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田田
辺辺
元元
とと
中中
井井
正正
一一  

  
――

「「
ノノ
イイ
エエ
・・
ザザ
ッッ
ハハ
リリ
ッッ
ヒヒ
カカ
イイ
トト
のの
美美
学学
」」
をを
中中
心心
にに――
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下
村
寅
太
郎
の
没
後
に
そ
の
遺
稿
を
整
理
し
た
竹
田
篤
司
は
、
一
九
三
三
年

一
月
の
日
記
の
中
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。 

 

二
九
日 

夜
西
田
先
生
の
会
。
田
辺
先
生
、
高
坂
、
西
谷
、
久
保
、

高
山
の
諸
君
。
先
生
先
づ
、
個
体
と
個
体
と
が
相
限
定
す
る
こ
と
と
普

遍
と
個
体
と
が
相
限
定
す
る
こ
と
と
の
結
び
付
き
を
新
ら
し
く
考
へ
ら

れ
た
り
と
し
て
話
さ
る
。
田
辺
先
生
の
鋭
き
質
問
あ
り
。
田
辺
先
生
に

於
て
は
、
社
会
が
必
し
もIch u Du

と
云
ふ
形
に
於
て
ゞ
な
く
て
も
存

し
得
る
こ
と
、
去
日
の
我
も
、
汝
の
性
格
を
持
つ
と
云
ふ
こ
と
は
本
来

の
意
味
に
於
け
る
汝
で
な
く
、
従
て
本
来
の
意
味
に
於
け
る
社
会
で
な

い
。も
し
今
日
の
ロ
シ
ヤ
の
社
会
がim

personal

な
社
会
で
あ
る
と
す

れ
ば
此
処
に
一
の
反
証
が
存
す
る
。
新
ら
し
き
芸
術
形
式
と
し
て
の
機

械
美
や
共
同
制
作
の
如
き
も
の
に
於
て
も
こ
の
傾
向
が
存
し
得
る
。
尤

も
、
こ
れ
ら
の
価
値
判
断
を
離
れ
て
唯
だ
自
説
のVerteidigen

に
す

る
の
み
。Ich u. Du

と
云
ふ
論
構
はBourgeois

社
会
よ
り
生
れ
た
る

も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ―

云
々
。 

［「
下
村
寅
太
郎 

日
記
」（
竹
田
篤
司
『
物
語
「
京
都
学
派
」』、 

中
央
公
論
新
社
、
二
○
○
一
年
所
収
）、
八
七
～
八
八
頁
］ 

 
 

竹
田
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
西
田
幾
多
郎
に
は
こ
の
頃
論
文
を
脱
稿
す
る
と
門

下
を
集
め
議
論
す
る
習
慣
が
あ
り
、
時
期
及
び
内
容
の
面
か
ら
見
て
そ
の
論
文

は
『
哲
学
の
根
本
問
題
』
所
収
の
「
私
と
世
界
」
で
あ
る
と
い
う
。
引
用
か
ら

は
省
略
し
た
が
、
こ
の
後
日
記
の
後
半
で
下
村
は
、
西
田
の
説
に
対
し
て
田
辺

元
が
手
厳
し
い
批
判
を
投
げ
か
け
る
様
子
に
つ
い
て
、「
思
想
史
上
の
二
大
高
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峰
の
高
く
聳
え
立
つ
偉
観
に
天
来
のSym

phonie

を
聴
く
感
じ
を
懐
い
」
た

と
感
想
を
述
べ
て
い
る
。
往
年
の
京
都
学
派
の
姿
を
髣
髴
と
さ
せ
る
一
節
で
あ

る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
が
冒
頭
か
ら
こ
の
文
章
を
引
用
し
た
の
は
、
京
都
学

派
の
隆
盛
に
思
い
を
馳
せ
た
い
か
ら
で
は
な
い
。
注
目
し
た
い
の
は
「
新
し
き

芸
術
形
式
と
し
て
の
機
械
美
や
共
同
制
作
の
如
き
も
の
に
於
て
も
こ
の
傾
向

が
存
し
得
る
。」
と
い
う
田
辺
の
発
言
で
あ
る
。
名
前
こ
そ
挙
げ
ら
れ
て
い
な

い
も
の
の
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
中
井
正
一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

中
井
は
京
都
大
学
美
学
講
座
で
深
田
康
算
に
師
事
し
た
人
物
で
あ
り
、
田
辺
と

も
直
接
面
識
が
あ
っ
た
(1)
。
一
九
三
〇
年
に
は
『
思
想
』
に
既
に
「
機
械
美
の

構
造
」
を
発
表
し
て
お
り
、
ま
た
特
に
映
画
に
注
目
し
つ
つ
「
共
同
制
作
」
に

つ
い
て
も
積
極
的
に
論
じ
て
い
た
。 

 

も
と
よ
り
、
こ
の
短
い
記
述
か
ら
田
辺
が
中
井
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
評
価

を
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い

が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
肯
定
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

他
方
で
、
中
井
は
こ
の
夜
に
先
立
つ
こ
と
一
年
、
一
九
三
二
年
四
月
号
の
『
哲

学
研
究
』
に
書
い
た
田
辺
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』
の
書
評
に
お
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

著
者
が
示
さ
る
る
弁
証
法
的
人
間
学
に
お
い
て
、
問
題
の
提
出
と
発
展

の
契
機
と
な
り
し
身
体
性
の
問
題
は
、
今
後
そ
れ
を
嗣
ぐ
も
の
に
よ
っ

て
道
具
の
付
託
性
の
問
題
、
社
会
的
物
理
的
集
団
的
性
格
、
す
な
わ
ち
、

機
械
の
問
題
の
転
換
に
対
し
て
深
い
支
持
と
展
望
を
投
げ
与
え
て
い
る
。

さ
ら
に
判
断
論
に
お
い
て
も
、
具
体
的
判
断
と
し
て
の
繋
辞
の
判
断
論

に
路
が
開
か
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
投
票
論
あ
る
い
は
物
価
論
は
、
こ
の

領
域
よ
り
出
発
す
る
遠
き
展
望
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
わ
ゆ
る

存
在
と
意
識
を
越
え
て
、
内
的
な
る
も
の
の
外
化
と
し
て
の
表
現
の
性

格
を
有
せ
る
ザ
ッ
ヘ
を
根
底
と
す
る
と
こ
ろ
の
即
物
弁
証
法
の
立
場
は
、

今
後
の
知
識
階
級
が
依
る
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
し
研
究
領
域
と
し
て
、

か
ぎ
り
な
き
放
射
路
を
も
っ
て
い
る
。 

［「
田
辺
元
著
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』」、
中
井
一
・
三
八
〇
］ 

 

中
井
は
田
辺
が
論
じ
た
「
身
体
性
」
の
問
題
が
「
機
械
の
問
題
の
転
換
に
対

し
て
深
い
支
持
と
展
望
を
投
げ
与
え
」る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。ま
た
、

一
つ
一
つ
検
討
す
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
そ
の
他
の
話
題
に
上
っ
て
い
る
事
柄

も
後
に
中
井
が
「
委
員
会
の
論
理
」
な
ど
に
お
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
中
井
は
自
ら
の
思
索
の
基
礎
と
な
る
も
の
と
し
て
田

辺
の
思
想
を
位
置
づ
け
、
極
め
て
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
田
辺
が
西
田
と
の
議
論
の
中
で
中
井
に
言
及
し
た
の
も
、
あ
る
い
は
こ

の
よ
う
な
中
井
の
書
評
を
念
頭
に
お
い
て
の
こ
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。 
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こ
う
し
た
文
章
を
踏
ま
え
る
と
、
田
辺
と
中
井
と
の
関
係
が
よ
り
具
体
的
に

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
興
味
が
湧
い
て
く
る
。
し
か
し
、

そ
の
点
は
今
日
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
充
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
両
者
に
関
係
が
あ
る
こ
と
自
体
が
無
視
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い

が
、
両
者
の
著
作
の
内
容
に
立
ち
入
っ
て
検
討
し
た
も
の
は
存
在
し
な
い
と
思

わ
れ
る
(2)
。 

本
稿
の
目
的
は
、
そ
の
よ
う
な
事
情
を
踏
ま
え
て
中
井
が
こ
の
書
評
の
直
後

に
書
い
た
「
ノ
イ
エ
・
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
の
美
学
」
を
出
発
点
と
し
て
両
者
の
言

説
を
見
比
べ
、
そ
の
関
係
を
整
理
す
る
こ
と
に
あ
る
。
二
人
の
人
物
を
比
べ
る

以
上
、
本
来
で
あ
れ
ば
両
者
の
思
想
の
全
体
を
俎
上
に
載
せ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、

