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八

「
種
の
論
理
」
と
「
社
会
的
な
も
の
」
の
問
い

―
―
田
辺
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
派
―
―

杉

村

 

靖

彦

　

藤
田
正
勝
先
生
か
ら
は
、
先
生
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
演
習
に
出
て
い
た
学
生
時
代
か
ら
、
京
大
文
学
研
究
科
の
同
僚
と
し
て
ご
一
緒
す
る
幸

運
に
恵
ま
れ
た
期
間
ま
で
、
長
き
に
わ
た
っ
て
本
当
に
多
く
の
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
今
回
ご
退
職
記
念
号
に
寄
稿
す
る
よ
う
に

と
の
お
誘
い
を
い
た
だ
い
て
、
あ
れ
こ
れ
の
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
は
感
慨
を
新
た
に
し
つ
つ
、
こ
の
文
を
記
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
帰
り

の
先
生
に
よ
る
、
一
字
一
句
も
ゆ
る
が
せ
に
せ
ぬ
あ
の
伝
説
的
な
『
精
神
現
象
学
』
の
演
習
、
そ
の
後
宗
教
学
専
修
の
助
教
授
に
着
任
さ

れ
た
先
生
か
ら
博
士
課
程
学
生
と
し
て
受
け
た
ご
指
導
、
そ
し
て
一
九
九
五
年
に
新
設
の
日
本
哲
学
史
専
修
の
初
代
教
授
に
な
ら
れ
て
か

ら
の
、「
日
本
哲
学
史
」
と
い
う
学
問
分
野
の
土
台
作
り
を
意
識
さ
れ
た
お
仕
事
の
数
々
。
そ
の
全
て
の
時
期
を
通
し
て
、
私
に
と
っ
て

の
藤
田
先
生
の
イ
メ
ー
ジ
は
驚
く
ほ
ど
一
貫
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
厳
密
に
読
み
、
徹
底
的
に
調
べ
、
全
て
を
明
晰
に
表
現
で
き
る
準
備

が
で
き
る
ま
で
は
決
し
て
不
用
意
な
こ
と
は
い
わ
な
い
、
き
わ
め
て
誠
実
な
本
格
派
の
学
者
と
し
て
の
お
姿
で
あ
る
。

　

哲
学
に
お
い
て
す
ら
テ
ク
ス
ト
の
「
独
創
的
」
な
読
み
の
華
や
か
さ
が
競
わ
れ
る
よ
う
な
風
潮
の
中
で
は
、
先
生
の
ご
研
究
は
一
見
地

味
な
印
象
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
投
入
さ
れ
た
莫
大
な
労
力
と
、
そ
れ
に
裏
打
ち
さ
れ
た
あ
る
種
の
凄
味
は
、
本

当
に
意
味
の
あ
る
研
究
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
示
し
て
い
る
。
今
か
ら
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
先
生
が
日
本
哲
学
史
専
修
に
着
任
さ



三
九

「
種
の
論
理
」
と
「
社
会
的
な
も
の
」
の
問
い
〔
杉
村
〕

れ
た
頃
と
い
う
の
は
、「
日
本
哲
学
」
な
る
も
の
、
と
く
に
京
都
学
派
の
哲
学
に
つ
い
て
、
歴
史
的
に
適
切
な
距
離
を
も
っ
て
批
判
的
か

つ
建
設
的
に
問
い
直
す
こ
と
が
よ
う
や
く
可
能
に
な
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
が
哲
学
的
に
大
き
な
意
義
を
も
つ
課
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ

て
き
た
時
期
で
あ
っ
た
と
思
う
。
先
生
は
こ
う
し
た
課
題
を
明
確
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
皆
が
そ
れ
に
共
同
で
取
り
組
め
る
よ
う
に
す

る
た
め
の
地
な
ら
し
の
作
業
に
も
心
血
を
注
が
れ
た
。
そ
の
成
果
と
し
て
、
現
在
私
た
ち
は
、
新
版
の
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』、
岩
波
文

庫
版
の
『
善
の
研
究
』、
同
じ
く
岩
波
文
庫
の
『
田
辺
元
哲
学
選
』
全
四
巻
、
講
談
社
学
術
文
庫
版
の
九
鬼
周
蔵
『
い
き
の
構
造
』
等
々
、

