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哲
学
と
社
会
学
の
幸
福
な
闘
争

(
1
)
 

タ
ル
ド
と
い
う
奇
跡
に
つ
い
て
の
一
考
察

l

は
じ
め
に

現
在
の
学
問
の
配
置
図
に
お
い
て
、
哲
学
と
社
会
学
と
の
関
係
は

必
ず
し
も
良
好
な
も
の
で
は
な
い
。
米
虫
正
巳
が
正
確
に
描
い
て
い

る
よ
う
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
か
ら
プ
ル
デ
ュ
ー
に
至
る
ま
で
哲
学
と
社

(2
)
 

会
学
の
〈
冷
戦
〉
は
続
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が

(3
)
 

ら
、
私
の
知
る
限
り
で
は
、
そ
し
て
米
虫
も
示
唆
す
る
よ
う
に
、
少

な
く
と
も
一
度
は
哲
学
と
社
会
学
と
の
幸
福
な
闘
争
な
い
し
は
交
渉

が
あ
っ
た
。
忘
れ
ら
れ
た
社
会
学
者
ガ
プ
リ
エ
ル
・
タ
ル
ド
が
そ
の

闘
争
の
場
所
で
あ
る
。
哲
学
的
な
概
念
の
構
築
と
社
会
学
的
な
分
析

と
が
奇
跡
的
な
結
合
を
遂
げ
た
希
有
な
例
と
し
て
の
タ
ル
ド

0

(
4
)
 

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
っ
て
最
大
級
の
賛
辞
を
与
え
ら
れ
、
ロ
バ
ー
ト
・

(5
)
 

゜
ハ
ー
ク
の
博
士
論
文
の
主
題
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
シ
カ
ゴ
学
派
の

社
会
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
な
が
ら
も
、
忘
却
の
淵
に
追
い
や
ら

れ
た
不
幸
な
社
会
学
者
、
と
い
う
言
い
方
は
も
は
や
適
切
で
は
な
い
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神
戸
大
学
文
学
部
助
教
授

だ
ろ
う
°
タ
ル
ド
再
評
価
の
気
運
は
高
ま
っ
て
い
る
。
消
費
社
会
を

特
徴
づ
け
る
流
行
を
代
表
と
す
る
模
倣
現
象
の
分
析
の
先
駆
者
、
或

い
は
、
一
九
世
紀
以
来
の
群
衆
と
い
う
新
し
い
現
象
形
態
の
分
析
の

(6
)
 

先
駆
者
と
し
て
の
タ
ル
ド
°
だ
が
、
何
よ
り
も
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
の

哲
学
者
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
そ
の
発
火
点
で
あ
る
、
と
言
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
主
著
『
差
異
と
反
復
』
に
差
し
挟
ま
れ
た
そ
れ
ほ

ど
長
く
は
な
い
註
か
ら
、
ガ
タ
リ
と
の
共
著
で
あ
る
『
千
の
高
原
』

に
お
け
る
〈
タ
ル
ド
讃
〉
に
至
る
ま
で
の
、
分
量
と
し
て
は
多
く
な

(7
)
 

い
分
析
は
、
そ
の
解
明
の
密
度
と
的
確
さ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
世

(
8
)
 

紀
に
お
け
る
タ
ル
ド
復
興
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え
つ
つ
あ
る
。

本
稿
も
、
そ
の
流
れ
、
つ
ま
り
は
模
倣
の
一
端
を
担
い
そ
の
復
興

の
気
運
を
加
速
さ
せ
る
こ
と
を
も
目
指
し
な
が
ら
、
タ
ル
ド
思
想
に

お
け
る
哲
学
と
社
会
学
と
の
幸
福
な
闘
争
の
あ
り
さ
ま
に
探
り
を
入

れ
る
こ
と
に
し
た
い
ー
そ
れ
が
、
〈
論
理
を
超
え
た
影
響

(
i
n
f
l
u
e
n
c
e
 
e
x
t
r
a
 ,
 
l
o
g
i
q
u
e
)
〉
に
な
ら
な
い
こ
と
を
祈
り
つ
つ
。



タ
ル
ド
思
想
の
枠
組
み

タ
ル
ド
思
想
の
大
枠
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
の
作

業
の
位
置
を
明
確
に
し
よ
う
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
タ
ル

ド
社
会
学
は
、
公
衆
論
や
犯
罪
学
に
関
す
る
著
作
を
脇
に
置
く
と
す

る
な
ら
、

「
一
般
社
会
学
の
三
つ
の
主
著
」
(
L
S
S
3
9
)
、
即
ち
『
模

倣
の
諸
法
則
』
(
1
8
9
0
)

、
『普
遍
的
対
立
』
(
1
8
9
7
)

、
『
社
会
論
理
学
』

(
1
8
9
4
)

か
ら
な
り
、
さ
ら
に
、
小
著
『
社
会
の
諸
法
則
』

(
1
8
9
8
)

が
、
こ
れ
ら
三
つ
の
主
著
に
「
内
的
繋
が
り
」
(
i
b
i
d
.

)

を
与
え
る

と
い
う
三
角
錐
を
形
づ
く
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

『社
会
の
諸
法
則
』
は
、
科
学
が
一
般
に
成
立
す
る
条
件
を
反
復

・

対
立
・
順
応
、
な
い
し
は
「
類
似
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
、
調
和
」
(
L
S
S

1
3
3
)

と
し
て
取
り
出
し
、
こ
れ
ら
の
「
科
学
が
宇
宙
の
神
秘
を
開

く
た
め
に
使
用
す
る
三
つ
の
異
な
っ
た
鍵
」
(
L
S
S
4
4
)

を
一
般
的

に
解
明
し
た
上
で
、
社
会
学
も
そ
れ
が
科
学
の
名
に
値
す
る
た
め
に

は
、
そ
れ
固
有
の
領
域
、
即
ち
、
そ
れ
固
有
の
反
復
の
領
域
・
対
立

の
領
域
・
順
応
の
領
域
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
つ
ま
り
、

コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
な
い
し
は
存
在
論
と
し
て
、
現
象
一
般
に
関
す
る
反

復
・
対
立
・
順
応
と
い
う
三
つ
の
基
本
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
前
提
さ
れ

た
上
で
、
社
会
に
固
有
の
反
復
・
対
立
・
順
応
を
解
明
す
る
こ
と
が

社
会
学
固
有
の
作
業
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
議
論
構
成
に
な
っ
て

い
る
。
社
会
に
固
有
の
反
復
は
、
模
倣
の
現
象
と
し
て
、
対
立
は
闘

争
の
現
象
と
し
て
、
そ
し
て
順
応
は
発
明
の
現
象
と
し
て
取
り
出
さ

れ
、
各
々
の
法
則
が
解
明
さ
れ
る
。
実
際
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
に

排
他
的
に
主
題
が
割
り
振
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
全
体
と
し

て
は
、
か
な
り
入
り
組
ん
だ
構
成
に
な
っ
て
い
る
が
、
模
倣
の
現
象

が
『
模
倣
の
諸
法
則
』
に
お
い
て
、
闘
争
の
現
象
が
『
普
遍
的
対
立
』

に
お
い
て
、
順
応
の
現
象
が
『
社
会
論
理
学
』
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ

主
題
的
に
解
明
さ
れ
る
、
と
言
う
こ
と
は
出
来
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
体
系
の
秩
序
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
に
整
理
す

る
こ
と
が
出
来
る
に
し
て
も
、
社
会
を
発
生
さ
せ
、
成
立
さ
せ
て
い

る
言
わ
ば
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
し
て
は
、
以
上
の
整
理
で
は
不

十
分
で
あ
る
°
タ
ル
ド
社
会
学
は
一
般
に
心
理
学
的
な
社
会
学
で
あ

る
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
社
会
現
象
を
貫
徹
す
る
法
則
を
解

明
す
る
に
留
ま
ら
ず
、
（
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
な
い
し
は
存
在
論
を
背
景

に
し
な
が
ら
）
心
理
現
象
に
関
す
る
独
特
な
解
明
が
そ
れ
に
先
立
ち
、

そ
の
解
明
が
社
会
現
象
の
解
明
を
基
礎
づ
け
て
い
る
°
ジ

ャ
ン
・
ミ

(
9
)
 

レ
ー
の
的
確
な
要
約
に
よ
れ
ば
、
そ
の
事
情
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

心
理
的
フ
ァ
ク
タ
ー
は
原
因
の
形
式
と
条
件
の
形
式
と
か
ら
成
立

す
る
が
、
原
因
、
即
ち
個
人
的
な
い
し
は
社
会
的
な
反
応
を
引
き
起

こ
す
フ
ァ
ク
タ
ー
は
三
つ
あ
り
、
第
一
に
信
念

(
c
r
o
y
a
n
c
e
)

と
欲

求
(
d
e
s
i
r
)

、
第
二
に
発
明
、
第
三
に
間
心
理
的
な
関
係
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
条
件
、
即
ち
そ
れ
ら
の
原
因
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
た
結
果
を
社
会
生
活
を
介
し
て
伝
達
す
る
心
理
的
フ
ァ
ク
タ
ー
も

ま
た
三
つ
あ
り
、
そ
れ
が
、
模
倣
・
対
立

・
順
応
で
あ
る
。
心
理
現
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象
が
実
際
に
発
動
し
、
何
ら
か
の
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
を
可
能
に

す
る
の
が
、
原
因
の
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
原
因

は
、
そ
れ
ら
が
効
果
を
及
ぼ
す
の
に
相
応
し
い
条
件
が
な
け
れ
ば
不

毛
な
ま
ま
に
留
ま
る
。
実
際
に
生
じ
た
心
理
現
象
が
人
間
社
会
を
通

し
て
伝
達
さ
れ
、
反
響
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
条
件
、
な
い
し
は