限
ら
れ
た
著
作
か
ら
考
察
を
始
め
る
の
は
、
偏
に
筆
者
の
能
力
と
紙
幅
と
の
限

界
の
為
で
あ
る
。
と
は
い
え
、「
ノ
イ
エ
・
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
カ
イ
ト
の
美
学
」

は
単
に
書
か
れ
た
時
期
が
先
の
書
評
に
近
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
内
容
に

お
い
て
田
辺
の
発
言
を
意
識
し
た
記
述
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
点
か
ら
も
、
本

稿
の
問
題
意
識
の
上
か
ら
優
先
的
に
考
察
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本

稿
の
考
察
は
結
局
の
と
こ
ろ
部
分
的
な
も
の
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
に
し

て
も
、
一
定
の
意
義
を
有
す
る
も
の
に
な
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

さ
て
、
両
者
に
双
方
を
肯
定
的
に
捉
え
る
発
言
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

比
較
的
容
易
に
そ
の
間
の
思
想
的
繋
が
り
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で

は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
両
者
の
著
作
を
読
み
比

べ
る
な
ら
ば
、
事
情
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。「
ノ
イ
エ
・
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
カ

イ
ト
の
美
学
」
に
お
い
て
も
既
に
両
者
の
間
に
埋
め
が
た
い
相
違
が
生
じ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
か
ら
論
を
起
こ
し
て
い
き
た

い
。 
 

一 

「
ノ
イ
エ
・
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
カ
イ
ト
の
美
学
」 

  

序
に
お
い
て
紹
介
し
た
中
井
の
書
評
が
一
九
三
二
年
四
月
の
『
哲
学
研
究
』

に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、「
ノ
イ
エ
・
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
カ

イ
ト
の
美
学
」
は
同
年
五
月
の
『
美
・
批
評
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、

こ
の
二
つ
は
ほ
と
ん
ど
同
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
論
文
で
主
題
と
な
っ
て
い
る「
ノ
イ
エ
・
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
カ
イ
ト
」は
、

二
〇
年
代
か
ら
三
○
年
代
に
か
け
て
起
こ
っ
た
芸
術
運
動
の
こ
と
で
あ
る
。
た

だ
し
、
中
井
の
論
文
は
そ
の
具
体
的
な
運
動
の
動
向
や
作
品
な
ど
に
つ
い
て
紹

介
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
哲
学
的
基
礎
づ
け
を
求
め
て

極
め
て
抽
象
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。 

 
と
は
い
え
、
い
ず
れ
に
せ
よ
実
際
の
芸
術
運
動
を
巡
る
美
学
的
考
察
が
ど
の

よ
う
に
し
て
田
辺
の
思
索
と
接
点
を
持
つ
の
か
と
い
う
疑
問
が
当
然
生
じ
る

だ
ろ
う
。
両
者
を
結
び
付
け
る
の
は
「
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
カ
イ
ト
」
と
い
う
言
葉

で
あ
る
。
先
の
書
評
に
お
い
て
中
井
は
、
田
辺
の
「
即
物
弁
証
法
の
立
場
」
を
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高
く
評
価
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
即
物
」
は
ド
イ
ツ
語
でSachlichkeit

と
表
現
さ
れ
る
。
田
辺
は
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』
の
中
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。 

 

弁
証
法
は
、
現
実
が
自
然
と
精
神
と
の
矛
盾
的
統
一
で
あ
り
、
存
在
と

思
惟
と
は
独
立
的
に
相
対
立
し
て
一
が
他
を
規
定
し
、
他
が
一
方
を
反

映
す
る
如
き
も
の
で
な
く
、
両
者
は
不
可
分
離
な
る
現
実
の
両
契
機
と

し
て
互
い
に
媒
介
し
合
ふ
こ
と
に
由
り
て
、
現
実
発
展
の
自
覚
原
理
と

な
る
の
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
之
を
即
物
弁
証

法
と
呼
ん
だ
。
即
物
と
はSachlichkeit
の
訳
語
で
あ
る
。
即
物
弁
証

法
はSachlichkeitsdialektik

或
はSachdialektik
と
い
つ
て
も
よ

い
で
あ
ら
う
。
即
物
の
物
は
物
質
の
物
で
な
く
事
物
の
物
を
意
味
す
る
。

本
来
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
事
物Sach

は
物Ding

が
単
に
多
様
の
属
性
の

直
接
統
一
な
る
と
異
り
、
内
的
な
る
も
の
の
外
化
と
し
て
所
謂
表
現
の

性
格
を
有
す
る
の
で
あ
る(H

egel, Encyclipädie 

§147)

。
故
に
事

物
自
身
の
弁
証
法
的
運
動
と
い
ふ
も
素
朴
的
に
物
の
運
動
が
語
ら
れ
る

の
と
は
異
り
、
そ
の
外
的
偶
然
的
契
機
と
内
的
理
性
的
契
機
と
の
統
一

の
内
面
的
発
展
を
意
味
す
る
。
即
ち
同
時
に
そ
れ
は
概
念
の
運
動
で
あ

る
と
い
は
れ
る
。 

［『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』
田
辺
三
・
一
五
四
～
一
五
五
］ 

  

田
辺
は
、
こ
の
直
前
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
と
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法

と
を
共
に
一
面
的
な
も
の
と
し
て
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
弁
証
法
の
あ
る
べ
き

姿
と
し
て
、
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
「
即
物
弁
証
法

Sachlichkeitsdialektik

」
を
提
示
す
る
。 

中
井
は
「
ノ
イ
エ
・
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
カ
イ
ト
」
と
こ
の
田
辺
の
「
ザ
ッ
ハ
リ

ッ
ヒ
カ
イ
ト
」
へ
の
言
及
を
結
び
付
け
る
。「
ノ
イ
エ
・
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
カ
イ

ト
の
美
学
」
に
お
い
て
、
中
井
が
田
辺
を
意
識
し
て
つ
つ
書
い
た
も
の
と
判
断

さ
れ
る
箇
所
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 
cogito ergo sum

 

が
、ens creatum

 

と
し
て
の res cogitans

「
造
ら
れ
た
る
も
の
」
と
し
て
の
「
思
惟
す
る
も
の
」
と
い
ふ
考
え
よ

り
は
な
れ
た
る
時
、 Ding 

と Tatsache 

は
特
殊
な
構
造
を
も
つ
べ

き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
前
節
に
の
べ
し
ご
と
く
、
主
観
と
客
観
が
内

在
的
解
体
を
な
す
時
、 Ding 

と Tat 

は
一
つ
の
発
展
と
し
て 

Sache 

の
中
に
解
消
さ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て 

Ding 

は
単
な
る
超
越
的
知
覚
対
象
で
は
な
く
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が

指
摘
す
る
ご
と
く Besorge

（
配
慮
）
に
お
い
て
出
あ
う
と
こ
ろ
の
プ

ラ
グ
マ
ァ
タ
で
あ
り
、
プ
ラ
ク
セ
イ
ズ
に
お
い
て
交
渉
さ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
も
デ
ィ
ン
グ
は
多
様
の
属
性
の
直
接
的
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高 く 評 価 し て い た 。 そ し て 、 こ の 「 即 物 」 は ド イ ツ 語 で Sachlichkeit