先
生
が
編
集
・
注
解
さ
れ
た
基
本
テ
ク
ス
ト
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。　
　
　

　

先
生
の
用
意
周
到
で
不
偏
不
党
な
注
釈
は
、
そ
の
精
密
さ
に
よ
っ
て
圧
倒
的
な
印
象
を
与
え
る
が
、
少
な
く
と
も
私
に
は
、
こ
の
よ
う

な
精
度
の
注
釈
を
重
ね
て
い
く
と
い
う
所
作
自
体
が
、
単
な
る
文
献
学
的
な
正
確
さ
の
問
題
を
超
え
て
、
先
生
の
日
本
哲
学
研
究
の
態
度

表
明
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
日
本
」
哲
学
を
語
る
と
き
、
評
価
す
る
に
せ
よ
批
判
す
る
に
せ
よ
、
そ
れ
を
本

質
化
し
、
特
殊
で
例
外
的
な
事
象
と
し
て
扱
い
た
い
と
い
う
誘
惑
が
私
た
ち
を
待
ち
構
え
て
い
る
。
先
生
が
紡
い
で
い
か
れ
る
注
釈
の
網

目
は
、
そ
う
し
た
誘
惑
か
ら
す
る
り
と
身
を
か
わ
し
て
、
西
田
や
田
辺
ら
の
テ
ク
ス
ト
が
、「
外
部
」（「
日
本
」
の
外
部
と
し
て
の
西
洋

哲
学
の
み
な
ら
ず
、「
哲
学
」
の
外
部
と
し
て
の
諸
科
学
や
文
学
・
芸
術
等
）
か
ら
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
も
の
を
吸
収
し
、
そ
の
独
自
の
吸

収
の
仕
方
に
よ
っ
て
自
ら
の
内
部
に
外
部
へ
の
無
数
の
通
路
を
潜
ま
せ
て
い
る
か
を
教
え
て
く
れ
る
。
こ
の
無
数
の
通
路
を
た
ど
り
直
し

な
が
ら
彼
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
再
読
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
日
本
哲
学
の
「
開
か
れ
た
」
固
有
性
を
探
索
し
開
拓
し
て
い
く
た
め
に
踏
む
べ
き

ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
藤
田
先
生
の
お
仕
事
か
ら
私
が
個
人
的
に
受
け
取
っ
て
き
た
教
え
で
あ
る
。

　

こ
の
教
え
を
実
践
す
る
よ
う
な
形
で
、
こ
こ
十
年
近
く
に
わ
た
っ
て
、
私
は
自
ら
の
現
代
仏
独
哲
学
の
研
究
の
中
に
西
田
や
田
辺
に
つ

い
て
の
研
究
を
意
図
的
に
組
み
込
ん
で
、
彼
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
潜
む
現
代
仏
独
哲
学
へ
の
通
路
を
掘
り
出
し
て
そ
の
哲
学
的
意
義
を
問
う

作
業
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
発
信
し
て
き
た
。
以
下
に
記
す
論
考
は
、
そ
う
し
た
仕
事
の
内
の
最
近
の
も
の
を
日
本
語
で
書
き
直
し
た
も
の
で
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あ
る（

1
）。
藤
田
先
生
か
ら
（
勝
手
に
）
頂
い
た
宿
題
に
対
す
る
中
間
報
告
の
つ
も
り
で
、
こ
こ
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

一　

問
題
の
所
在

　
「
種
の
論
理
」
は
、
そ
の
惜
し
む
べ
き
未
完
成
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
田
辺
元
と
い
う
哲
学
者
の
際
立
っ
た
独
自
性
を
証
示
す
る
哲
学
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
彼
の
哲
学
を
構
成
す
る
全
て
の
要
素
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、「
種
」
と
い
う
名
称
に
よ
っ
て
「
社
会
存
在
」
の

本
質
的
役
割
を
強
調
す
る
こ
の
論
理
に
は
、
当
時
を
代
表
す
る
数
々
の
哲
学
思
潮
と
の
対
論
―
実
際
の
対
論
で
あ
れ
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
対

論
で
あ
れ
―
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
た
複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
が
畳
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　

日
本
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
は
、
種
の
論
理
は
、
師
西
田
が
作
り
上
げ
た
「
絶
対
無
の
場
所
」
の
哲
学
へ
の
批
判
を
起
点
と
し
て
、
田