そ
の
形
式
が
、
一
般
社
会
学
の
三
つ
の
主
著
に
お
い
て
解
明
さ
れ
る

三
つ
の
現
象
と
そ
れ
ら
の
法
則
に
他
な
ら
な
い
。

と
い
う
こ
と
は
、
模
倣
・
対
立
・
順
応
、
な
い
し
は
模
倣
•
闘
争
・

発
明
と
い
う
三
つ
の
現
象
な
い
し
は
法
則
の
解
明
、
即
ち
、
タ
ル
ド

社
会
学
の
大
枠
を
形
成
す
る
議
論
は
、
社
会
の
諸
法
則
の
解
明
の
試

み
で
は
あ
っ
て
も
、
社
会
一
般
の
成
立
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
基
礎
に
は

届
い
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
実
は
主
著
の
あ
ち
こ
ち
に
お
い
て
主

題
化
さ
れ
て
い
る
こ
の
点
の
解
明
を
欠
く
と
き
に
、
タ
ル
ド
社
会
学

は
そ
の
基
礎
づ
け
を
失
う
し
、
ま
た
、
私
た
ち
の
信
じ
る
と
こ
ろ
で

は
、
タ
ル
ド
社
会
学
の
独
創
的
な
部
分
の
幾
つ
か
を
見
過
ご
す
こ
と

に
な
る
。
こ
こ
で
の
考
察
は
、
体
系
と
し
て
の
タ
ル
ド
社
会
学
の
前

提
と
な
る
、
社
会
な
る
現
象
領
域
の
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
辿
り
、

そ
の
意
義
を
解
明
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
。

微
分
的
ミ
ク
ロ
社
会
学
の
基
礎

タ
ル
ド
の
公
刊
さ
れ
た
最
初
の
哲
学
論
文
で
あ
る
「
信
念
と
欲
求
」

は
、
ま
さ
し
く
、
心
理
現
象
の
原
因
と
し
て
の
基
本
的
フ
ァ
ク
タ
ー

た
る
信
念
と
欲
求
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
一
八
八

0
年
に
『
哲
学

誌
』
に
刊
行
さ
れ
た
論
文
を
、
一
八
九
五
年
I

と
い
う
こ
と
は
、

『
社
会
論
理
学
』
刊
行
直
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
ー
|
に
論
文
集

『
社
会
学
雑
録
』
に
お
さ
め
る
に
あ
た
っ
て
タ
ル
ド
は
、
「
こ
の
試
論

が
答
え
る
、
心
理
学
的
と
い
う
よ
り
は
な
お
一
層
社
会
学
的
で
あ
る

諸
問
題
は
、
主
要
な
重
要
性
を
全
く
失
わ
な
か
っ
た
。
[
…
…
]
そ

れ
ら
の
問
題
が
こ
こ
で
受
け
取
る
解
答
は
と
い
え
ば
、
そ
の
本
質
的

な
箇
所
に
お
い
て
、
真
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
を
や
め
る
こ

と
が
な
か
っ
た
し
、
私
が
そ
の
後
の
仕
事
に
お
い
て
、
社
会
生
活
の

多
様
な
側
面
に
対
し
て
行
っ
た
そ
の
解
答
の
適
用
は
、
そ
の
正
し
さ

(10
)
 

を
確
証
す
る
こ
と
の
出
来
た
も
の
の
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
た
」
と

述
べ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
論
文
に
お
け
る
信
念
と
欲
求
に
関
す
る
分

析
は
、
単
に
心
理
学
的
な
分
析
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
タ
ル
ド
社

会
学
の
出
発
点
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
論
文
の
主
題
は
、
心
理
現
象
の
う
ち
か
ら
計
測
可
能
な
量
を

引
き
出
す
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
三
点
に

あ
る
。ま

ず
、
タ
ル
ド
は
心
的
現
象
一
般
の
分
析
を
行
い
、
そ
れ
が
信
念

と
欲
求
、
及
び
、
そ
れ
ら
の
適
用
点
た
る
純
粋
な
感
覚
か
ら
な
り
、

前
二
者
が
「
主
体
を
構
成
す
る
本
有
的
な
力
」
、
「
主
体
が
感
覚
と
い

う
生
の
材
料
を
受
け
取
る
鋳
型
で
あ
る
」

(
C
D
2
4
0
)

こ
と
を
解
明

す
る
。第

二
に
、

「
私
た
ち
に
認
識
さ
れ
る
量
的
な
実
在
は
、

97 
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価
値
と

マ
イ
ナ
ス
の
価
値
と
い
う
内
的
な
対
立
を
本
質
的
に
受
け
入

れ
る
も
の
で
あ
る
」
(

C
D

2
5
3
)

と
い
う
議
論
を
大
前
提
に
し
て
、

量
化
出
来
る
心
的
現
象
と
し
て
信
念
と
欲
求
の
み
を
指
定
す
る
。

（
し
た
が
っ
て
、
感
覚
そ
れ
自
体
は
量
化
出
来
な
い
質
的
差
異
を
含

み
こ
ん
で
い
る
。
）

第
三
に
、
信
念
と
欲
求
と
を
測
定
す
る
共
通
の
尺
度
が
実
在
し
、

そ
れ
も
、
そ
れ
ら
の
尺
度
は
個
人
的
な
現
象
に
の
み
適
用
可
能
な
も

．．．． 

の
で
は
な
く
、
集
団
的
な
尺
度
も
実
在
す
る
。

こ
う
し
て
、
個
人
的
と
集
団
的
と
の
違
い
を
問
わ
ず
、
心
的
現
象

に
関
す
る
科
学
的
な
考
察
の
可
能
性
が
開
か
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
こ
の
論
文
の
問
題
は

「
心
理
学
的
と
い
う

よ
り
は
な
お
一
層
社
会
学
的
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。
だ
か
ら

こ
そ

『
社
会
論
理
学
』
の
冒
頭
に
お
い
て
、
「
社
会
的
現
象
は
全
て

信
念
と
欲
求
と
に
帰
す
る
」
(
L
S
7
6
)

と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
個
人
の
心
理
現
象
と
し
て
の
信
念
と
欲
求
と
、

集
団
的
な
心
理
現
象
と
し
て
の
信
念
と
欲
求
と
の
間
に
は
大
き
な
違

い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
集
団
的
な
心
理
現
象
を
社
会
的
現

象
と
す
る
に
は
そ
も
そ
も
社
会
と
い
う
現
象
を
規
定
す
る
と
い
う
作

業
が
前
提
と
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
点
に
関
し
て
こ
そ
タ
ル
ド
の
考
察
の
最
も
特
徴
的
な

点
の

―
つ
が
あ
る
。
先
回
り
し
て
述
べ
て
お
け
ば
、
タ
ル
ド
は
そ
も

そ
も
、
個
人
と
社
会
と
い
う
対
を
も
と
も
と
設
定
し
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

（
一
）
信
念
と
欲
求
の
存
在
論

『
社
会
学
雑
録
』
に
「
信
念
と
欲
求
」
に
続
い
て
お
さ
め
ら
れ
て

い
る
「
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
と
社
会
学
」
は
信
念
と
欲
求
と
の
存
在
論
的

な
解
明
を
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
論
文
「
信
念
と
欲
求
」
を
指
示
し

な
が
ら

「
宇
宙
の
精
神
化
」

(
M
S
4
5
)

に
つ
い
て
論
じ
る
次
の
一
節

に
注
目
し
よ
う
。

信
念
と
欲
求
と
い
う
魂
の
二
つ
の
状
態
、
と
い
う
よ
り
も
二
つ
の
カ

(
f
o
r
c
e
)

は
、
そ
こ
に
肯
定
と
意
志
と
が
由
来
す
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
ら

は
こ
の

H
子
宙
の
精
神
化
と
い
う
]
際
だ
っ
て
目
立
っ
た
特
質
を
示
し
て

い
る
。
人
間
や
動
物
の
心
理
学
的
な
現
象
全
て
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
現
存

し
て
い
る
と
い
う
普
遍
性
、
信
じ
た
り
欲
し
た
り
す
る
わ
ず
か
な
傾
向
性

か
ら
確
実
性
や
感
情
に
至
る
ま
で
の
そ
れ
ら
の
広
大
な
階
梯
の
端
か
ら
端

ま
で
そ
れ
ら
の
力
の
性
質
が
同
質
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
最
後
に
、
そ
れ

ら
の
力
が
互
い
に
浸
透
し
あ
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
著
し
い
類
似
性

を
も
っ
た
他
の
特
質
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
ら
に
よ

っ
て、

信
念
と
欲
求
と
は
、
物
質
的
な
諸
要
素
に
対
し
て
時
間
と
空
間
と
が
演
じ

て
い
る
の
と
ま
さ
し
く
同
じ
外
的
な
役
割
を
、
自
我
に
お
い
て
、
諸
感
覚

に
対
し
て
果
た
し
て
い
る
。
(
i
b
i
d
.