と 表 現 さ れ る 。 田 辺 は 『 ヘ ー ゲ ル 哲 学 と 弁 証 法 』 の 中 で 次 の よ う に

述 べ て い る 。 
 

弁 証 法 は 、 現 実 が 自 然 と 精 神 と の 矛 盾 的 統 一 で あ り 、 存 在 と

思 惟 と は 独 立 的 に 相 対 立 し て 一 が 他 を 規 定 し 、 他 が 一 方 を 反

映 す る 如 き も の で な く 、 両 者 は 不 可 分 離 な る 現 実 の 両 契 機 と

し て 互 い に 媒 介 し 合 ふ こ と に 由 り て 、 現 実 発 展 の 自 覚 原 理 と

な る の で あ る と 解 せ ら れ な け れ ば な ら ぬ 。 私 は 之 を 即 物 弁 証

法 と 呼 ん だ 。 即 物 と は Sachlichkeit の 訳 語 で あ る 。 即 物 弁 証

法 はSachlichkeitsdialektik 或 はSachdialektik と い つ て も よ

い で あ ら う 。 即 物 の 物 は 物 質 の 物 で な く 事 物 の 物 を 意 味 す る 。

本 来 ヘ ー ゲ ル に 於 て 事 物 Sach は 物 Ding が 単 に 多 様 の 属 性 の

直 接 統 一 な る と 異 り 、 内 的 な る も の の 外 化 と し て 所 謂 表 現 の

性 格 を 有 す る の で あ る(Hegel, Encyclipädie §147) 。 故 に 事

物 自 身 の 弁 証 法 的 運 動 と い ふ も 素 朴 的 に 物 の 運 動 が 語 ら れ る

の と は 異 り 、 そ の 外 的 偶 然 的 契 機 と 内 的 理 性 的 契 機 と の 統 一

の 内 面 的 発 展 を 意 味 す る 。 即 ち 同 時 に そ れ は 概 念 の 運 動 で あ

る と い は れ る 。 

［ 『 ヘ ー ゲ ル 哲 学 と 弁 証 法 』 田 辺 三 ・ 一 五 四 ～ 一 五 五 ］ 

 
 田 辺 は 、 こ の 直 前 に お い て ヘ ー ゲ ル の 弁 証 法 と マ ル ク ス の 弁 証 法

と を 共 に 一 面 的 な も の と し て 批 判 す る 。 そ し て 、 弁 証 法 の あ る べ き

姿 と し て 、 ま た ヘ ー ゲ ル 哲 学 の あ る べ き 姿 と し て 「 即 物 弁 証 法

Sachlichkeitsdialektik 」 を 提 示 す る 。 

中 井 は 「 ノ イ エ ・ ザ ッ ハ リ ッ ヒ カ イ ト 」 と こ の 田 辺 の 「 ザ ッ ハ リ

ッ ヒ カ イ ト 」 へ の 言 及 を 結 び 付 け る 。 「 ノ イ エ ・ ザ ッ ハ リ ッ ヒ カ イ

ト の 美 学 」 に お い て 、 中 井 が 田 辺 を 意 識 し て つ つ 書 い た も の と 判 断

さ れ る 箇 所 と し て 次 の よ う な も の が 挙 げ ら れ る 。 
 

cogito ergo sum が 、ens creatum と し て の res cogitans

「 造 ら れ た る も の 」 と し て の 「 思 惟 す る も の 」 と い ふ 考 え よ

り は な れ た る 時 、 Ding と Tatsache は 特 殊 な 構 造 を も つ べ

き で あ っ た の で あ る 。 前 節 に の べ し ご と く 、 主 観 と 客 観 が 内

在 的 解 体 を な す 時 、  Ding と  Tat は 一 つ の 発 展 と し て 
Sache の 中 に 解 消 さ る べ き で あ っ た の で あ る 。 こ こ に お い て 
Ding は 単 な る 超 越 的 知 覚 対 象 で は な く し て ハ イ デ ッ ガ ー が

指 摘 す る ご と く Besorge （ 配 慮 ） に お い て 出 あ う と こ ろ の プ

ラ グ マ ァ タ で あ り 、 プ ラ ク セ イ ズ に お い て 交 渉 さ る べ き も の

で あ る 。 ヘ ー ゲ ル に お い て も デ ィ ン グ は 多 様 の 属 性 の 直 接 的
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統
一
で
あ
る
に
対
し
て
ザ
ッ
ヘ
は
内
な
る
も
の
が
外
に
あ
ら
わ
る
る
表

現
の
性
格
を
も
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
意
味
で
も
あ
る
。 

 
Sach 

の
味
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
そ
の
い
ぶ
き
は
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
よ

り
バ
ロ
ッ
ク
、
バ
ロ
ッ
ク
よ
り
さ
ら
に
止
揚
さ
れ
た
る
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
、

す
な
わ
ち
現
代
の
も
た
ら
す
思
惟
様
式
に
お
い
て
の
み
感
ぜ
ら
る
る
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が N

eue Sachlichkeit 

と
よ
ぶ
と
こ

ろ
の
も
の
は
、
か
か
る
観
点
に
お
け
る
ザ
ッ
ヘ
に
お
い
て
で
あ
る
。「
物
」

と
「
行
為
」
の
止
揚
さ
れ
た
る
、
行
為
す
る
物
、
物
の
行
為
の
意
味
に

お
い
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
付
託
総
体

(Verweisungsganzheit)

の
概
念
の
中
に
あ
ら
わ
る
る
道
具(Zeug)

の
考
え
か
た
は
ま
さ
に
か
か
る
ザ
ッ
ヘ
の
意
味
に
向
か
っ
て
そ
の
途
を

展 ひ
ら

い
て
い
る
。 

［「
ノ
イ
エ
・
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
カ
イ
ト
の
美
学
」
中
井
二
・
二
四
～
二
五
］ 

  

こ
こ
で
の
中
井
の
記
述
は
、
田
辺
の
文
章
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
訳
で
は

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
ザ
ッ
ヘ
は
内
な
る
も
の
が
外
に
あ
ら
わ
る
る
表
現

の
性
格
を
も
っ
て
く
る
」
と
い
う
表
現
は
、
先
立
つ
書
評
に
お
け
る
「
い
わ
ゆ

る
存
在
と
意
識
を
越
え
て
、
内
的
な
る
も
の
の
外
化
と
し
て
の
表
現
の
性
格
を

有
せ
る
ザ
ッ
ヘ
を
根
底
と
す
る
と
こ
ろ
の
即
物
弁
証
法
の
立
場
」
と
一
致
し
て

お
り
、
ま
た
「
デ
ィ
ン
グ
」
と
「
ザ
ッ
ヘ
」
と
の
区
別
に
関
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に

言
及
す
る
論
じ
方
も
田
辺
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
中
井
が
田
辺
を
強
く
意
識

し
つ
つ
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
だ
ろ
う
。 

 

で
は
、
こ
こ
で
の
中
井
の
主
張
は
田
辺
の
思
想
を
そ
の
ま
ま
引
き
受
け
る
も

の
と
言
い
う
る
だ
ろ
う
か
。
両
者
の
文
章
を
見
比
べ
る
な
ら
ば
、
論
脈
に
お
い

て
も
個
々
の
字
句
に
お
い
て
も
多
く
の
相
違
が
あ
り
、
必
ず
し
も
全
面
的
に
一

致
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
異

な
る
点
を
一
つ
一
つ
検
討
し
て
行
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
最
大
の

相
違
と
し
て
中
井
が
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
極
め
て
肯
定
的
に
言
及
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
中
井
は
「
ザ
ッ
ヘ
」
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け

る
「
道
具
」
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
田

辺
は
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』
の
先
の
引
用
に
続
く
箇
所
で
ハ
イ
デ
ガ
ー

に
言
及
し
て
は
い
な
い
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
同
時
期
の
田
辺
の
思
索
に
お
い
て

は
む
し
ろ
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
。 

 

二 

田
辺
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
と
「
身
体
」 

  
田
辺
が
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』
を
書
い
た
時
期
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ

ー
批
判
を
展
開
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
井
が
両
者
を
結
び
付
け
る
よ

う
な
記
述
を
し
て
い
る
点
に
、
田
辺
と
中
井
と
の
最
大
の
相
違
を
見
出
し
た
。

従
っ
て
、
続
い
て
田
辺
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
く
必
要
が



『求真』 第 25 号 2020 78 

あ
る
だ
ろ
う
(3)
。 

 

『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』
の
序
文
に
は
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。 

 

私
に
と
り
、
積
極
的
に
新
し
き
オ
ル
ガ
ノ
ン
と
な
つ
た
の
は
、
昨
年
以

来
私
の
個
人
的
な
る
関
心
の
対
象
と
な
つ
た
心
身
関
係
の
問
題
か
ら
発

展
し
た
身
体
性
の
弁
証
法
で
あ
る
。〔
中
略
〕
斯
く
て
心
身
関
係
の
古
き

問
題
は
私
に
と
り
新
し
き
関
心
事
と
な
り
、
交
互
作
用
論
と
並
行
論
と

の
対
立
を
超
え
て
弁
証
法
に
始
め
て
其
解
決
の
途
を
発
見
す
る
に
至
つ

た
の
で
あ
る
。
私
に
と
つ
て
は
身
体
性
の
フ
ェ
ノ
メ
ン
が
弁
証
法
の
基

本
的
所
在
で
あ
り
、
こ
れ
に
於
て
始
め
て
観
念
と
物
質
と
の
各
を
超
え
、

而
も
両
者
の
対
立
的
統
一
を
自
覚
す
る
真
に
具
体
的
な
る
絶
対
否
定
態

が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
斯
か
る
立
場
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在

論
を
批
評
し
、
こ
れ
に
対
し
て
新
に
弁
証
法
的
人
間
学
な
る
も
の
を
提

唱
し
た
（
朝
永
博
士
記
念
論
文
集
所
載
『
綜
合
と
超
越
』
人
間
学
特
輯

号
所
載
『
人
間
学
の
立
場
』
参
照
）。 

［『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』、
田
辺
三
・
八
一
］ 

  