辺
が
彼
自
身
の
絶
対
無
の
哲
学
を
う
ち
だ
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
に
属
し
て
い
る
。
西
田
の
い
う
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ

の
自
己
が
自
ら
を
完
全
に
無
に
し
、
い
わ
ば
「
無
の
鏡
」
と
化
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
て
の
も
の
が
「
事
実
其
儘
に
」
映
さ
れ
る
超
越
論

的
な
場
と
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
田
辺
は
こ
の
西
田
の
行
き
方
を
、
あ
る
種
の
神
秘
主
義
的
な
観
想
を
第
一
哲
学
の
次
元
に
も
ち
こ
み
、

philo-sophia

と
し
て
の
哲
学
本
来
の
動
性
を
ふ
さ
ぐ
も
の
だ
と
し
て
批
判
し
た
（「
西
田
先
生
の
教
を
仰
ぐ
」（
一
九
三
〇
））。
そ
し
て

そ
れ
を
契
機
と
し
て
、
一
九
三
〇
年
代
の
初
め
か
ら
、
自
ら
自
身
、
よ
り
「
弁
証
法
的
」
な
仕
方
で
絶
対
無
の
概
念
を
構
築
し
始
め
た
の

で
あ
る
。
田
辺
は
そ
れ
を
、
鏡
よ
り
も
む
し
ろ
「
渦
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
語
る
こ
と
を
好
ん
だ
。
彼
に
と
っ
て
、「
真
の
実
在
」
は
、
本
質

的
に
非
合
理
性
や
偶
然
性
に
刺
し
抜
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
事
実
其
儘
」
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
く
、「
無
窮
の
動

性
」
へ
と
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
観
想
で
は
な
く
真
の
「
行
為
」
の
み
が
、
有
を
無
へ
、
無
を
有
へ
と
た
え
ず
転
換
さ
せ
る
渦
の
ご
と

き
絶
対
的
な
動
性
に
参
入
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
世
界
に
全
く
新
た
な
も
の
を
到
来
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る（

2
）。
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い
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杉
村
〕

　

と
は
い
え
、西
田
と
田
辺
と
い
う
京
都
学
派
の
哲
学
の
二
人
の
「
創
始
者
」
の
間
の
こ
う
し
た
対
立
は
、何
や
ら
謎
め
い
た
「
無
の
哲
学
」

の
枠
内
で
し
か
意
味
を
も
た
な
い
ロ
ー
カ
ル
な
出
来
事
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
。
西
田
が
「
絶
対
無
の
場
所
」
の
哲
学
へ
と
導
か
れ
た

の
は
、
同
時
代
の
代
表
的
な
西
洋
哲
学
者
た
ち
と
の
熱
心
な
「
対
話
」
―
も
ち
ろ
ん
一
方
向
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
―
を
通
し
て
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
西
田
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
い
っ
た
哲
学
者
た
ち
と
、「
直
接
に
与
え
ら
れ
た
事
象
そ
れ
自
体
へ

の
還
帰
」
と
い
う
志
―
こ
れ
はF

・
ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
い
う
「
一
九
〇
〇
年
と
い
う
モ
ー
メ
ン
ト
（m

om
ent 1900

）」
の
重
要
な
構
成
要

素
で
あ
る（

3
）―
を
共
有
し
て
い
た
。田
辺
は
同
時
代
の
世
界
―
こ
の
場
合
は「
西
洋
」世
界
と
い
う
こ
と
だ
が
―
の
哲
学
に
お
い
て
起
こ
っ

て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
西
田
よ
り
も
さ
ら
に
鋭
敏
に
反
応
し
、
そ
こ
か
ら
受
け
た
刺
激
を
全
て
自
ら
の
思
索
に
組
み
こ
ん
で
い
っ
た
。

た
だ
し
、
田
辺
が
参
照
軸
と
し
た
同
時
代
の
知
的
状
況
は
、
も
は
や
西
田
の
そ
れ
と
同
じ
で
は
な
か
っ
た
。
第
一
次
大
戦
が
も
た
ら
し
た

破
局
的
な
状
況（

4
）の
下
で
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学（
た
と
え
ば
現
象
学
）は
、一
九
二
〇
年
代
を
通
し
て
、（
直
接
）所
与
性（G

egebenheit

）

か
ら
動
揺
性（B

ew
egtheit

）へ
と
重
心
を
移
動
さ
せ
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、一
九
一
八
年
か
ら『
存
在
と
時
間
』刊
行（
一
九
二
七