)

二
点
が
重
要
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
こ
こ
で
も
信
念
と
欲
求
と

が
二
つ
の
力
と
呼
ば
れ
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
力
が

「
自
我
に
お
い

て

(
d
a
n
s
 
le 
m
o
i
)

」
空
間
と
時
間
に
等
し
い
役
割
を
演
じ
て
い
る
、

と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
°
論
文

「
信
念
と
欲
求
」
に
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お
い
て
も
ま
た
、
信
念
と
欲
求
と
は
「
主
体
を
構
成
す
る
二
つ
の
力
」

な
い
し
は

「二

つ
の
力
能

(
p
u
i
s
s
a
n
c
e
)
」
（
C
D
2
4
2
)

と
呼
ば
れ

て
い
た
。
基
本
的
な
心
理
現
象
た
る
信
念
と
欲
求
は
、
自
我
の
心
理

的
な
現
れ
、
主
体
な
い
し
は
基
体
と
し
て
の
自
我
の
現
れ
で
は
な
く
、

自
我
を
構
成
す
る
力
の
次
元
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
実
は
、
時
間
と
空
間
も
こ
の
二
つ
の
力
能
か
ら
導
出
さ
れ
て
く
る

の
だ
が
、
こ
の
件
は
措
く
。）

次
い
で
第
二
に
、
こ
の

二
つ
の
心
理
学
的
な
力
の
現
存
の
普
遍
性

に
よ
っ
て
、
宇
宙
の
精
神
化
が
可
能
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
力
は
、
人
間
だ
け
で
は
な
く
、

「
動
物
の
心
理
学
的
な
現
象
」

に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
悪
し
き
人
間
中

心
主
義
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
人
間
に
見
ら
れ
る
心
理
現
象

を
動
物
や
さ
ら
に
は
宇
宙
一
般
に
投
影
し
た
も
の
で
し
か
な
い
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
タ
ル
ド
は
、
こ
の
仮
説
に
は

「
擬
人
的

な
と
こ
ろ
は
全
く
な
い
」
(
M
S
4
6
)

と
述
べ
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

信
念
と
欲
求
と
は
意
識
さ
れ
な
い
諸
状
態
を
含
む
と
い
う
唯

一
の
特
権
を

有
し
て
い
る
。
(
i
b
i
d
.)

(11
)
 

意
識
さ
れ
ず
、
感
じ
ら
れ
な
い
感
覚
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
対
し
、
意
識
さ
れ
な
い
欲
求
や
判
断
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
っ

て
、
快
や
苦
に
含
ま
れ
る
欲
求
や
、
感
覚
に
含
ま
れ
る
位
置
の
判
断

が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
だ
け
な
ら
ば
、
な
お
人
間
の
心
理

現
象
に
定
位
し
な
が
ら
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
が
、
タ
ル
ド
は
そ
れ
ら
意
識
さ
れ
ざ
る
力
と
し
て
の
信
念
と
欲
求

を
、
単
細
胞
生
物
に
も
認
め
る

(cf.
C
R
2
4
1
 ,
 24
2
)
。
信
念
と
欲
求

は
様
々
な
仕
方
で
言
い
換
え
ら
れ
る
も
の
の
、
信
念
と
は
生
体
が
、

他
を
区
別
し
、
他
か
ら
自
ら
を
区
別
す
る
と
い
う
識
別
す
る
力
で

あ
り
、
欲
求
と
は
生
体
が
自
ら
な
い
し
は
他
を
変
容
さ
せ
る
肯
定

(12
)
 

や
否
定
の
力
で
あ
る
、
と
差
し
当
た
り
は
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
こ

れ
ら
の
力
を
生
体
一
般
に
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
擬
心
主
義

(
p
s
y
c
h
o
m
o
r
p
h
i
s
m
e
)

」
（
マ'
1
S
4
3
)
~

餌
I

ろ
え
る
の
で
あ
る
。

し
て
み
る
と
、
タ
ル
ド
の
立
場
は
か
な
り
独
特
な
も
の
で
あ
る
。

主
体
と
し
て
の
個
人
を
前
提
と
し
た
上
で
そ
の
心
理
現
象
を
基
礎
に

社
会
現
象
を
解
明
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
人
間
の
心
理
現
象
に
特

権
を
置
い
た
上
で
、
人
間
に
固
有
の
心
理
現
象
を
も
と
に
社
会
現
象

を
解
明
す
る
の
で
も
な
く
、
生
体
一
般
の
心
的
な
力
の
傾
向
に
定
位

し
つ
つ
解
明
が
進
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
個
人
心
理

学
に
も
（
人
間
）
集
団
心
理
学
に
も
還
元
さ
れ
な
い
、
生
態
学
的
な

．．
 ミ

ク
ロ
心
理
学
に
基
礎
を
置
く
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
、
以
上
は
タ
ル
ド
思
想
の
出
発
点
に
過
ぎ
な
い
。
信
念
と
欲

求
と
は
心
理
的
フ
ァ
ク
タ
ー
の
原
因
と
し
て
、
社
会
学
の
基
礎
に
据

え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
言
わ
ば
個
人
の
手
前
に
位
置
す

る
ミ
ク
ロ
な
心
的
力
が
、
社
会
現
象
を
ど
の
よ
う
に
成
立
さ
せ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
次
に
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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（
二
）
社
会
の
成
立(13) 

デ
ュ
ル
ケ
ム
と
の
論
争
の
焦
点
の
一
っ
と
も
な
る
こ
の
論
点
に
関

し
て
も
、
そ
の
立
場
が
明
確
に
描
か
れ
て
い
る
箇
所
に
そ
の
事
情
を

探
ろ
う
。

出
発
点
は
ま
さ
し
く
社
会
的
な
る
も
の
に
よ
っ
て
、
タ
ル
ド
が
何

を
考
え
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
公
式
的
な
見
解
は
『
模

倣
の
諸
法
則
』
第
三
章
に
収
め
ら
れ
た

「
社
会
と
は
何
か
」
に
お
い

(
1
4
)
 

て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
結
論
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

[
社
会
と
は
]
互
い
の
間
で
模
倣
し
つ
つ
あ
る
限
り
で
の
、
な
い
し
は
、
現

実
的
に
模
倣
し
合
っ
て
い
な
い
に
し
て
も
互
い
に
類
似
し
て
い
る
限
り
で

の
、
そ
し
て
、
共
通
の
特
徴
が
同
じ
モ
デ
ル
の
昔
か
ら
の
コ
ビ
ー
で
あ
る

限
り
で
の
存
在
の
集
ま
り
[
で
あ
る
]〇

(
L
ー12
8
)

社
会
と
は
何
か
。
私
た
ち
は
答
え
た
。
模
倣
で
あ
る
と
。
(
L
I
1
3
4

et 
cf
.
 

L
I
1
4
7
)
 

（
人
間
）
社
会
の
定
義
を
幾
つ
か
検
討
し
た
上
で
、
タ
ル
ド
は
模

倣
に
よ
っ
て
社
会
的
繋
が
り
を
定
義
し
、
社
会
の
発
生
を
説
明
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
模
倣
は
と
言
え
ば
、
こ
れ
も
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
タ
ル
ド
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

模
倣
と
は

一
種
の
夢
遊
病
で
あ
る
。
(
L
I
1
4
7
)

会
話
や
読
書
に
由
来
す
る
観
念
や
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
喚
起
で
あ
れ
、

他
者
の
行
為
を
源
泉
と
す
る
習
慣
的
な
行
為
で
あ
れ
、
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
社
会
的
な
事
実
で
あ
り
、
模
倣
の
一
種
で
あ
る
。
こ
の
模
倣

を
可
能
に
す
る
暗
示
が
、
夢
遊
病
に
喩
え
ら
れ
、
催
眠
術
や
夢
と
い

う
一
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
大
き
な
話
題
と
な
っ
た
現
象
と
同
一
視

さ
れ
る
。
社
会
状
態
と
は
催
眠
状
態
で
あ
り
、
社
会
関
係
と
は
催
眠

状
態
の
よ
う
に
意
識
下
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い

る
、
と
一
旦
は
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
模
倣
は
ま
ず
、
科
学
と
し
て
の
社
会
学
の
成
立

．．
 

に
関
す
る
検
討
と
い
う
よ
り
広
い
文
脈
か
ら
取
り
出
さ
れ
て
き
た
概

念
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
量
を
対
象
と
す
る

科
学
が
扱
う
類
似
の
現
象
を
可
能
に
す
る
反
復
を
、
そ
の
現
象
領
域

に
応
じ
て
三
つ
、
即
ち
、
物
理
学
が
対
象
と
す
る
物
理
的
反
復
と
し

て
の
波
動
、
生
物
学
が
対
象
と
す
る
生
命
的
反
復
と
し
て
の
生
殖
と

遺
伝
、
そ
し
て
社
会
学
が
対
象
と
す
る
社
会
的
反
復
と
し
て
の
模
倣

と
し
て
取
り
出
し
、
社
会
的
な
起
源
を
有
す
る
類
似
の
発
生
を
模
倣

に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

(
c
f•L
l
7
4
 ,
 
7
6
 e
t
 
L
S
S
 

c
h
.I) 

そ
れ
で
は
、
社
会
的
反
復
と
し
て
の
模
倣
は
何
を
反
復
し
、
何
を

模
倣
す
る
の
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
重
要
な
テ
キ
ス
ト
を
や
や
長
く

な
る
が
引
用
し
よ
う
。

発
明
と
模
倣
が
基
礎
的
な
社
会
行
為
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
は

知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
行
為
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
社
会
的
実
体
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な
い
し
は
力
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
こ
の
行
為
は
社
会
的
実
体
な
い
し

は
力
の
形
式
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
。
言
い
換
え
る
と
、
何
が
発
明
さ
れ
た

り
模
倣
さ
れ
た
り
す
る
の
か
。
発
明
さ
れ
た
り
模
倣
さ
れ
た
り
す
る
も
の
、

つ
ま
り
模
倣
さ
れ
る
も
の
は
、
常
に
観
念
あ
る
い
は
意
欲
、
判
断
な
い
し

．．．． 

は
意
図
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て

一
定
程
度
の
信
念
と
欲
求
が
表
現
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
実
際
、
こ
の
信
念
と
欲
求
と
は
、
言
語
の
言
葉
、
宗
教
の