こ
こ
で
田
辺
は
、「
身
体
性
の
弁
証
法
」
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
始
め

て
観
念
と
物
質
と
の
各
を
超
え
」
る
こ
と
が
出
来
た
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
そ

れ
は「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論
」を
乗
り
越
え
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。 

 

そ
し
て
、
田
辺
に
お
け
る
「
身
体
性
」
の
強
調
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
道
具
」

に
対
す
る
考
え
を
批
判
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
西
田
と
田
辺
と
の
対
決
の
開
始

を
告
げ
る
も
の
と
し
て
有
名
な
「
西
田
先
生
の
教
え
を
仰
ぐ
」
に
は
次
の
よ
う

な
文
章
が
あ
る
。 

 

私
も
亦
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学
的
存
在
論
が
重
要
な
る
制
限
否
不
当

な
る
抽
象
を
免
れ
て
居
な
い
こ
と
を
認
め
る
に
躊
躇
す
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
の
根
底
に
置
か
れ
た
存
在
が
、
道
具
と
し
て
の
物
に
交
渉
し
、

死
の
覚
悟
に
於
て
自
主
性
を
獲
得
す
る
個
人
的
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、

こ
の
存
在
論
を
し
て
そ
の
志
向
に
反
し
、
真
に
歴
史
的
な
る
社
会
的
存

在
を
解
釈
す
る
途
を
失
は
し
む
る
も
の
、
道
具
と
し
て
の
交
渉
に
於
て

で
な
く
、
同
じ
生
命
の
融
通
す
る
統
一
と
し
て
の
宗
教
的
に
体
験
せ
ら

る
べ
き
世
界
と
の
交
渉
を
欠
く
為
め
に
、
個
人
の
有
限
存
在
が
原
子
論

的
に
宙
に
浮
ぶ
こ
と
は
、
こ
の
創
意
豊
な
る
存
在
論
の
根
本
的
な
る
欠

点
で
あ
る
と
思
ふ
も
の
で
あ
る
。 

［「
西
田
先
生
の
教
を
仰
ぐ
」
田
辺
四
・
三
二
二
］ 

  

こ
れ
は
西
田
の
フ
ッ
サ
ー
ル
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
解
釈
に
対
し
て
異
を
唱
え
る
文

脈
の
中
の
発
言
で
は
あ
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
の
批
判
と
し
て
「
道
具
と
し
て

の
交
渉
」
の
み
で
は
「
個
人
の
有
限
存
在
が
原
子
論
的
に
宙
に
浮
か
ぶ
」
こ
と
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に
な
っ
て
し
ま
う
と
言
う
。 

 

さ
ら
に
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』
の
序
文
に
お
い
て
参
照
指
示
が
為
さ

れ
て
い
る
論
文
「
人
間
学
の
立
場
」
で
は
、
よ
り
具
体
的
に
次
の
よ
う
な
批
判

が
述
べ
ら
れ
る
。 

 

然
る
に
そ
れ
に
も
拘
は
ら
ず
氏
〔
ハ
イ
デ
ガ
ー
〕
は
少
し
も
身
体
性
の

問
題
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
其
解
釈
学
的
方
法
も
「
生
の
哲
学
」
が
身

体
的
表
現
か
ら
そ
の
了
解
を
始
め
、
常
に
具
体
的
な
る
生
の
外
化
に
結

附
く
と
異
な
り
、
生
か
ら
遊
離
せ
ら
れ
た
単
語
の
解
釈
を
主
要
な
手
懸

り
と
す
る
の
は
、
全
く
身
体
性
を
閑
却
す
る
も
の
と
い
は
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
其
結
果
前
述
の
如
く
個
体
と
し
て
の
我
の
超
越
的
全
体
に
於
け

る
限
定
が
了
解
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
る
。
氏
の
自
覚
存
在
論
に
於

て
は
、
物
は
凡
て
具
体
的
本
来
的
に
は
器
具
と
し
て
解
釈
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
身
体
は
一
方
に
器
具
の
典
型
的
な
る
も
の
で
あ
り
、
凡
て

の
器
具
は
身
体
の
延
長
と
し
て
解
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、

他
方
に
於
て
は
身
体
は
如
何
に
す
る
も
器
具
と
し
て
我
に
所
属
す
る
と

解
す
る
能
は
ざ
る
他
面
を
も
つ
。
即
ち
、
我
を
超
え
て
存
在
す
る
超
越

的
全
体
の
限
定
の
媒
介
た
る
意
味
が
こ
れ
で
あ
る
。
個
我
と
し
て
の
我

が
全
体
に
対
立
し
て
而
も
其
内
に
独
立
自
存
す
る
の
は
身
体
の
限
定
に

依
る
。 

［「
人
間
学
の
立
場
」
田
辺
四
・
三
七
一
］ 

  

田
辺
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
は
「
身
体
」
を
閑
却
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
結
果
全
て
の
物
を
「
器
具Zeug

」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
。
と
い
う
の
も
、「
身
体
」
は
一
方
で
「
器
具
」
の
典
型
で
あ
り
な
が
ら
、

他
方
で
ど
う
し
て
も
「
器
具
」
と
は
解
せ
な
い
面
を
も
持
つ
た
め
で
あ
る
。「
超

越
的
全
体
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
合
わ
せ
て
次
の
よ
う
な
発
言
も
押
さ

え
て
お
き
た
い
。 

 

家
族
、
部
族
、
民
族
を
経
て
人
類
社
会
に
至
る
ま
で
、
利
益
社
会
な
ら
ぬ

共
同
社
会
は
如
何
に
す
る
も
我
に
対
す
る
実
用
性
所
属
性
に
解
消
す
る
能

は
ざ
る
、
我
の
存
在
の
母
胎
た
り
地
盤
た
る
超
越
的
存
在
者
で
あ
る
。 

［「
人
間
学
の
立
場
」、
田
辺
四
・
三
六
三
～
三
六
四
］ 

  

こ
こ
で
は
、
家
族
か
ら
人
類
社
会
に
至
る
ま
で
の
「
共
同
社
会
」
が
、「
我

の
存
在
の
母
胎
た
り
地
盤
た
る
超
越
的
存
在
者
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、「
人
間
学
の
立
場
」
に
お
け
る
如
上
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
は
「
西
田

先
生
の
教
を
仰
ぐ
」
と
同
一
線
上
に
あ
る
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
全
て
を

「
道
具
」
と
し
て
見
る
立
場
か
ら
は
「
個
人
」
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
に
対
し

て
、「
身
体
」
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
「
個
人
」
と
「
社
会
」
と
の
関
係
を
明
ら
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か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
よ
う
な
対
立
を
田
辺
は
描
く
。 

 

田
辺
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
に
お
け
る
「
道
具
」
と
「
身
体
」
に
つ
い
て
簡
潔

に
確
認
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
田
辺
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
の
ご
く
一
部
を

垣
間
見
た
に
過
ぎ
な
い
し
、「
人
間
学
の
立
場
」
の
内
容
に
つ
い
て
も
説
明
を

尽
く
し
た
と
は
言
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
田
辺
と
中
井
と
の

相
違
を
考
え
よ
う
と
す
る
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
以
上
の
概
観
は
す
で
に
重
要
な

示
唆
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
中
井
が
書
評
に
お
い

て
「
身
体
性
の
問
題
」
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
繋
が
り
を
示
唆
す
る
「
道
具
の
付

託
性
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
つ
つ
(4)
、「
機
械
の
問
題
」
へ
と
発
展
す
る
も
の

で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
疑
問
が
生
じ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。

中
井
は
田
辺
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
道
具
」
に
つ
い
て
の
考
え
を
批
判
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
を
結
び
付
け
る
よ
う
な
解
釈
を
「
ノ
イ
エ
・
ザ
ッ
ハ

リ
ッ
ヒ
カ
イ
ト
」
に
お
い
て
示
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
中
井
自
身
の
「
道

具
」
に
つ
い
て
の
理
解
が
存
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に

推
測
す
る
な
ら
ば
、
本
稿
は
続
い
て
中
井
の
思
想
へ
と
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

三 

中
井
に
お
け
る
「
身
体
」
と
「
機
械
」 

 

 

序
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、中
井
は
既
に
一
九
三
〇
年
に「
機
械
美
の
構
造
」

と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
い
た
。
当
時
ま
だ
三
十
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
若
手

の
研
究
者
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
田
辺
が
一
九
三
二
年
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と