年
）
に
か
け
て
の
若
き
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
一
連
の
講
義
が
示
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
田
辺
は
一
九
二
二
年
か
ら
一
九
二
四
年
に
か
け
て

の
ド
イ
ツ
留
学
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
決
定
的
な
出
会
い
を
は
た
し
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
動
揺
性
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身

の
言
い
方
を
用
い
れ
ば
、ま
さ
に
「
歴
史
性
（G

eschichtlichkeit

）」
の
「
不
―
穏
（U

n-ruhe

）」
に
か
か
わ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、

同
じ
事
柄
は
、
当
時
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
は
別
の
経
路
か
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
問
わ
れ
て
い
た
。
と
く
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な

の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
勃
興
に
刺
激
さ
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
復
興
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
こ
う
し
た
同
時
代
の
動
き
に
入
り
こ
ん
で

い
く
中
で
、
田
辺
は
絶
対
無
を
歴
史
的
世
界
の
動
性
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
動
態
的
に
と
ら
え
る
と
い
う
発
想
に
辿
り
つ
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、「
事
象
そ
の
も
の
へ （Zu den Sachen selbst

）」
と
い
う
現
象
学
の
格
率
は
、「Sachlichkeitsdialektik

〔
田
辺
が
「
即
物
弁

証
法
」
と
い
う
自
ら
の
術
語
に
あ
て
た
ド
イ
ツ
語
、Sachdialektik

と
も
い
う
〕」（

5
）
な
る
立
場
へ
と
引
き
つ
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
田
辺
に
と
っ
て
、
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事
象
そ
の
も
の
は
決
し
て
直
接
に
「
与
え
ら
れ
る
」
も
の
で
は
な
く
、
絶
対
否
定
的
か
つ
絶
対
革
新
的
な
真
の
行
為
を
媒
介
に
し
て
「
出

来
す
る
」
も
の
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
「
種
」
と
い
う
概
念
が
田
辺
哲
学
の
前
面
に
出
て
く
る
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
種
の

論
理
に
お
い
て
哲
学
的
に
賭
け
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
も
ち
ろ
ん
ま
ず
も
っ
て
「
論
理
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
類
に
も
個
に
も

決
し
て
解
消
で
き
な
い
中
間
項
の
絶
対
に
還
元
不
可
能
な
性
格
を
際
立
た
せ
よ
う
と
す
る
論
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
単
な
る
形
式

論
理
で
は
な
く
弁
証
法
論
理
で
あ
る
以
上
は
、
事
象
そ
の
も
の
の
事
象
性
（Sachlichkeit

）
を
な
す
「
渦
」
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
導
き
入

れ
る
は
ず
で
あ
り
、
中
間
項
の
還
元
不
可
能
性
は
「
現
実
」
に
お
い
て
対
応
物
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
弁
証
法
的
な
媒
介
者

と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
を
無
窮
の
動
性
と
化
す
本
質
的
な
不
透
明
性
に
呼
応
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
田
辺

の
い
う
「
種
」
と
は
、
単
な
る
論
理
的
中
間
項
で
は
な
く
、
現
実
世
界
に
お
い
て
絶
対
に
不
可
欠
な
媒
介
者
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
よ
う
な
媒
介
者
は
、
ま
さ
に
「
社
会
存
在
」
の
内
に
見
て
と
ら
れ
る
。
社
会
存
在
と
い
う
問
題
系
は
、
田
辺
が
強
く
結
び
つ
い
て
い

た
ヘ
ー
ゲ
ル
系
統
の
思
想
で
は
「
人
倫 （Sittlichkeit

）」
の
名
の
下
で
追
究
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
人
倫
の
極
点
に
位
置
す
る
の
が
国
家
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
種
の
論
理
の
開
始
を
告
げ
る
論
文
「
社
会
存
在
の
論
理
」（
一
九
三
四
）
の
冒
頭
で
、
田
辺
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。「
社
会
存
在
の
哲
学
こ
そ
今
日
の
哲
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
哲
学
的
人
間
学
で
な
く
し
て
、
哲
学
的
社
会
学
が
今
日
の
要
求
で