祈
り
、
国
家
の
行
政
、
法
典
の
条
文
、
道
徳
の
義
務
、
産
業
の
労
働
、
芸

術
の
手
法
、
こ
う
い
っ
た
も
の
の
真
髄
全
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
信

念
と
欲
求
、
そ
れ
が
実
体
に
し
て
力
で
あ
り
、
ま
た
、
信
念
と
欲
求
と
が

．．．． 

結
び
つ
く
感
覚
的
な
羅
の
全
て
の
根
底
に
分
析
が
見
出
す
二
つ
の
心
理
学

的
な
最
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
ず
発
明
が
、
次
い
で
模
倣
が
信
念
と

欲
求
と
を
組
織
化
し
、
用
い
る
た
め
に
そ
れ
ら
を
捉
え
る
と
き
、
そ
こ
に

は
同
様
に
真
の
社
会
的
量
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

(
L
I
2
0
4
,
 20
5
)

。

し
た
が
っ
て
、
反
復
と
し
て
の
模
倣
が
反
復
し
模
倣
す
る
の
は
、

力
と
し
て
の
信
念
と
欲
求
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
力
の
反
復
に
よ
っ
て

社
会
が
成
立
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
反
復
と
し
て
の
模

倣
は
誰
が
行
い
、
誰
が
模
倣
し
て
い
る
の
か
。
社
会
的
人
間
が
「
真

の
夢
遊
病
者
」

(
L
I
1
3
6
)

と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
文
字
通
り
に
理

解
し
よ
う
。
こ
こ
に
は
い
か
な
る
神
秘
主
義
も
奇
矯
さ
も
な
い
°
意

識
さ
れ
る
と
意
識
さ
れ
ざ
る
と
を
問
わ
ず
、
力
と
し
て
の
信
念
と
欲

求
は
反
復
さ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
社
会
は
成
立
し
、
同
時
に
社
会
的

人
間
も
成
立
す
る
。
模
倣
は
主
体
が
自
覚
的
に
統
御
出
来
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
夢
遊
病
者
や
催
眠
術
に
か
け
ら
れ
た
者
が

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
模
倣
と
い
う
反
復
を
常
に
既
に
行
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
反
復
と
し
て
の
模
倣
に
先
立
っ
て
模

倣
を
行
う
主
体
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
誰
が
模
倣
し
て

い
る
の
か
と
い
う
問
い
は
不
適
切
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
し
、

敢
え
て
言
う
と
す
れ
ば
、
力
の
反
復
こ
そ
が
主
体
で
あ
り
、
心
理
的

な
主
体
は
事
後
的
に
見
出
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
が
、
社
会
学
の
科
学
と
し
て
の
有
効
性
に
関
し
て
ど

の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
の
か
、
と
い
う
点
に
関
し
て
は
様
々
な
評

価
が
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
は
出
来
な
い

が
、
少
な
く
と
も
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
タ
ル
ド
が

一
八
九
四
年
以
来
、
司
法
省
犯
罪
統
計
局
長
を
務
め
て
い
る
こ
と
か

ら
当
然
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考
察
が
一
貫
し
て
方
法

論
的
な
視
点
に
先
立
た
れ
て
い
る
、
と
い
う
そ
の
こ
と
で
あ
る
、
即

ち
、
統
計
学
の
重
要
性
を
タ
ル
ド
は
主
張
し
、
統
計
学
に
よ
っ
て
模

倣
と
い
う
唯
一
の
社
会
関
係
に
対
し
て
計
量
可
能
性
を
確
保
す
る
の

(15
)
 

で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
信
念
と
欲
求
と
い
う
力
の
反
復
か
ら
社
会
の
成
立
を

解
き
明
か
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

統
計
学
に
裏
打
ち
さ
れ
つ
つ
、
力
の
反
復
と
し
て
の
模
倣
に
よ
っ
て

集
団
的
な
類
似
現
象
と
し
て
の
社
会
の
成
立
を
解
明
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
タ
ル
ド
の
考
察
は
、
主
体
と
構
造
、
内
と
外
、

主
体
性
と
外
在
的
拘
束
性
等
々
と
い
う
二
項
対
立
ー
—
'
お
望
み
な

ら
ば
、
個
人
的
心
理
と
集
団
表
象
と
い
っ
た
そ
の
リ
ス
ト
を
次
々
と
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挙
げ
て
い
く
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
||

の
手
前
に
あ
っ
て
、
社
会

と
い
う
現
象
の
成
立
を
可
能
に
し
て
い
る
力
の
場
に
定
位
し
て
進
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
、
社
会
と
は
力
の
場
か
ら
析

出
さ
れ
て
く
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
タ
ル
ド
社
会
学
は
、
生

．．．． 

態
学
的
な
ミ
ク
ロ
心
理
学
に
基
礎
を
置
い
た
、
ま
さ
し
く
ミ
ク
ロ
社

会
学
と
呼
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
三
）
差
異
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
考
察
の
み
で
は
、
タ
ル
ド
思
想
の
さ
ら

に
重
要
な
側
面
が
見
過
ご
さ
れ
て
し
ま
う
。
力
の
場
に
定
位
し
つ
つ

分
析
が
進
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
も

そ
も
そ
の
力
に
関
す
る
解
明
に
お
い
て
こ
そ
タ
ル
ド
思
想
の
独
創
性

と
そ
の
特
質
が
見
て
取
ら
れ
る
、
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
一
般
に
力
と
い
う
概
念
は
曖
昧
な
も
の
で
あ
り
、

取
り
扱
い
が
難
し
い
。
力
は
そ
れ
が
現
実
化
し
て
い
る
限
り
に
お
い

て
処
理
可
能
に
な
る
が
、
現
実
化
さ
れ
て
い
な
い
潜
在
的
な
力
そ
の

も
の
を
規
定
す
る
の
は
難
し
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
的
な
現
象
を
扱

う
場
合
に
は
、
力
は
、
能
力
や
習
慣
、
さ
ら
に
は
慣
習
、
或
い
は
威

力
と
い
っ
た
も
の
と
し
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

で
は
、
タ
ル
ド
は
力
な
る
概
念
に
ど
の
よ
う
な
規
定
を
与
え
て
議
論

を
進
め
て
い
る
の
か
。

信
念
と
欲
求
は
計
量
可
能
な
二
つ
の
力
と
し
て
取
り
出
さ
れ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
計
量
可
能
な
も
の
と
さ
れ
て

い
る
の
か
。
ま
ず
、
そ
れ
は
「
温
度
」

(
C
D
2
6
8
)

が
そ
う
で
あ
る

よ
う
な
強
度
1
1

内
包
量
で
あ
る
。
そ
し
て
、
内
包
量
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
限
り
、
あ
れ
こ
れ
の
力
は
同
一
の
尺
度
の
も
と
に
お
け
る
度
合

い
を
有
す
る
。
こ
の
度
合
い
は
、
一
っ
の
差
異
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
タ
ル
ド
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

私
が
欲
求
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
、
心
的
傾
向
、
精
神
的
渇
望
と
い
う
エ
ネ
ル

ギ
ー
は
、
私
が
信
念
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
、
知
的
な
つ
か
み
、
同
意
、
精
神

的
収
飲
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
同
様
、
連
続
的
で
同
質
の
流
れ
で
あ
り
、

各
々
の
精
神
に
固
有
の
情
感
性
の
色
合
い
に
よ
っ
て
多
様
に
色
づ
け
ら
れ

て
、
あ
る
時
は
分
割
さ
れ
散
ら
ば
っ
た
仕
方
で
、
あ
る
時
は
集
中
し
た
仕

方
で
、
同

一
の
も
の
と
し
て
循
環
し
、
或
る
人
か
ら
他
の
或
る
人
へ
と
同

様
、
そ
れ
ら
の
人
の
各
々

に
お
い
て
も
或
る
知
覚
か
ら
他
の
知
覚
へ
と
、

変
質
す
る
こ
と
な
し
に
伝
達
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
(
L
S
S
5
6
-
5
7
)

こ
の
一
節
は
、
信
念
と
欲
求
と
い
う
力
が
、
あ
る
種
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
そ
の
も
の

の
同
一
性
を
告
げ
て
い
る
。
だ
が
、

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
エ
ネ
ル
ギ
）
が
循
環
し
、
伝
達
さ
れ
る
と
き
に
は
、
必
ず
一
定

の
内
包
量
II
強
度
と
い
う
差
異
に
お
い
て
現
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

タ
ル
ド
の
議
論
の
背
景
に
は
、

二
つ
の
仮
説
が
あ
る
。

―
つ
は
、

個
々
の
信
念
と
欲
求
の
現
れ
の
基
礎
と
し
て
、
よ
り
根
底
的
な
エ
ネ

ル
ギ
）
を
据
え
る
と
い
う
宇
宙
論
的
な
存
在
論
で
あ
り
、
も
う
一
っ

は
、
そ
の
現
れ
を
常
に
差
異
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
差
異
の
論
理
で
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あ
る
。

前
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
社
会
現
象
•
生
命
現
象
・
物
理

現
象
と
い
う
階
層
秩
序
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
反
復
を

基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘

し
て
お
け
ば
、
こ
こ
で
は
十
分
で
あ
る

(cf
.LI2
0
5
)

。

力
が
常
に
差
異
に
お
い
て
、
差
異
と
し
て
現
れ
る
、
と
い
う
論
点

が
こ
こ
で
は
重
要
で
あ
る
。
力
の
内
包
量
II
強
度
の
議
論
を
支
え
て

い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
差
異
の
論
理
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
論
文