弁
証
法
』
を
刊
行
す
る
ま
で
の
数
年
間
、
あ
る
い
は
先
行
し
あ
る
い
は
並
行
し

つ
つ
、
自
ら
の
「
道
具
」
や
「
機
械
」
を
巡
る
思
索
を
進
め
て
い
た
(5)
。 

 

中
井
は
一
九
三
二
年
に
「
ノ
イ
エ
・
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
カ
イ
ト
の
美
学
」
を
書

く
ま
で
に
、「
機
械
美
の
構
造
」
を
は
じ
め
と
し
て
い
く
つ
か
の
論
文
で
、「
道

具
」
や
「
機
械
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
そ
れ
ら

を
一
つ
一
つ
比
較
し
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。「
ノ
イ
エ
・
ザ
ッ

ハ
リ
ッ
ヒ
の
美
学
」
の
内
容
を
理
解
す
る
上
で
必
要
と
な
る
点
に
絞
っ
て
簡
単

に
見
て
行
き
た
い
。 

 

先
に
田
辺
と
の
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
引
用
し
た
の
は
、「
ノ
イ
エ
・
ザ

ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
カ
イ
ト
の
美
学
」
の
「
４
」
の
内
の
一
部
で
あ
る
。
そ
れ
に
先
立

つ
「
２
」
や
「
３
」
で
中
井
は
、
専
ら
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
特
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
重
視
は
中
井
の
思
想
の
特

徴
と
も
言
い
う
る
と
思
わ
れ
る
。 

 
「
機
械
美
の
構
造
」
を
発
表
し
て
か
ら
さ
ほ
ど
時
間
が
経
た
な
い
内
に
、
中

井
は
一
九
三
〇
年
一
一
月
の
『
哲
学
研
究
』
に
「
機
能
概
念
の
美
学
へ
の
寄
与
」

と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
い
る
(6)
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
自
身
の
思
想
の

中
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
「
実
体
概
念Substanzbegriff

」
と
「
機
能
概
念
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」
(7)
と
の
区
別
を
大
胆
に
導
入
し
つ
つ
、
従
来
か
ら
論
じ

て
い
た
「
機
械
美
」
の
問
題
を
発
展
さ
せ
る
。「
私
は
こ
こ
に
、
い
ま
だ
カ
ッ

シ
ラ
ー
で
は
問
題
に
さ
れ
ざ
る
技
術
の
問
題
が
、
彼
の
意
味
す
る
機
能
概
念
の

深
い
発
展
で
あ
る
と
考
え
た
い
と
思
う
。［「
機
能
概
念
の
美
学
へ
の
寄
与
」、

中
井
一
・
一
七
六
］」
と
い
う
発
言
が
そ
の
事
情
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。 

 

そ
こ
に
至
る
ま
で
の
行
論
を
事
細
か
に
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
、
中
井

が
こ
の
発
言
の
直
前
に
挙
げ
て
い
る
比
喩
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。 

 
 

例
え
ば
こ
こ
に
、
軍
艦
の
概
念
を
検
討
す
る
と
す
る
。
記
憶
心
象
に

よ
る
軍
艦
は
時
々
刻
々
に
変
化
し
て
い
る
。
明
治
時
代
に
軍
艦
と
呼
ん

だ
も
の
を
頭
に
浮
か
べ
る
も
の
に
と
っ
て
、
現
今
の
軍
艦
は
一
つ
の
怪

物
に
し
か
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
記
憶
を
地
盤
と
す

る
表
象
を
も
っ
て
論
ず
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
何
の
一
般
を
も

導
く
こ
と
は
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
技
術
科
学
に
お
け
る
論
理
に

お
い
て
、
心
理
主
義
的
表
象
が
い
か
に
力
弱
き
か
を
露
わ
に
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
技
術
家
は
軍
艦
の
概
念
を
い
か
に
取
り
扱
う
か
。
い
わ
ば
彼

ら
に
と
っ
て
軍
艦
と
は
、
水
上
に
お
け
る
攻
撃
、
防
御
、
運
搬
、
居
住

な
ど
の
要
素
の
複
合
的
構
成
で
あ
る
。 

［「
機
能
概
念
の
美
学
へ
の
寄
与
」、
中
井
一
・
一
七
四
～
一
七
五
）］ 

 

 

こ
こ
で
は
軍
艦
を
例
と
し
て
「
実
体
概
念
」
と
「
機
能
概
念
」
と
の
対
比
が

描
か
れ
て
い
る
。「
実
体
概
念
」
は
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
も
の
の
「
記
憶
心
象
」

を
抽
象
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
立
場
か
ら
は
明
治
時
代
の
軍
艦

と
昭
和
の
軍
艦
の
よ
う
に
全
く
在
り
方
の
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
同
一

の
概
念
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
「
機
能
概
念
」
で

は
軍
艦
の
概
念
は
「
攻
撃
、
防
御
、
運
搬
、
居
住
」
と
い
っ
た
諸
機
能
の
複
合

で
あ
る
。
そ
の
為
、
従
来
と
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
で
も
同
じ
概
念
に
お
い
て

捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、
技
術
の
発
展
そ
し
て
機
械
の
誕
生
な
ど

を
取
り
扱
う
為
に
は
、「
機
能
概
念
」
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
が
中

井
の
主
張
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
思
想
は
人
間
に
も
適
用
さ
れ
る
。そ
し
て
、そ
こ
に
お
い
て
は「
身

体
」
と
「
道
具
」
と
の
関
係
や
「
個
人
」
と
「
集
団
」
と
の
関
係
が
述
べ
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
田
辺
と
中
井
と
の
相
違
を
考
え
る
上
で
、
次
の
よ
う
な
記
述

は
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

身
体
を
も
っ
て
、
一
つ
の
生
物
的
構
成
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
あ

ら
ゆ
る
機
能
の
複
合
体
で
あ
る
。
そ
の
機
能
を
補
足
し
、
倍
加
す
る
構

成
体
が
す
な
わ
ち
道
具
お
よ
び
機
械
の
概
念
で
あ
る
。
打
撃
の
機
能
を

も
つ
拳
が
、
石
を
用
い
、
鉄
槌
を
用
い
、
つ
い
に
巨
大
な
る
蒸
気
鉄
槌

と
な
る
に
い
た
る
過
程
は
す
な
わ
ち
こ
の
機
能
の
発
展
の
意
味
に
お
い
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て
身
体
の
拡
大
射
影
で
あ
り
、
巨
大
な
る
ロ
ボ
ッ
ト
の
出
現
で
あ
る
。

飛
行
機
と
人
の
跳
躍
、
艦
船
と
遊
泳
、
レ
ン
ズ
と
眼
球
、
ラ
ジ
オ
と
鼓

膜
な
ら
び
に
声
帯
等
々
の
構
成
は
、
自
然
構
成
よ
り
道
具
、
道
具
よ
り

機
械
へ
の
機
能
拡
大
へ
の
過
程
で
あ
る
。
そ
し
て
す
で
に
後
者
の
領
域

で
は
そ
の
表
現
お
よ
び
感
受
の
す
べ
て
が
、
個
人
意
識
の
領
域
を
超
え

て
、
集
団
構
成
の
社
会
性
の
上
に
成
立
す
る
。
そ
こ
に
身
体
構
成
は
、

分
か
ち
が
た
き
溶
融
を
も
っ
て
社
会
的
集
団
構
成
の
中
に
浸
潤
し
て
い

く
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
個
性
と
の
名
を
も
っ
て
基
準
と
せ
し
個
体
が
、

今
は
性
格
の
名
を
も
っ
て
基
準
と
す
る
集
団
性
が
巨
大
な
る
そ
の
外
貌

を
あ
ら
わ
す
に
い
た
る
。
表
現
に
も
観
照
に
も
、
芸
術
は
大
き
な
変
革

を
こ
こ
に
こ
う
む
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
レ
ン
ズ
の
見
い
だ
す
新
し
き
美
、

機
械
の
見
い
だ
す
新
し
き
美
、
い
わ
ゆ
る
現
今
の
技
術
美
と
は
、
こ
の

性
格
的
美
の
上
に
構
成
さ
る
る
と
い
え
よ
う
。 

［「
機
能
概
念
の
美
学
へ
の
寄
与
」、
中
井
一
・
一
九
四
～
一
九
五
頁
］ 

 

人
間
の
身
体
を
「
機
能
の
複
合
体
」
と
し
て
捉
え
、「
道
具
」
や
「
機
械
」

を
そ
の
機
能
を
拡
大
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
技
術
の
発
展
に
伴
っ
て

す
で
に
人
間
は
「
巨
大
な
る
ロ
ボ
ッ
ト
」
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
レ
ン
ズ