あ
ろ
う
」（

6
）。

　
「
哲
学
的
社
会
学
」
と
い
う
こ
の
呼
称
は
注
目
に
値
す
る
。
田
辺
は
「
社
会
存
在
」
の
根
底
に
、
あ
ら
ゆ
る
論
理
を
は
み
出
す
本
質
的

に
非
合
理
的
な
衝
迫
を
見
て
と
ろ
う
と
し
た
。
彼
の
見
方
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
弁
証
法
も
ま
た
、
絶
対
精
神
の
あ
る
種
の
目
的
論
を
な

お
潜
ま
せ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
衝
迫
を
論
理
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
哲
学
は
こ
の
衝
迫
へ
と
立
ち
返
り
、
そ
こ
か
ら
再
出
発
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
自
身
の
あ
り
方
を
根
底
か
ら
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。「
哲
学
的
社
会
学
」
と
い
う
名
称
に
は
そ
の



四
三

「
種
の
論
理
」
と
「
社
会
的
な
も
の
」
の
問
い
〔
杉
村
〕

よ
う
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
田
辺
が
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
派
に
特
別
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
と

い
う
事
実
が
き
わ
め
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
こ
の
学
派
の
創
始
者
た
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
「
社
会
的
種
（espèce sociale

）」
と

い
う
概
念
を
、
田
辺
は
「
具
体
的
な
」
種
の
論
理
の
萌
芽
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
た
。
こ
の
概
念
は
、
人
類
一
般
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と

を
拒
む
特
殊
社
会
の
あ
り
方
を
表
現
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
当
時
田
辺
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』（
一
九
三
二
）
を
精
読
し
た
の
も
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
文
脈
に

お
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
論
文
「
社
会
存
在
の
論
理
」
の
第
三
章
全
体
を
、
彼
は
わ
ず
か
二
年
前
に
出
た
ば
か
り
の
こ
の
著
作
の
読
解

に
あ
て
て
い
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
終
極
に
位
置
す
る
こ
の
独
特
の
社
会
哲
学
は
、
閉
じ
た
社
会
と
開
い
た
社
会
と
い
う
有
名
な
区
別

を
根
本
と
し
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
前
者
が
後
者
に
ど
こ
ま
で
も
還
元
さ
れ
え
な
い
実
質
を
も
つ
こ
と
を
、
他
な
ら
ぬ
フ
ラ
ン
ス
社
会

学
派
の
成
果
を
活
用
し
な
が
ら
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
を
田
辺
は
熱
烈
に
称
賛
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
肝
心
の
開
い
た
社
会

と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
生
の
統
一
力
の
直
接
的
な
直
観
を
最
終
的
な
拠
り
所
と
し
、
し
か
も
神
秘
家
の
よ
う
な
特
権
的
な
個
人
を
そ

の
証
人
と
し
て
呼
び
出
す
点
を
よ
し
と
せ
ず
、
真
っ
向
か
ら
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

　

田
辺
の
そ
う
し
た
『
二
源
泉
』
読
解
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
す
で
に
別
の
機
会
に
主
題
的
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る（

7
）。
ま
た
、
こ

の
読
解
が
提
示
さ
れ
た
「
社
会
存
在
の
論
理
」
の
第
三
章
に
つ
い
て
は
、
解
説
文
を
つ
け
て
仏
訳
し
、『
ベ
ル
ク
ソ
ン
年
報
（A

nnales 
B

ergsoniennes

）』 

第
六
号
に
掲
載
し
て
い
た
だ
い
た（

8
）。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
、
田
辺
が
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
派
の
影
響
下
で
考
察
を
深

め
た
諸
テ
ー
マ
を
い
か
に
し
て
自
ら
の
種
の
論
理
に
と
り
こ
ん
で
い
っ
た
か
を
示
す
こ
と
に
専
念
し
た
い
。
そ
の
中
で
、『
二
源
泉
』
に

対
す
る
田
辺
の
批
判
的
な
言
及
に
つ
い
て
も
時
折
触
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
派
と
晩
年
の
ベ
ル

ク
ソ
ン
が
と
り
く
ん
だ「
社
会
的
な
も
の（le social

）」の
問
い
と
の
関
係
か
ら
田
辺
の
種
の
論
理
の
初
発
段
階
を
辿
り
直
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
哲
学
的
企
て
の
未
展
開
に
と
ど
ま
っ
た
潜
勢
力
に
い
く
ら
か
で
も
光
を
投
じ
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
。
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二　