「
信
念
と
欲
求
」
が
、
心
的
現
象
の
測
定
可
能
性
を
主
題

と
し
、
測
定
可
能
な
唯
一
の
心
的
現
象
と
し
て
信
念
と
欲
求
を
導
入

す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
既
に
見
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
概
念
は
も

ぅ
―
つ
別
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
も
既
に
触
れ
た

通
り
だ
が
、

「
宇
宙
の
精
神
化
」
と
い
う
宇
宙
論
的
な
コ
ン
テ
ク
ス

ト
で
あ
る
。
こ
の
点
を
雄
弁
に
述
べ
る
論
文
「
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
と
社

会
学
」
は
、
宇
宙
の
精
神
化
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
、
信
念
と

欲
求
と
い
う
二
つ
の
力
を
導
入
す
る
。
さ
て
、
こ
の
宇
宙
の
精
神
化

と
い
う
主
題
な
い
し
は
「
擬
心
主
義
」
は
ど
の
よ
う
に
導
入
さ
れ
た

の
か
。
議
論
を
遡
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
差
し
当
た
り
は
、
（
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
ま
た
好
ん
で
引
用

す
る
）
ト
ム
ソ
ン
や
゜
ハ
ス
ト
ゥ
ー
ル
等
々
を
代
表
と
す
る
物
理
学
・

化
学
•
生
物
学
と
い
っ
た
当
時
の
科
学
の
現
状
が
、
「
宇
宙
を
粉
末

に
し
、
諸
存
在
を
無
際
限
に
多
様
化
し
て
い
る
」
(
M
S
4
3
)

と
い
う

事
実
へ
の
好
意
的
な
評
価
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
事
実
の

追
認
を
超
え
て
、
タ
ル
ド
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

無
限
小
へ
の
こ
の
傾
斜
の
途
中
で
留
ま
る
い
か
な
る
手
段
も
な
い
の
で
あ

り
、
確
か
に
全
く
思
い
が
け
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
無
限
小
こ
そ
全
宇

宙
の
鍵
に
な
る
の
で
あ
る
(
M
S
3
7
)

。

全
て
は
無
限
小
か
ら
発
し
、
そ
こ
に
還
る
(
M
S
3
9
)

。
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無
限
小
と
い
う
差
異
な
い
し
は
多
様
性
こ
そ
が
存
在
の
エ
レ
メ
ン

ト
で
あ
る
、
と
い
う
仮
説
が
タ
ル
ド
に
は
あ
り
、
こ
れ
が

「
宇
宙
の

精
神
化
」
と
い
う
主
題
に
結
び
つ
き
、
宇
宙
の
無
限
小
と
い
う
差
異

な
い
し
は
多
様
性
と
し
て
、
信
念
と
欲
求
と
い
う
力
が
導
入
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
し
て
導
入
さ
れ
た
力
か
ら
成
立

．．．． 

す
る
心
理
学
と
社
会
学
は
、
よ
り
正
確
に
は
、
ま
さ
し
く
微
分
的
な

ミ
ク
ロ
心
理
学
、
ミ
ク
ロ
社
会
学
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
タ
ル
ド
は
こ
の
仮
説
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー

か
ら
受
け
継
い
で
い
な
°
信
念
と
欲
求
と
い
う
概
念
は
、
科
学
と
し

て
の
社
会
学
と
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
と
い
う
哲
学
と
の
出
会
う
―
つ
の
場

所
で
あ
っ
た
。

ネ
オ
・
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー

|

「
我
仮
説
を
作
れ
り
」

タ
ル
ド
社
会
学
は
、
科
学
と
し
て
の
社
会
学
を
確
立
す
る
と
い
う

要
請
と
哲
学
的
な
思
索
と
の
幸
運
な
闘
争
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
の
闘
争
の
具
体
的
な
現
場
を
、
信
念
と
欲
求
と
い



う
概
念
に
お
い
て
見
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
哲
学
的
思
索
の
源
泉

は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
タ
ル
ド

(18) 

の

「
ネ
オ
・
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
」
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
思
索
を
受
け

継
ぎ
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
タ
ル
ド
自
ら
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
改
変
を
加

え
た
独
創
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
あ
ら
ま
し
を
簡
単
に
辿
っ
て
お

(19) 

゜

こ
う差

異
の
重
視
、
無
限
小
解
析
の
視
点
、
汎
生
気
主
義
、
こ
れ
ら
に

関
し
て
タ
ル
ド
が
汎
生
気
主
義
は

「
宇
宙
の
精
神
化
」
と
し

て
i

ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ
か
ら
直
接
に
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は

疑
い
が
な
い
。
ま
た
、
信
念
と
欲
求
と
い
う
二
つ
の
力
の
概
念
に
関

し
て
も
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の

「
表
象

(
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
)
」
と

「
欲
求

(20) 

(
a
p
p
e
t
i
t
i
o
n
)
」
）
と
い
う
基
本
概
念
の
翻
案
に
他
な
ら
な
い

(
C
f
.

ex
.
 gr. M

S
5
0
 
,
 
5
1
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
の
主
題
と
の
関
係
で

言
う
と
、
少
な
く
と
も
次
の
二
点
に
タ
ル
ド
の
立
場
が
ネ
オ
・
モ
ナ

ド
ロ
ジ
ー
た
る
所
以
が
あ
る
。

（
一
）
予
定
調
和
説
の
不
在
と
モ
ナ
ド
の
相
互
浸
透

タ
ル
ド
に
お
い
て
は
、
予
定
調
和
を
可
能
に
す
る
超
越
的
審
級
は

存
在
せ
ず
、
諸
モ
ナ
ド
は
観
念
的
な
関
係
を
有
す
る
の
で
は
な
く
、

だ
か
ら
と
言
っ
て
、
メ
ー
ヌ
・
ド

・
ビ
ラ
ン
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
努
力
の
事
実
に
お
い
て
直
接
的
で
実
効
的
な
影
響
を
認
め

る
の
で
も
な
く
、

「
諸
モ
ナ
ド
の
互
い
に
結
集
す
る
傾
向
」

(
M
S
6
6
)

を
強
調
し
、

「
互
い
に
外
的
で
あ
る
代
わ
り
に
、
相
互
に
浸
透
し
合

う
開
か
れ
た
モ
ナ
ド
」

(
M
S
5
6
)

を
肯
定
す
る
°
モ
ナ
ド
の
様
々
な

力
は
、
言
わ
ば
小
さ
な
自
我
と
し
て
相
互
に
影
響
を
与
え
合
い
、
社

会
を
構
成
す
る
。
模
倣
と
は
こ
の
モ
ナ
ド
間
の
相
互
浸
透
の
関
係
の

言
い
換
え
に
他
な
ら
な
い
。
比
喩
的
に
言
え
ば
、
モ
ナ
ド
間
に
は
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
流
の
鏡
の
映
し
合
い
の
関
係
で
は
な
く
、
写
真
に
よ

(21) 

る
「
刻
印
」
(
L
l
4
6
)

の
よ
う
な
遠
隔
的
な
影
響
関
係
が
あ
る
。
モ

ナ
ド
は
宇
宙
全
体
を
映
す
鏡
で
は
な
く
、
写
真
の
よ
う
に
写
し
合
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
映
し
合
い
こ
そ
が
社
会
を
構
成
す
る
の
で
あ

る
。

（
二
）
モ
ナ
ド
に
お
け
る
新
た
な
差
異
の
産
出

さ
ら
に
、
ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ

の
モ
ナ
ド
は
窓
の
な
い
閉
じ
た
も
の
で

あ
り
、
「
外
的
原
因
は
モ
ナ
ド
の
内
部
に
作
用
す
る
こ
と
が
出
来
な

(22) 

い
か
ら
、
モ
ナ
ド
の
自
然
的
変
化
は
内
的
原
理
か
ら
来
て
い
る
」
以

上
、
欲
求
は
「
―
つ
の
表
象
か
ら
他
の
表
象
へ
の
変
化
な
い
し
は
推

(23) 

移
を
起
こ
す
内
的
原
理
」
に
過
ぎ
ず
、
と
い
う
こ
と
は
、
モ
ナ
ド
は

多
様
性
を
自
ら
の
内
に
お
い
て
表
現
し
、
そ
の
限
り
で
差
異
を
内
的

に
産
出
す
る
と
言
う
こ
と
は
出
来
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
差
異
は
飽
く

ま
で
も
観
念
的
な
も
の
に
留
ま
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
タ
ル
ド

に
お
い
て
は
、
モ
ナ
ド
は
互
い
に
実
質
的
に
相
互
影
響
に
入
る
の
み

な
ら
ず
、
言
わ
ば
垂
直
に
開
か
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
場
か
ら
析
出
し

て
く
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
し
て
顆
現
す
る
モ
ナ
ド
同
士
が

実
質
的
に
相
互
影
響
を
与
え
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
差
異
が
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(24) 

宇
宙
に
お
い
て
二
重
の
意
味
で
産
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
見
す
る
と
お
伽
噺
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
に
対

し
、
差
異
に
対
す
る
独
自
の
直
観
を
も
と
に
改
変
を
加
え
た
上
で
、

タ
ル
ド
は
ネ
オ
・
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
の
仮
説
を
提
起
す
る
。
し
か
し
、