や
ラ
ジ
オ
と
い
っ
た
新
た
な
「
道
具
」
の
登
場
に
よ
っ
て
全
て
の
表
現
や
感
受

が
「
個
人
意
識
」
を
超
え
て
「
集
団
構
成
」
の
上
に
成
立
し
、「
身
体
」
は
「
社

会
的
集
団
構
成
」
の
中
に
溶
け
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
中
井
は
新

た
な
「
技
術
美
」
を
根
拠
づ
け
る
。 

こ
の
よ
う
な
中
井
の
主
張
は
、
一
見
す
る
と
「
身
体
」
と
「
道
具
」
と
の
連

続
性
を
指
摘
す
る
点
に
お
い
て
田
辺
と
一
致
す
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
実
際
に

そ
の
こ
と
が
書
評
に
お
け
る
中
井
の
田
辺
へ
の
極
め
て
高
い
評
価
に
も
繋
が

っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
に
見
て
来
た
よ
う
に
両
者
の
思
想
の
内

実
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
間
に
は
埋
め
が
た
い
差
異
が
存
し
て
い
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。 

田
辺
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
道
具
」
に
つ
い
て
の
考
え
を
批
判
し
、
そ
れ
だ
け

で
は
「
個
人
」
が
宙
に
浮
か
ぶ
こ
と
に
な
り
、「
身
体
」
を
視
野
に
入
れ
る
こ

と
で「
社
会
」を
問
題
と
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。そ
れ
に
対
し
て
、

中
井
は
「
身
体
」
が
「
道
具
」「
機
械
」
を
通
し
て
発
展
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
個
人
」
を
超
え
た
新
た
な
「
社
会
的
集
団
構
成
」
が
誕
生
す
る
と
述
べ
る
。 

 

中
井
は
田
辺
が
「
人
間
学
の
立
場
」
や
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』
を
著

す
以
前
か
ら
持
っ
て
い
た
こ
の
よ
う
な
思
想
に
基
づ
い
て
田
辺
を
理
解
し
、
書

評
や
「
ノ
イ
エ
・
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
カ
イ
ト
の
美
学
」
を
書
い
た
。
そ
の
結
果
、

全
面
的
に
肯
定
す
る
か
の
よ
う
な
評
価
を
与
え
て
い
な
が
ら
、
そ
の
実
異
な
っ

た
主
張
を
し
て
い
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

そ
し
て
、
中
井
が
「
機
能
概
念
の
美
学
へ
の
寄
与
」
で
主
張
し
て
い
た
「
身

体
」
と
「
道
具
」「
機
械
」
と
の
関
係
は
、
そ
の
後
も
維
持
さ
れ
る
。
次
に
引
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用
す
る
の
は
、約
二
十
年
の
時
を
経
た
一
九
五
一
年
に
書
か
れ
た『
美
学
入
門
』

の
一
節
で
あ
る
。 

 
か
つ
て
わ
が
国
で
も
、
情
報
局
は
、
文
部
省
そ
の
他
の
機
構
を
結
集

し
て
、
一
つ
の
認
識
の
主
体
を
構
成
し
よ
う
と
し
た
。
各
国
の
情
報
網

も
あ
ら
ゆ
る
図
書
館
網
を
通
じ
て
、
研
究
の
機
関
を
通
じ
て
、
一
つ
の

認
識
主
体
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
努
力
し
た
。
そ
こ
で
は
、
国
家
の
全

機
構
が
一
つ
の
認
識
の
主
体
で
あ
っ
た
。
ラ
ジ
オ
は
そ
の
耳
で
あ
り
、

写
真
は
一
セ
ン
チ
平
方
の
中
に
数
頁
の
本
を
写
す
技
術
ま
で
獲
得
し
て

い
た
。
電
信
、
電
話
の
全
組
織
、
映
画
、
新
聞
も
も
ち
ろ
ん
そ
の
全
機

構
を
最
も
動
く
機
能
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
集
団
的
機
構

を
動
か
す
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
あ
た
か
も
個
人
の
思
惟
機
構
に
あ
た
る

も
の
は
、
す
な
わ
ち
各
種
の
委
員
会
な
の
で
あ
る
。
集
団
組
織
が
物
を

考
え
る
す
が
た
が
委
員
会
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
も
は
や
一
人
の
個

人
の
影
は
そ
の
障
碍
で
し
か
な
く
、
そ
の
組
み
あ
わ
せ
の
精
密
さ
と
明

る
さ
の
み
が
、
明
哲
に
し
て
精
微
な
巨
大
な
思
惟
の
標
準
と
な
る
の
で

あ
る
。 

［『
美
学
入
門
』
中
井
二
・
一
二
八
］ 

  

一
つ
一
つ
の
表
現
に
お
い
て
は
様
々
な
差
異
が
あ
り
、
ま
た
「
委
員
会
の

論
理
」
を
経
た
こ
と
で
「
委
員
会
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
こ
と
も
目
に
留
ま
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
全
体
の
趣
旨
と
し
て
は
「
機

能
概
念
の
美
学
へ
の
寄
与
」
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。「
機
能
概
念
の
美
学
へ

の
寄
与
」
を
書
い
た
後
に
田
辺
の
著
作
に
接
し
て
か
ら
も
、
こ
の
点
に
関
す
る

中
井
の
思
想
は
大
き
な
変
化
を
蒙
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。 

 

四 

「
天
才
」
を
巡
っ
て 

 

 

以
上
に
お
い
て
、
中
井
と
田
辺
と
の
間
の
「
道
具
」
に
つ
い
て
の
理
解
の
差

異
が
、
中
井
の
田
辺
に
対
す
る
理
解
に
ず
れ
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
を
見
て

来
た
。
そ
の
事
情
に
つ
い
て
は
前
節
ま
で
で
一
定
の
説
明
を
与
え
る
こ
と
が
出

来
た
と
思
わ
れ
る
。
本
節
で
は
、
そ
れ
に
加
え
て
両
者
の
思
想
の
間
の
差
異
を

も
う
一
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。そ
の
差
異
は「
個
人
」を
巡
る
も
の
で
あ
る
。 

 

中
井
は
「
機
械
美
の
構
造
」
以
来
、
し
ば
し
ば
次
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
い

る
。 

 

こ
の
新
し
き
芸
術
観
す
な
わ
ち
天
才
と
創
造
と
美
の
概
念
は
、
そ
れ
が

指
摘
さ
れ
確
立
さ
れ
た
る
時
は
実
に
正
当
な
る
権
利
を
保
持
し
た
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
解
釈
者
あ
る
い
は
亜
流
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
そ

の
正
当
な
る
意
味
の
理
解
を
失
す
る
こ
と
、
あ
た
か
も
技
術
と
模
倣
の
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概
念
が
そ
の
正
当
な
る
意
味
の
理
解
が
怠
ら
れ
た
る
と
ど
う
よ
う
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
か
の
天
才
と
独
創
と
美
の
概
念

が
つ
い
に
や
や
も
す
れ
ば
放
恣
と
個
人
性
と
非
真
実
性
と
に
仮
託
的
重

要
さ
を
貸
し
与
え
る
に
い
た
っ
た
危
険
性
で
あ
る
。
そ
し
て
現
今
の
芸

術
が
に
な
え
る
悪
評
は
ま
さ
し
く
そ
の
欠
陥
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
え

よ
う
、
将
来
の
美
学
を
に
な
わ
ん
と
し
て
努
力
す
る
人
た
ち
の
お
お
む

ね
注
意
す
る
点
も
ま
た
こ
の
欠
陥
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
の

視
線
は
再
び
天
才
よ
り
技
術
へ
、
独
創
よ
り
も
模
倣
へ
、
唯
美
よ
り
も

社
会
的
普
遍
的
実
在
へ
結
ば
る
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。 

［「
機
械
美
の
構
造
」
中
井
三
・
二
四
〇
～
二
四
一
］ 

  

引
用
か
ら
は
省
略
し
た
が
、
こ
の
直
前
で
は
深
田
康
算
の
名
前
が
出
さ
れ
て

い
る
(8)
。
中
井
は
師
の
説
を
引
き
受
け
つ
つ
、
芸
術
の
歴
史
に
お
い
て
古
代
は

「
模
倣
」
と
「
技
術
」
の
時
代
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
近
代
で
は
「
天
才
」

と
「
独
創
」
と
「
美
」
か
ら
な
る
芸
術
観
が
新
た
に
興
っ
た
が
、
そ
れ
も
今
や

「
放
恣
」
と
「
個
人
性
」
と
「
非
真
実
性
」
に
堕
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
を
再
び
刷
新
す
る
の
が
「
機
械
美
」
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
論

