で
埋
も
れ
て

い
る
気
づ
き
や
価
値
に
、「
場
」
で
の
経
験
を
通

し
て
気
づ
く
こ
と
が
「
記
憶
の
て
ざ
わ
り
」
を
紡

ぎ
出
す
鍵
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う

の
が
結
論
だ
。
私
た
ち
は
「
場
」
に
お
け
る
時
間

の
中
の
経
験
を
捉
え
る
こ
と
で
、
今
こ
の
瞬
間
の

楽
し
さ
と
と
も
に
そ
れ
と
同
じ
だ
け
の
未
来
で
の

気
づ
き
と
、
過
去
へ
の
気
づ
き
を
生
み
出
す
こ
と

が
で
き
る
の
だ
。
そ
う
し
て
私
も
将
来
、「
高
校

生
だ
っ
た
頃
」
を
思
い
返
し
た
と
き
、記
憶
に
「
て

ざ
わ
り
」
を
感
じ
た
い
。

最
後
に
、
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
エ
ン
デ
の
名
作
『
モ

モ
』（
注
14
）
を
思
い
起
こ
そ
う
。
主
人
公
モ
モ

が
時
間
泥
棒
た
ち
か
ら
時
間
を
取
り
戻
す
こ
の
物

語
を
読
む
時
間
は
、
昔
か
ら
私
に
と
っ
て
大
切
な

「
場
」だ
っ
た
。「
光
を
見
る
た
め
に
は
目
が
あ
り
、

音
を
聞
く
た
め
に
は
耳
が
あ
る
の
と
同
じ
に
、
人

間
に
は
時
間
を
感
じ
取
る
た
め
に
心
と
い
う
も
の

が
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
そ
の
心
が
時
間
を
感
じ

取
ら
な
い
よ
う
な
と
き
に
は
、
そ
の
時
間
は
な
い

も
お
な
じ
だ
」。
時
間
を
節
約
す
る
よ
う
に
な
っ

た
『
モ
モ
』
の
世
界
に
お
い
て
、
人
々
の
生
活
が

徐
々
に
「
貧
し
く
」「
画
一
的
」
に
、「
冷
た
く
」

な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
子
供
た
ち
だ
け
が
気
づ
い

て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
遊
ん
で
く
れ
る
時
間
の
あ
る

大
人
が
、「
も
う
ひ
と
り
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
」
か
ら
。「
時
間
と
は
す
な
わ
ち
生
活
な
の

で
す
。
そ
し
て
生
活
と
は
、
人
間
の
心
の
中
に
あ

る
も
の
な
の
で
す
」。
私
が
「
時
間
」
と
向
き
合

う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
思
え
ば
こ
の
本
と
の
出

会
い
が
始
ま
り
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
夏
、生
活
の
全
て
が
本
稿
と
共
に
あ
っ
た
。

こ
の
日
々
は
い
つ
か
読
み
返
し
た
と
き
、
ど
う
思

い
出
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
た
す
ら
読
み
、
学

び
、
書
く
こ
と
と
向
き
合
い
本
稿
と
と
も
に
し
た

「
場
」
の
時
間
、
そ
れ
は
「
記
憶
の
て
ざ
わ
り
」

と
な
っ
て
私
の
人
生
に
、
き
っ
と
か
け
が
え
の
な

い
も
の
と
し
て
彩
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
だ
ろ

う
。
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