そ
の
仮
説
は
、
社
会
学
に
対
し
て
は
、
ミ
ク
ロ
社
会
学
と
い
う
大
き

な
果
実
を
生
み
出
す
。
そ
し
て
、
そ
の
果
実
は
、
翻
っ
て
ネ
オ
・
モ

ナ
ド
ロ
ジ
ー
仮
説
の
意
味
を
十
分
に
明
か
し
て
く
れ
る
。
こ
れ
は
、

社
会
学
と
哲
学
と
の
幸
福
な
円
環
的
な
交
渉
の
姿
で
あ
る
。
「
社
会

(25) 

学
的
探
求
と
形
而
上
学
的
解
釈
の
区
別
」
を
強
調
す
る
タ
ル
ド
に
と
っ

て
、
こ
の
円
環
的
な
交
渉
は
、
ど
ち
ら
か
が
覇
権
を
握
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
円
環
の
ご
く
基
本
的
な
場
面
を

見
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の
壮
大
な
円
環
的
な
交
渉
の
中
に
入
り
込

む
こ
と
は
、
社
会
学
に
と
っ
て
も
哲
学
に
と
っ
て
も
稔
り
あ
る
作
業

と
な
る
だ
ろ
う
。

終
わ
り
に

我
ら
が
同
時
代
人
タ
ル
ド
°
そ
の
意
味
は
二
つ
あ
る
。
―
つ
は
、

現
代
社
会
の
分
析
を
行
う
タ
ル
ド
像
で
あ
る
。
タ
ル
ド
は
新
し
い
メ

デ
ィ
ア
の
出
現
に
敏
感
で
あ
っ
た
し
、
1

実
際
に
は
不
可
能
で
あ

る

が

完

璧

な

社

会

を

「良
き
観
念
の
伝
達
が
[
…
…
]
瞬
時

に
行
わ
れ
る
」

(
L
I
1
3
0
)

よ
う
な
も
の
と
し
て
描
い
て
い
た
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
|
|
_
そ
れ
は
同
時
に
ア
ノ
ミ
ー
の
時
代
で
も
あ

る
ー
ー
ー

の
タ
ル
ド
の
姿
を
思
い
描
い
て
み
る
こ
と
は
極
め
て
興
味

深
い
。
し
か
し
、
私
た
ち
に
ま
ず
も
っ
て
貴
重
に
思
わ
れ
た
の
は
、

哲
学
的
概
念
を
創
出
す
る
大
胆
な
構
想
力
と
科
学
と
し
て
の
社
会
学

の
実
証
性
と
の
幸
福
な
結
合
の
姿
と
し
て
の
タ
ル
ド
で
あ
る
。
タ
ル

ド
は
、
「
哲
学
全
て
が
、
一
七
世
紀
に
お
い
て
は
物
理
学
を
含
み
、

一
八
世
紀
に
お
い
て
は
一
般
生
物
学
を
含
ん
で
い
た
よ
う
に
、
一
九

世
紀
に
お
い
て
は
、
そ
の
全
き
必
然
性
か
ら
―
つ
の
哲
学
が
本
質
的

で
内
在
的
な
部
分
と
し
て
―
つ
の
社
会
学
を
含
む
の
で
あ
り
、
そ
う

(26) 

い
う
わ
け
で
タ
ル
ド
は
社
会
学
者
に
な
っ
た
」
と
エ
ス
ピ
ナ
ス
が
言

う
よ
う
に
、
こ
の
時
代
に
固
有
の
幸
運
な
産
物
で
あ
る
と
言
う
べ
き

か
も
知
れ
な
い
°
確
か
に
、
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
数
学
者
・
自
然
学

者
に
し
て
哲
学
者
で
あ
る
こ
と
が
現
代
で
は
不
可
能
で
あ
る
の
と
同

じ
よ
う
に
、
同
時
に
一
人
の
人
間
が
社
会
学
者
に
し
て
哲
学
者
で
あ

る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
遅
れ
て
出
現
し
た
学

問
•
科
学
に
取
り
組
む
特
権
的
な
先
駆
者
に
の
み
許
さ
れ
た
僚
倖
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
大
切
な
の
は
、
一
人
の
個
人
に
お
い
て
二
つ

の
異
な
る
思
索
が
結
合
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
と
は
哲
学
と
い

う
活
動
と
社
会
学
と
い
う
科
学
の
活
動
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
。

か
つ
て
は
様
々
な
学
問
を
包
括
し
、
万
学
の
女
王
の
位
置
に
い
た

哲
学
が
、
様
々
な
学
問
・
科
学
を
自
ら
の
手
で
育
て
自
立
さ
せ
る
に

従
い
、
巣
立
つ
子
供
に
土
地
を
一
っ
―
つ
財
産
分
与
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
い
つ
の
間
に
か
自
ら
に
固
有
の
土
地
と
い
う
学
問
領
域
を
失
っ

て
し
ま
い
、
気
付
い
て
み
れ
ば
残
さ
れ
た
の
は
、
自
ら
の
来
歴
を
語
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り
家
系
図
を
探
る
こ
と

(II
哲
学
史
）
や
学
問
の
予
備
的
部
門

(
II

ォ
ル
ガ
ノ
ン
と
し
て
の
論
理
学
）
、
さ
ら
に
は
ニ
ッ
チ

(II
…
…
)

で
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
現
実
で
あ
る
か
に
語
ら
れ
る
。
し
か

し
、
端
的
に
言
っ

て
、
哲
学
に
は
も
と
も
と
そ
れ
固
有
の
学
問
領
域

な
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
あ
る
の
は

I

こ
こ
で
は
敢
え
て
具

体
的
に
述
べ
る
こ
と
は
し
な
い
が

|

|
家
族
的
類
似
性
を
有
す
る

活
動
と
し
て
の
哲
学
だ
け
で
あ
っ
た
。
自
然
学
も
社
会
学
も
、
そ
の

よ
う
な
哲
学
の
活
動
を
行
う
も
の
の
手
か
ら
あ
る
種
偶
然
に
生
ま
れ

た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
固
有
の
対
象
を
有
す
る
諸

科
学
と
哲
学
と
が
無
関
係
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
両
者

は
ど
ち
ら
か
が
覇
権
を
握
る
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
両

者
に
は
干
渉
が
あ
り
、
闘
争
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
緊
張
を
も
っ

た
関
係
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
°
タ
ル
ド
と

い

う

個

人

と

い

う
よ
り
は
場
は
、
哲
学
と
社
会
学
と
の
闘
争
な
い
し
は
干
渉

の
最
も
幸
運
な
姿
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
本
稿
は
、
そ
の
姿
を
具

体
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
後
の
私
た
ち
の
闘
争
な
い
し

．．．． 

は
干
渉
の
あ
り
よ
う
の
―
つ
の
ー
|
タ
ル
ド
に
よ
っ
て
発
明
さ
れ

た
ー
ー
i

モ
デ
ル
を
描
く
試
み
で
あ
っ
た
。

こ
の
モ
デ
ル
を
も
と
に

私
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
闘
争
な
い
し
は
交
渉
を
実
践
し
、
新
た
な
発

明
を
作
り
出
し
て
い
く
か
、
と
い
う
の
は
ま
た
別
の
話
で
あ
る
。

凡
例タ

ル
ド
の
著
作
の
引
用
・
指
示
は
、
註

(
8
)
に
挙
げ
た
「
タ
ル
ド
著

作
集
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
か
ら
行
う
。
こ
の

著
作
集
は
、
あ
く
ま
で
も
普
及
版
と
し
て
専
門
家
向
け
の
も
の
で
は
な
い

と
唱
わ
れ
て
い
る
の
で
、
テ
キ
ス
ト
解
釈
に
お
い
て
問
題
を
卒
む
こ
と
も

事
実
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
問
題
な
い
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。

引
用
・
指
示
は
、
略
号
を
用
い
て
頁
数
と
共
に
文
中
に
指
示
す
る
。
な
お
、

引
用
文
の
強
調
は
全
て
原
著
者
の
も
の
で
あ
る
。

了註
ヽ

本
稿
は
、
哲
学
と
社
会
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
を
求
め
ら
れ

た
白
鳥
義
彦
氏
の
依
頼
に
応
じ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
タ
ル
ド

に
つ
い
て
纏
め
て
考
え
る
機
会
を
与
え
て
下
さ
る
と
共
に
、
池
田
氏
の

論
文
を
初
め
と
す
る
資
料
の
入
手
に
関
し
て
も
便
宜
を
図
っ
て
下
さ
っ

た
こ
と
に
深
く
感
謝
し
た
い
。
ま
た
、
タ
ル
ド
に
関
す
る
論
文
執
筆
の

直
接
の
機
縁
を
与
え
て
下
さ
っ
た
同
僚
の
宮
田
員
治
氏
に
も
感
謝
し
た

ヽ

＇ 

(
2
)

米
虫
正
巳

「
「
冷
戦
の
系
譜
」
ー
社
会
学
の
哲
学
批
判
」

『
人
文
論

究
」
関
西
学
院
大
学
人
文
学
会
、
第
四
十
九
巻
第
三
号
、
一
九
九
九
年
、

を
参
照
。
こ
の
極
め
て
優
れ
た
論
文
は
、
同
著
者
に
よ
る
「
社
会
的
な

も
の
の
閉
域
」
（
「
人
文
論
究
」

関
西
学
院
大
学
人
文
学
会
、
第
五
十
巻

第
二
•
三
号
、
二
0
0
0
年
）
と
共
に
、
問
題
の
所
在
を
極
め
て
明
晰

に
摘
出
し
て
い
る
。
な
お
、
哲
学
か
ら
社
会
学
へ
と
向
け
ら
れ
た
批
判

の
一
例
と
し
て
、
廣
松
渉
に
よ
る
四
肢
的
構
造
論
か
ら
す
る
デ
ュ
ル
ケ

ム
論
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
「
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
倫
理
学
説
の
批
判
的
継

承」

「世
界
の
共
同
主
観
的
存
在
構
造
』
勁
草
書
房
、

一
九
七
二
年

（
『
廣
松
渉
著
作
集
」
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
。

(
3
)
米
虫
、
前
掲
論
文
、
五
六
か
ら
五
七
頁
、
を
参
照
。
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(
4
)
 
H
e
n
n
 B
e
r
g
s
o
n
,
 Me

l
a
n
g
e
s
,
 Pa

r
i
s
,
 P

U
F
,
 19

7
2
,
 p
p
.7
9
9
 ,
 
8
0
1
 

et 
8
1
1
 ,
 
8
1
3
.
 