文
の
骨
子
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
中
井
が
「
天
才
」
の
「
独
創
」
を
否
定
的
に
捉

え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
節
に
お
い
て
見
た
『
美
学
入
門
』
の
一
節
に
お
い

て
も
、
個
人
は
集
団
組
織
に
対
し
て
「
そ
の
障
碍
で
し
か
な
い
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
た
。
こ
の
点
は
中
井
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
当

時
の
社
会
に
お
い
て
は
既
に
「
天
才
」
が
集
団
の
中
に
解
消
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
巡
る
中
井
の
よ
り
詳
細
な
発
言
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙

げ
ら
れ
る
。 

 

演
劇
お
よ
び
映
画
の
き
わ
め
て
明
白
な
株
式
会
社
制
度
は
天
才
、
、
を
ス
タ

ー
と
よ
び
監
督
と
よ
び
共
に
会
社
のIngenieur

で
あ
る
。
レ
ン
ズ
を

眼
と
し
、
委
員
会
を
決
意
と
し
、
企
画
を
そ
の
夢
想
と
し
、
統
計
を
そ

の
反
省
と
す
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
利
潤
的
集
団
的
機
関
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
指
令
と
統
制
と
経
済
状
態
が
そ
の
健
康
度
の
機
能
と
な
る
の
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
構
成
の
ど
こ
の
底
に
自
由
な
る
天
才
の
姿
を
求

め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
で
は
ウ
ー
フ
ァ
あ
る
は
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
、
日

活
あ
る
い
は
松
竹
等
等
の
芸
術
的
性
格
を
見
い
だ
す
の
で
あ
っ
て
、
監

督
の
個
性
よ
り
も
、
レ
ン
ズ
と
フ
ィ
ル
ム
の
類
型
の
ほ
う
が
、
よ
り
大

い
な
る
性
格
差
を
そ
こ
に
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
か
く
し
て
、

こ
の
個
人
主
義
的
芸
術
は
み
ず
か
ら
を
利
潤
機
構
の
弁
証
法
的
転
回
の

線
に
そ
う
て
、
す
で
に
集
団
的
構
成
の
中
に
転
成
し
て
い
る
の
を
み
る

の
で
あ
る
。 

［「
思
想
的
危
機
に
お
け
る
芸
術
な
ら
び
に
そ
の
動
向
」 
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中
井
二
・
五
三
～
五
四
］ 

  

株
式
会
社
が
制
作
す
る
演
劇
や
映
画
に
お
い
て
、「
天
才
」
は
「
ス
タ
ー
」

や
「
監
督
」
と
し
て
組
織
に
組
み
込
ま
れ
る
。
そ
こ
に
は
「
自
由
な
天
才
」
の

姿
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
映
画
作
品
の
性
格
の
相
違
は
機
材

の
違
い
や
「
日
活
」「
松
竹
」
と
い
っ
た
制
作
会
社
の
違
い
に
起
因
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
文
章
を
見
る
な
ら
ば
、「
個
人
」「
天
才
」
が
集
団
の
中

に
解
消
さ
れ
る
と
い
う
事
態
を
極
め
て
具
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。 

 

こ
う
し
た
中
井
の
考
え
が
、
あ
く
ま
で
個
人
と
社
会
と
の
対
立
関
係
を
も
視

野
に
入
れ
て
考
え
よ
う
と
す
る
田
辺
と
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
容
易
に
予
想
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
実
際
に
美
学
に
お
け
る
「
天
才
」

に
関
し
て
中
井
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
発
言
を
残
し
て
い
る
。 

 

田
辺
が
美
学
に
つ
い
て
扱
っ
た
も
の
は
少
な
い
が
、
一
九
五
一
年
に
『
ヴ
ァ

レ
リ
イ
の
芸
術
哲
学
』
と
い
う
著
作
を
残
し
て
い
る
。
本
稿
が
主
と
し
て
扱
っ

て
い
る
一
九
三
〇
年
頃
と
は
時
期
的
に
大
き
く
隔
た
っ
て
お
り
、
そ
の
間
に
田

辺
の
思
想
に
様
々
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
無
視
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
が
、

こ
の
点
に
関
し
て
は
中
井
の
文
章
と
引
き
比
べ
て
見
る
価
値
が
あ
る
と
思
う
。 

 

田
辺
は
こ
の
著
作
の
中
で
、
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
『
詩
学
序
説
』
に
対
し
て
次
の

よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。 

 

特
に
私
に
と
っ
て
一
段
と
力
強
い
感
を
與
へ
る
の
は
、
そ
の
説
く
社
会

と
個
人
と
の
対
立
的
統
一
、
そ
の
各
々
の
否
定
転
換
の
媒
介
関
係
が
、

従
来
私
自
身
、
社
会
の
歴
史
的
行
為
的
自
覚
を
意
図
し
て
考
へ
た
種
個

媒
介
の
弁
証
法
、
私
の
い
は
ゆ
る
「
種
の
論
理
」
に
、
全
く
符
合
す
る

こ
と
で
あ
る
。
実
に
私
は
、
始
め
て
こ
の
書
を
読
ん
だ
と
き
、
一
読
三

嘆
、
大
な
る
悦
を
禁
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。 

［『
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
芸
術
哲
学
』
田
辺
十
三
・
一
一
七
］ 

  

田
辺
は
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
『
詩
学
序
説
』
に
つ
い
て
「
一
読
三
嘆
、
大
な
る
悦

を
禁
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
そ

こ
に
社
会
と
個
人
と
の
関
係
が
示
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
「
種
の
論
理
」
と
も
一

致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。 

 

そ
し
て
、
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
説
に
お
け
る
個
人
と
社
会
と
の
関
係
を
説
明
す
る

記
述
の
中
に
「
天
才
」
と
い
う
言
葉
の
出
て
く
る
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。 

 

そ
も
そ
も
芸
術
作
品
の
生
産
者
で
あ
る
芸
術
家
が
、
大
小
の
相
違
は
あ

れ
、
い
づ
れ
も
い
は
ゆ
る
天
才
と
し
て
、
夫
々
個
人
の
自
由
な
る
行
為

の
主
体
た
る
こ
と
に
は
、
何
人
も
疑
を
挟
む
こ
と
は
な
い
で
あ
ら
う
。

社
会
学
的
範
疇
を
用
ゐ
れ
ば
、
そ
れ
は
個
と
い
ふ
べ
き
も
の
な
る
こ
と

明
瞭
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
経
済
の
場
合
に
は
、
生
産
者
も
い
は
ゆ
る
生
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産
階
級
を
形
造
り
、
む
し
ろ
こ
の
方
が
生
産
大
衆
と
し
て
社
会
的
集
団

を
結
成
す
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
こ
れ
は
経
済
的
生
産

の
、
芸
術
的
作
品
生
産
と
異
な
る
特
色
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、

前
者
の
物
質
的
生
産
に
た
づ
さ
は
る
勤
労
大
衆
が
、
集
団
労
働
の
水
平

化
に
よ
り
個
性
を
没
却
せ
ら
れ
た
量
的
多
数
と
し
て
規
定
せ
ら
れ
、
そ

の
結
果
階
級
闘
争
に
於
て
、
そ
の
統
一
的
勢
力
を
発
揮
す
る
団
結
を
な

す
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
芸
術
的
作
品
の
生
産
に
於
け

る
個
人
の
天
才
が
、
そ
の
生
産
行
為
の
主
体
た
る
と
は
ま
さ
に
正
反
対

で
な
け
れ
ば
ら
ぬ
。 

［『
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
芸
術
哲
学
』
田
辺
十
三
・
一
二
一
～
一
二
二
］ 

  

こ
こ
で
は
芸
術
家
は
、「
個
人
の
自
由
な
る
行
為
の
主
体
」
と
し
て
の
「
天

才
」
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
と
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

「
経
済
的
生
産
」
の
場
合
に
は
「
勤
労
大
衆
」
が
「
個
性
を
没
却
さ
れ
た
量
的

多
数
」
と
な
る
の
と
は
正
反
対
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、『
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
芸
術

哲
学
』
は
全
面
的
に
ヴ
ァ
レ
リ
イ
を
称
揚
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
田
辺

の
立
場
か
ら
の
批
判
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
田
辺
自

身
の
考
え
で
も
あ
る
と
見
て
よ
い
。 

 

「
人
間
学
の
立
場
」
に
お
い
て
も
、
田
辺
は
あ
く
ま
で
個
人
と
社
会
と
の
対

立
を
含
ん
だ
関
係
を
問
題
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
『
ヴ
ァ
レ
リ