わ
れ
わ
れ
の
内
な
る
原
始
性
と
し
て
の
「
社
会
的
な
も
の
」：
田
辺
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
解
釈

　
「
ト
テ
ミ
ズ
ム
は
種
の
論
理
を
即
自
的
に
原
理
と
す
る
典
型
的
意
識
で
あ
る
」（

9
）
と
田
辺
は
い
う
。
当
時
の
社
会
学
者
・
民
族
学
者
が

提
示
し
た
数
々
の
「
社
会
的
事
実
」（
10
）
の
中
で
も
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
は
田
辺
の
関
心
を
最
も
強
く
引
い
た
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
田

辺
は
も
ち
ま
え
の
徹
底
性
で
も
っ
て
、
関
連
す
る
主
要
文
献
の
全
て
に
目
を
通
し
、
ま
た
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
論
争
を
サ
ー
ヴ
ェ
イ
し
た

フ
ァ
ン
・
ヘ
ネ
ッ
プ
〔
田
辺
は
フ
ァ
ン
・
ゲ
ン
ネ
プ
と
記
し
て
い
る
〕
の
優
れ
た
著
作（
11
）
を
道
案
内
に
し
て
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
つ
い

て
の
自
ら
の
理
解
を
固
め
て
い
っ
た
。
彼
は
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
を
例
外
的
で
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
現
象
と
み
な
す
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
自
ら

の
種
の
論
理
の
「
即
自
的
表
現
」
を
見
て
と
る
。
そ
こ
で
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ト
ー
テ
ム
な
る
も
の
を
社
会
を
凝
集
さ
せ
る
「
無

名
で
非
人
称
的
な
力
」（
12
）
の
標
章
と
し
て
位
置
づ
け
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
定
義
で
あ
る
。
こ
の
力
は
、
た
え
ず
更
新
さ
れ
る
が
い
つ
も
同

一
で
あ
っ
て
、
集
団
を
成
立
さ
せ
る
凝
集
力
の
源
と
な
る
。
田
辺
が
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
を
種
の
論
理
の
「
即
自
態
」
と
み
な
す
の
は
、
そ
こ

に
原
始
社
会
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
集
合
的
生
の
根
本
条
件
と
な
る
力
を
見
て
と
る
か
ら
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
と
ら
え
方
は
な
お
形
式
的
で
あ
る
。
い
か
な
る
意
味
で
、
ト
ー
テ
ム
が
社
会
的
種
の
連
続
性
を

保
持
さ
せ
る
こ
の
無
名
の
力
を
「
表
現
」
し
て
い
る
と
い
え
る
の
か
。
そ
れ
を
種
の
論
理
の
即
自
態
と
呼
べ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
問
題

に
な
る
の
は
一
体
い
か
な
る
「
論
理
」
で
あ
る
の
か
。
こ
の
二
点
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

二
番
目
の
問
い
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。「
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
論
理
」、
す
な
わ
ち
あ
る
氏
族
と
そ
の
構
成
員
た
ち
を
当
の
氏
族
の

ト
ー
テ
ム
を
通
し
て
同
一
化
す
る「
共
生（sym

biose

）」の
内
に
働
く
論
理
を
探
求
し
て
、田
辺
は
レ
ヴ
ィ
＝
ブ
リ
ュ
ル
の「
分
有
法
則（
融

即
律
）」
を
引
き
合
い
に
だ
す
。
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
研
究
を
起
点
と
し
て
、
レ
ヴ
ィ
＝
ブ
リ
ュ
ル
は
こ
の
法
則
に
辿
り
つ
き
、
そ
れ
を
「
原

始
心
性
（m

entalité prim
itive

）」
に
固
有
の
論
理
と
み
な
し
た
。
そ
れ
は
同
一
律
も
矛
盾
律
も
顧
み
な
い
論
理
で
あ
り
、
そ
の
点
で
む
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も
の
」
の
問
い
〔
杉
村
〕

し
ろ
「
先
論
理
的
（prélogique

）」
と
形
容
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た（
13
）。

　