(
5
)
 
C
f
.
 R
o
b
e
r
t
 P
a
r
k
,
 T

h
e
 C
r
o
w
d
 a
n
d
 t
h
e
 P
u
b
l
i
c
,
 Ch

i
c
a
g
o
,
 

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
o
f
 
C
h
i
c
a
g
o
 P
r
e
s
s
,
 1972・ 

(
6
)

次
の
書
物
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

横
山
滋
「
模
倣
の
社
会
学
』
丸
善
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
一
年
。

今
村
仁
司
『
群
衆
モ
ン
ス
タ
ー
の
誕
生
」
ち
く
ま
新
書
、

一
九
九
六
年
。

S
e
r
g
e
 
M
o
s
c
o
v
i
c
i
,
 L

'a
g
e
 d
e
s
 j
o
u
l
e
s
,
 P

a
r
i
s
,
 F

a
y
a
r
d
,
 

1
9
8
1
.
 

(
7
)

私
の
知
る
限
り
で
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
タ
ル
ド
に
触
れ
て
い
る
箇
所
は
、

全
部
で
八
箇
所
あ
る
。
参
照
さ
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
は
、
社
会
学
四
部

作
と
小
編
「
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
と
社
会
学
」
及
び
「
普
遍
的
変
化
」
で
あ

る。

(cf.
G
i
l
l
e
s
 D
e
l
e
u
z
e
,
 ≪L

a
 c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
 d
e
 l
a
 d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
 

c
h
e
z
 
B
e
r
g
s
o
n
≫

,
 i

n
 
L
e
s
 
E
t
u
d
e
s
 
b
e
r
g
s
o
n
i
e
n
n
e
s
,
 vol. 

I
V
,
 19

5
6
,
 r

e
p
r
i
s
 
i
n
 
L
'
f
 le 
d
e
s
e
r
t
e
 
et 
a
u
t
r
e
s
 
t
e
x
t
e
s
,
 

P
a
r
i
s
,
 M

i
n
u
i
t
,
 2

0
0
2
,
 p
.57; 
D
i
f
f
e
r
e
n
c
e
 
et 
r
e
p
e
t
i
t
i
o
n
,
 

P
a
r
i
s
,
 P

U
F
,
 19

6
8
,
 pp
.
 38
 ,
 
3
9
,
 10

4
 ,
 
1
0
5
 et 264; 
(
a
v
e
c
 F
e
l
i
x
 

G
u
a
t
t
a
r
i
)
 
M
i
l
l
e
 p
l
a
t
e
a
u
x
,
 P

a
r
i
s
,
 M

i
n
u
i
t
,
 1

9
8
0
,
 p
p
.
 

2
6
7
 ,
 
268; 
F
o
u
c
a
u
l
t
,
 P

a
r
i
s
,
 M

i
n
u
i
t
,
 19

8
6
,
 p
.
 81; 

L
e
 p
l
i
,
 

P
a
r
i
s
,
 M

i
n
u
i
t
,
 19

8
8
,
 p
.1
1
6
 
et 
1
4
7
)

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
タ
ル

ド
哲
学
の
総
体
を
、
「
全
き
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
、
ミ
ク
ロ
社
会
学
を
基

礎
つ
け
る
差
異
と
反
復
の
弁
証
法
」

(
D
i
f
f
e
r
e
n
c
e
et 
r
e
p
e
t
i
t
i
o
n
,
 

o
p
.
 cit
., 
p
.1
0
5
)

と
要
約
し
て
い
る
が
、
そ
の
タ
ル
ド
論
の
主
題

は、

(
i
)
差
異
と
反
復
の
（
ヘ

ー
ゲ
ル
的
で
は
な
い
）
弁
証
法

(cf・

L
-
t
l
e

忌
s
e
r
t
e
et 
a
u
t
r
e
s
 
t
e
x
t
e
s
,
 l

o
c
.
 cit
.;
 Di
f
f
e
r
e
n
c
e
 et 

忌
p
翌
t
i
o
n
,
0
 p
.
 cit
., 
p
p
.3
8
 ,
 
3
9
 
et 
1
0
4
)
、（
iill)

ミ
ク
ロ
社
会

学

(
c
f
•
D
i
f
f
e
r
e
n
c
e
 et 
r
e
p
翌
t
i
o
n
,
0
 p
.
 cit
., 
p
p
.
 10

4
 ,
 
105; 

M
i
l
l
e
 
p
l
a
t
e
a
 

g
 
o
p
.
 cit
., 

p
p
.2
6
7
 ,
 
268; 
F
o
u
c
a
u
l
t
,
 o
p
.
 

cit
., 
p

.

8
1
)、
（
面
）
対
立
の
論
理
(
c
f
•
D
i
f
f
e
r
e
n
c
e
 e
t
 r
e
p
翌
t
i
o
n、

o
p
.
 cit
., 
p

.

2
6
4
)
、
（•
I
V
)
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
解
釈

(
c
f
.
L
e
 pl
i
,
 op・ 

cit
., 
p
.1
1
6
 
et 
1
4
7
)

に
わ
た
る
。

(
i
)
は
タ
ル
ド
思
想
全
体
を
俯

緻
し
つ
つ
『
差
異
と
反
復
』
の
問
題
構
成
全
体
と
関
わ
る
極
め
て
重
要

な
（
し
か
し
難
解
な
）
議
論
で
あ
り
、

(iill)

は
、
分
子
的
／
モ
ル
状

的
と
い
う
『
千
の
高
原
』
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
―
つ
に
お
い
て
捉
え
返
さ

れ
た
上
で
、
フ
ー
コ
ー
の
権
力
論
と
プ
ル
デ
ュ
ー
社
会
学
と
接
合
さ
れ

る
。
本
稿
の
議
論
を
以
上
と
関
係
づ
け
る
な
ら
、

(iill)

を
介
し
て

(
i
)
の
と
ば
口
ま
で
至
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
そ
の
人
の
解
釈
と
は
別
に
、
タ
ル
ド
を
読
み
進

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
差
異
に
対
す
る
直
観
、
反
復
の
論
理
か
ら
な
る

壮
大
な
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
11
シ
ス
テ
ム
構
築
、
可
能
性
な
い
し
は
潜
在
性

概
念
の
重
視
、
等
々
、
タ
ル
ド
哲
学
と
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
と
の
構
造
的

な
近
さ
を
改
め
て
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。
ネ
オ
・
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
の
系
譜

と
言
え
よ
う
こ
の
思
索
の
ラ
イ
ン
|
|
；
て
の
間
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
リ
ュ

イ
エ
が
い
る
ー
を
一
っ
―
つ
読
み
直
す
こ
と
は
、
極
め
て
興
味
深
い
主

題
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
次
の
書
物
が
小
著
な
が
ら
興

味
深
い
。

C
f
.
P
i
e
r
r
e
 M
o
n
t
e
b
e
l
l
o
,
 L

'a
u
t
r
e
 m
e
t
a
p
h
y
s
i
q
u
e
.
 

E
s
s
a
i
 s
u
r
 R
a
v
a
i
s
s
o
n
,
 T

a
r
d
e
,
 N

i
e
t
z
s
c
h
e
 
e
t
 
B
e
r
g
s
o
n
,
 

P
a
r
i
s
,
 D

e
s
c
l
窓

d
e
B
r
o
u
w
e
r
,
 20

0
3
.
 

な
お
、
『
差
異
と
反
復
』
及
び
『
千
の
高
原
」
に
お
け
る
タ
ル
ド
解

釈
に
関
し
て
は
、
次
の
書
物
に
簡
単
な
紹
介
が
あ
る
。

児
玉
幹
夫
『
〈
社
会
的
な
も
の
〉
の
探
求
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
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d
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み
込
ん
だ
研
究
は
、
少
な
く
と
も
本
邦
に
お
い
て
は
未
だ
出
現
し
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
次
の
諸
論
考
を
参
考
の
こ
と
。

大
野
道
邦

「「
構
造
化
さ
れ
た
も
の
」
と
『
構
造
化
す
る
も
の
』

デ
ュ
ル
ケ
ム
と
タ
ル
ド

の
論
争
」『
社
会
学
の
焦
点
を
求
め
て
』
碓
井
・

丸
山
他
編
、
ア
カ
デ
ミ
ア
出
版
会
、

一
九
八
六
年
、
所
収

i

池
田
祥

英

「
タ
ル
ド
11
デ
ュ
ル
ケ
ム
論
争
に
お
け
る
社
会
学
方
法
論
」
『
日
仏

社
会
学
年
報
』
第
八
号
、

一
九
九
八
年

i

米
虫
正
巳

「
タ
ル
ド

ー
デ
ュ

ル
ケ
ム
論
争
を
め
ぐ
っ
て
」『
人
文
論
究
』
関
西
学
院
大
学
人
文
学
会
、

第
四
十
八
巻
第
三
号、

一
九
九
八
年
。
C
f
.
J
e
a
n
 M
i
l
e
t
,
 o
p
.
 cit
., 

p
p
.2
4
7
 ,
 
2
5
7
.
 