イ
の
芸
術
哲
学
』
に
お
い
て
美
学
が
話
題
と
な
っ
た
と
き
、
自
由
な
個
人
と
し

て
の
「
天
才
」
が
疑
い
得
な
い
も
の
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る

だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
こ
の
点
に
関
し
て
も
田
辺
と
中
井
と
の
間
委
に

は
大
き
な
距
離
が
隔
た
っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

結 

  

本
稿
で
は
、
田
辺
と
中
井
と
が
互
い
に
肯
定
的
に
言
及
し
合
っ
て
い
る
文
章

か
ら
出
発
し
、
両
者
の
著
作
を
比
較
し
て
き
た
。
中
井
は
田
辺
の
哲
学
を
自
ら

の
思
索
の
前
提
を
成
す
も
の
と
し
て
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
そ
の
田
辺
に
対

す
る
理
解
は
自
ら
の
思
想
に
引
き
寄
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
田
辺
は
中

井
の
「
機
械
美
」
に
言
及
し
て
い
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
後

に
は
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
美
学
に
「
一
読
三
嘆
」
し
、
中
井
の
思
想
を
受
け
入
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。「
身
体
」
と
「
道
具
」、「
個
人
」
と
「
社
会
」
と
い
っ
た

主
題
、
ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
こ
と
な
ど
の
共
通
す
る

問
題
を
扱
い
な
が
ら
も
二
人
の
思
想
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 
本
稿
に
お
け
る
両
者
の
比
較
は
ご
く
表
面
的
な
も
の
に
止
ま
っ
て
い
る
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
様
々
な
著
作
に
言
及
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
内
実
に
つ
い
て
充
分
に
深
く
考
察
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
両
者
の
思

想
に
対
す
る
よ
り
精
緻
な
解
釈
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
な
る
考
察
を
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行
う
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ご
く
簡
単

な
比
較
を
行
っ
た
だ
け
で
も
、
両
者
の
間
に
一
定
の
差
異
が
存
し
て
い
る
こ
と

が
示
せ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に
満
足
し
て
こ
こ
に
稿
を
閉
じ
た
い
。 

 

（
か
わ
い 

か
ず
き 

筑
波
大
学
大
学
院
）  

※
中
井
と
田
辺
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
中
井
正
一
全
集
』
全

四
巻
、
美
術
出
版
社
、
一
九
六
四
～
一
九
八
一
年
及
び
『
田
辺
元
全
集
』
全

一
五
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
三
～
一
九
六
四
年
を
用
い
、
引
用
に
際
し
て

は
文
献
名
の
後
に
「
著
者
名
巻
数
・
頁
数
」
の
形
で
表
記
し
た
。 

 

注 

 (1) 

中
井
は
戦
後
に
自
ら
が
『
哲
学
研
究
』
の
編
纂
に
携
わ
っ
て
い
た
時
期
の
こ
と
を
書

い
た
文
章
の
中
で
、「
田
辺
博
士
の
土
曜
日
の
訪
問
日
は
、
き
ら
び
や
か
な
ゼ
ミ
ナ

ー
ル
に
も
等
し
か
っ
た
。［「
回
顧
十
年―

思
い
い
ず
る
ま
ま
に
」、
中
井
一
・
三

五
〇
］」
と
振
り
返
っ
て
い
る
。 

(2) 

後
藤
嘉
宏
『
中
井
正
一
の
メ
デ
ィ
ア
論
』、
学
文
社
、
二
○
〇
五
年
は
、
第
三
編
第

三
章
に
お
い
て
中
井
の
田
辺
に
関
す
る
記
述
を
整
理
し
て
い
る
が
、
両
者
の
著
作
の

内
容
の
比
較
に
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。
ま
た
、
中
井
の
後
輩
に
あ
た
る
久
野
収
は

同
時
代
人
の
立
場
か
ら
次
の
よ
う
に
、
中
井
と
田
辺
及
び
他
の
京
都
学
派
の
人
物
と

の
関
係
を
述
べ
て
い
る
が
、
具
体
的
な
考
察
は
な
い
。 

 

彼
の
主
体
性
の
哲
学
は
、
そ
こ
で
当
然
、
理
論
的
主
観
性
を
否
定
的
に
い
か

し
た
実
践
的
主
観
性
の
哲
学
に
な
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
三
木
清
、
戸

坂
潤
に
つ
づ
い
て
、
京
都
哲
学
左
派
の
大
先
輩
で
あ
っ
た
彼
は
、
こ
こ
で
当
時

の
西
田
哲
学
の
制
作
的
主
体
性
と
場
所
の
論
理
や
、
田
辺
哲
学
の
道
徳
的
主
体

性
と
世
界
図
式
の
論
理
や
、
和
辻
哲
学
の
人
倫
的
間
主
体
性
と
間
柄
の
論
理
や
、

の
ち
の
京
都
学
派
の
根
元
的
主
体
性
と
日
本
中
心
的
世
界
史
の
論
理
に
出
あ
い
、

血
の
に
じ
む
よ
う
な
格
闘
を
く
り
か
え
す
の
で
あ
る
。
読
み
と
る
眼
力
を
も
っ

て
い
る
読
者
諸
君
な
ら
、
こ
れ
ら
の
哲
学
と
一
つ
一
つ
争
点
を
と
り
あ
い
、
追

い
つ
き
、
追
い
こ
し
て
い
く
彼
の
み
ご
と
な
力
走
ぶ
り
に
、
目
を
み
は
る
思
い

が
す
る
で
あ
ろ
う
。 

［
久
野
収
『
三
〇
年
代
の
思
想
家
た
ち
』、
岩
波
書
店
、 

一
九
七
五
年
、
一
六
八
頁
。］ 

 
(3) 
田
辺
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
関
係
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
嶺
秀
樹

『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
日
本
の
哲
学―

和
辻
哲
郎
、
九
鬼
周
造
、
田
辺
元
』、
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
二
年
や
合
田
正
人
『
田
辺
元
と
ハ
イ
デ
ガ
ー―

封
印
さ
れ
た
哲

学
』、PH

P
研
究
所
、
二
○
一
三
年
な
ど
が
あ
る
。 
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(4) 
中
井
が
「
道
具
の
付
託
性
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
際
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
念
頭
に
お

い
て
い
た
こ
と
は
次
の
よ
う
な
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。 

 
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
空
間
性
の
概
念
を
道
具
の
も
つ
附
託
性
の
構
造
の
中
に
見

出
し
、
そ
の
存
在
性
格
を
範
疇
的
意
味
と
実
存
疇
的
意
味
に
分
類
し
た
と
こ
ろ

の
仕
方
は
、
今
私
達
の
解
釈
に
対
し
て
よ
き
出
発
点
を
描
い
て
呉
れ
る
。 

［『
ス
ポ
ー
ツ
気
分
の
構
造
』
中
井
一
・
三
九
六
～
三
九
七
］ 

 

(5) 

中
井
の
機
械
や
技
術
に
関
す
る
思
想
を
論
じ
た
近
年
の
研
究
と
し
て
、
刈
部
直
「
技

術
・
美
・
政
治―

三
木
清
と
中
井
正
一
」（『
起
点
と
し
て
の
戦
後―

政
治
思
想
史
と

現
代
』、
千
倉
書
房
、
二
〇
二
〇
年
所
収
）
が
あ
る
。 

(6) 

な
お
中
井
は
全
く
同
題
の
異
な
っ
た
論
文
を
一
九
三
〇
年
九
月
号
の
『
美
・
批
評
』

に
発
表
し
て
い
る
。
両
者
の
詳
細
な
比
較
に
本
稿
で
は
立
ち
入
る
こ
と
が
出
来
な
い

が
、
全
体
と
し
て
類
似
し
た
趣
旨
な
が
ら
『
哲
学
研
究
』
版
の
方
が
分
量
的
に
も
多

く
充
実
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
美
・
批
評
』
版
を
準
備
稿
と
見
て

大
過
な
い
と
思
う
。 

(7) 

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の Funktioonsbegriff 

は
今
日
で
は
通
常
「
関
数
概
念
」
と
訳
さ

れ
る
が
、
中
井
は
ほ
と
ん
ど
の
箇
所
で
「
機
能
概
念
」
と
訳
し
て
い
る
。
そ
の
背
景

に
は
中
井
の
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
理
解
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
立
ち
入

ら
な
い
。 

(8) 

中
井
が
自
ら
言
及
し
て
い
る
通
り
、
こ
の
箇
所
は
深
田
康
算
「
模
倣
と
し
て
の
芸
術
」

（『
深
田
康
算
全
集 

第
一
巻
』、
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
七
三
年
所
収
）
を
前
提

と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

         