(14
)
但
し
、
他
の
現
象
領
域
と
区
別
さ
れ
る

（
社
会
的
な

）
類
似
に
基
づ

い
て
社
会
を
考
察
す
る
視
点
と
は
別
に
、
汎
社
会
学
主
義
と
で
も
言
う

べ
き
視
点
か
も
う

一
方
に
あ
る
。
日
く
、

「
全
て
の
事
物
は

―
つ
の
社

会
で
あ
り
、
全
て
の
現
象
は
社
会
的
事
実
で
あ
る
」
(
M
S
5
8
)

と
。

そ
し
て
こ

の
論
文
の
後
半
は
、
当
時
の
生
物
学
に
基
礎
を
置
い
た
社
会

有
機
体
説
を
批
判
し
、
社
会
を
有
機
体
に
な
ぞ
ら
え
て
理
解
す
る
見
解

•••••••••• 

は
逆
転
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
反
対
に
有
機
体
の
構
造
こ
そ
が
か

••
••••••••••

•••••• 

え
っ
て
社
会
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
多
く
の
反
論

に
答
え
た
上
で
、
こ
の
汎
社
会
学
主
義

「
普
遍
的
な
社
会
学
的
視

点
」
(
M
S
8
5
)

の
積
極
的
な
教
え
を
取
り
出
す
と
い
う
独
創
的

に
し
て
か
な
り
大
胆
な
考
察
を
行

っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
存
在

(
e
t
r
e
)

の
思
想
に
代
わ
る
所
有

(
a
v
o
ir)

の
思
想
の
提
示
と
い
う

論
点
を
初
め
と
し
て
、
様
々
な
思
索
の
宝
庫
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
狭
義
の
意
味
で
の
社
会
の
定
義
と
の
関
係
を
含
め
て
、
検
討
課
題

と
し
た
い
。
差
し
当
た
り
は
、

L
a
z
z
a
r
a
t
o

に
な
ら
っ
て
、

「
タ
ル

ド
は

「
社
会
的
な
も
の
」
の
概
念
を
二
つ
の
意
味
に
お
い

て
理
解
し
て

い
る
。
一

っ
目
の
意
味
は
、
存
在
論
的
な
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
。
ニ

つ
目
の
意
味
は
、
こ
の

―
つ
目
の
も
の
を
基
礎
に
構
築
さ
れ
た
固
有
の

意
味
に
お
け
る
社
会
的
な
も

の
を
含
ん
で
い
る

」

(
M
a
u
r
i
c
e

L
a
z
z
a
r
a
 to
,
 ≪

G
a
b
r
iel 
T
a
r
d
e
 :
 un
 v
it
a
li
s
m
e
 p
o
li
ti
que≫
,
 in
 

M
o
n
a
d
o
l
o
g
i
e
e
t
 s
o
c
i
o
l
o
g
i
e
,
 o
p
.
 cit
., 
p
.1
3
3
)
と
理
解
し
て

お
き
た
い
。
こ
こ
で
考
察
す
る
の
は
、
後
者
の
狭
義
の
意
味
に
お
け
る

社
会
の
定
義
で
あ
る
。

(15
)

こ
の
点
は
、

一
八
八

0
年
の
論
文

「
信
念
と
欲
求
」
以
来

一
貫
し
て

い
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
論
文
の
主
題
は
、
心
理
現
象
の
う
ち
か
ら
計

測
可
能
な
量
を
引
き
出
す
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
心
理
現
象
に

対
す
る
個
人
的
尺
度
の
み
な
ら
ず、

集
団
的
尺
度
の
実
在
の
有
無
を
考

察
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
統
計
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
C
f
.
C
R
2
4
1
 ,
 
242; 
L
i
c
h
.
 4; 

5
7
 ,
 
5
8
.
 

な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
タ
ル
ド
に
お
け
る
統
計
学
の
方
法
論

的
重
要
性
を
解
明
す
る
次
の
論
文
を
参
照
の
こ
と
。

C
f
.
 J
e
a
n
 ,
 Ph
i
l
i
p
p
e
 A
n
t
o
i
n
e
,
 ≪

S
t
a
t
i
s
t
iq
 ue
 et m
e
ta
p
h
o
r
e
.
 

N
o
t
e
 s
u
r
 l
a
 
m
e
t
h
o
d
e
 s
o
c
i
o
lo
g
i
q
u
e
 d
e
 T
a
r
d
e
≫
,
 in
 
L
e
s
 

loi
s
 d
e
 l

'i
m
i
t
a
t
i
o
n
,
 o
p
.
 cit. 

s
u
r
t
o
u
t
,
 p
p
.2
7
1
-2
8
0
.
 

(16) Cf• 

H
e
n
r
i
 B
e
r
g
s
o
n
,
 L

e
s
 d
o
n
n
e
e
s
 i
m
m
e
d
i
a
t
e
s
 
d
e
 
l
a
 

c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
,
 i

n
 
C
E
u
v
r
e
s
,
 P

a
r
i
s
,
 P

U
F
,
 1

9
5
9
,
 p
.1
3
5
;
 

M
a
t
re
 et 
m
e
m
o
i
r
e
,
 in
 
C
E
u
v
r
e
s
,
 o
p
.
 cit
., 
p
.3
3
6
.
 

(17)

但
し
、
差
異
こ
そ
が
宇
宙
の
源
泉
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
タ
ル

ド
に
固
有
の
言
わ
ば
基
本
的
な
直
観
で
あ
り
、
タ
ル
ド
の
最
も
初
期
の

哲
学
的
著
作
は

「
普
遍
的
差
異
」

(
1
8
7
0
)

と
題
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

同
じ
く
初
期
の
論
文
の
内
容
を
含
む
と
い
う

「
普
遍
的
変
化
」
は、

「差
異
を
そ
れ
自
身
に
対
す
る
目
的
と
し
て
与
え
る
」

(
V
U
3
9
1
)
と
い
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う
仮
説
を
主
題
化
し
て
い
る
。

C
f
.
J
e
a
n
 M
i
l
e
t
,
 o
p
.
 cit
., 
p
.7
6
.
 

(18) 
C
f
.
 
I
b
i
d
., 
p
.1
4
7
.
 

(19)

ジ
ャ
ン
・
ミ
レ
ー
に
よ
れ
ば
、
タ
ル
ド
の
哲
学
的
思
索
の
ポ
イ
ン
ト

は
、
そ
の
孤
独
な
思
索
か
ら
生
ま
れ
た
三
つ
の
直
観
に
応
じ
て
三
つ
の

「
形
而
上
学
的
原
理
」

(
I
b
i
d
.,
p
.1
4
9
)
、
即
ち
、
存
在
の
個
体
発
生

的
な
差
異
化
1
1
分
化
の
原
理
、
可
能
的
な
も
の
の
先
在
の
原
理
、
実
在

の
無
限
小
的
な
性
格
の
原
理
、
に
要
約
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
全
体
と
し
て
の
関

連
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
研
究
の
現
状
を
踏
ま
え
て
分
析
す
る
こ
と
は
こ
こ

で
は
出
来
な
い
。
と
り
わ
け
、
可
能
性
概
念
な
い
し
は
潜
在
性
概
念

タ
ル
ド
は
潜
在
性

(
v
i
r
t
u
a
l
i
te)

と
い
う
用
語
を
も
多
用
す
る

ー
ー

の
扱
い
に
は
、
ミ
レ
ー
と
は
異
な
る
繊
細
さ
が
必
要
と
さ
れ
よ

う
。
な
お
、
以
下
の
論
述
に
あ
た
っ
て
、
次
の
論
文
を
参
考
に
し
た
。

C
f
.
 
E
r
i
c
 
A
l
l
i
e
z
,
 ≪

T
a
r
d
e
 
et 
le 

p
r
o
b
l
e
m
e
 
d
e
 
l
a
 

c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
≫
,
 in
 M
o
n
a
d
o
l
o
g
i
e
 et s
o
c
i
o
l
o
g
i
e
,
 o
p
.
 cit
.
 

(20) 
G
.
 W
.
 

L
e
i
b
n
i
z
,
 M

o
n
a
d
o
l
o
g
i
e
,
 §1

4
 ,
 
1
5
.
 

(21)

な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ス
ビ
ノ
ザ
に
対
す
る
タ
ル
ド
自
身
の

批
判
的
評
価

(cf.
e
x
.
 g
r
.
 M

S

 48)
に
か
か
わ
ら
ず
、
『
エ
チ
カ
』

第
三
部
に
お
け
る
模
倣
論
と
の
比
較
的
検
討
は
興
味
深
い
主
題
と
な
る

だ
ろ
う
。

(22) 
M
o
n
a
d
o
l
o
g
i
e
,
 §

1
1
.
 

(23) 
I
b
i
d
., 

§
1
5
.
 

(24)

こ
の
方
向
に
お
い
て
、
タ
ル
ド
に
お
け
る
可
能
性
概
念
な
い
し
は
潜

在
性
概
念
を
読
み
抜
く
こ
と
は
重
要
な
課
題
と
な
ろ
う
。

C
f
.

M
a
u
r
i
c
e
 L
a
z
z
a
r
a
t
o
,
 ar

t
.
 cit
., 
p
p
.1
1
6
 ,
 
1
1
8
.
 

(25) 
J
e
a
n
 M
i
l
e
t
,
 o
p
.
 cit
., 
p
.1
4
6
.
 

(26) 
C
i
t
e
 
m
 
J
e
a
n
 M
i
l
e
t
,
 o
p
.
 cit
., 
p
.2
3
9
.
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