田
辺
が
こ
の
文
脈
で
レ
ヴ
ィ
＝
ブ
リ
ュ
ル
の
研
究
に
特
に
注
意
を
向
け
て
い
る
と
い
う
の
は
、
大
い
に
注
目
す
べ
き
事
実
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
二
源
泉
』
の
第
二
章
で
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
問
題
を
扱
う
際
に
、
分
有
法
則
（
融
即
律
）
に
よ
っ
て
ト
ー
テ

ミ
ズ
ム
を
説
明
す
る
レ
ヴ
ィ
＝
ブ
リ
ュ
ル
の
や
り
方
を
正
面
か
ら
批
判
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
〔
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
〕
も
っ
と
も
よ
く
あ
る
例
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
ネ
ズ
ミ
や
カ
ン
ガ
ル
ー
と
い
っ
た
動
物
が
、

あ
る
氏
族
全
体
の
「
ト
ー
テ
ム
」、
す
な
わ
ち
守
護
者
で
あ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
も
っ
と
も
衝
撃
的
な
の
は
、
氏
族
の
成
員
た

ち
が
自
分
た
ち
は
ト
ー
テ
ム
と
一
体
だ
と
宣
言
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
ネ
ズ
ミ
で
あ
り
、
カ
ン
ガ
ル
ー
で
あ
る
、
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。だ
が
、彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
そ
う
い
っ
て
い
る
の
か
を
さ
ら
に
知
る
べ
き
で
あ
る
。矛
盾
律
に
縛
ら
れ
な
い「
原

始
人
」
特
有
の
論
理
が
あ
る
の
だ
と
直
ち
に
結
論
す
る
な
ら
ば
、
少
々
事
を
早
く
片
付
け
す
ぎ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
わ
れ
わ

れ
が
用
い
る
〈
あ
る
〉
と
い
う
動
詞
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
あ
り
、
全
く
の
文
明
人
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
で
さ
え
定
義
す
る
の
に
苦

労
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
た
と
え
原
始
人
が
わ
れ
わ
れ
に
説
明
を
与
え
て
く
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
と
同
様
の
語
に
原
始
人
が
事
例
に

応
じ
て
与
え
る
意
味
を
ど
う
や
っ
て
再
構
成
で
き
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。〔
…
〕わ
れ
わ
れ
の
も
っ
と
も
偉
大
な
モ
ラ
リ
ス
ト
が「
人

間
は
考
え
る
葦
で
あ
る
」
と
述
べ
た
こ
と
を
原
始
人
が
知
っ
た
な
ら
ば
、
彼
の
方
で
わ
れ
わ
れ
の
観
察
能
力
や
推
論
能
力
、
お
よ
び

わ
れ
わ
れ
の
良
識
に
つ
い
て
ど
ん
な
判
断
を
下
す
こ
と
に
な
る
か
想
像
し
て
み
る
が
よ
い
。
彼
は
自
分
の
ト
ー
テ
ム
と
会
話
し
て
い

る
の
か
、
そ
れ
と
も
葦
を
人
間
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
か
、
と
。（
14
） 

　

こ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の「
論
理
」が
存
在
す
る
と
い
う
考
え
自
体
に
は
っ
き
り
と
反
対
し
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
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レ
ヴ
ィ
＝
ブ
リ
ュ
ル
の
分
有
法
則
の
標
章
と
も
い
う
べ
き
表
現
「
ボ
ロ
ロ
族
は
金
剛
イ
ン
コ
で
あ
る
」
を
標
的
と
し
て
、
そ
こ
に
「
原
始

人
特
有
の
論
理
」
を
み
る
レ
ヴ
ィ
＝
ブ
リ
ュ
ル
に
反
対
し
て
、「
あ
る
（
存
在
）」
と
い
う
動
詞
の
多
義
性
に
注
意
を
促
す
。
原
始
人
が
自

分
は
自
ら
の
部
族
の
ト
ー
テ
ム
〈
で
あ
る
〉
と
語
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
「
あ
る
」
と
い
う
動
詞
は
わ
れ
わ
れ
「
文
明
人
」
で

す
ら
統
御
で
き
な
い
多
義
性
を
宿
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
彼
ら
の
用
法
を
論
理
以
前
の
「
分
有
（
融
即
）」
に
還
元
し
て
し
ま
え
る
と
は

限
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
批
判
の
奥
に
あ
る
の
は
、
原
始
心
性
と
文
明
人
の
心
性
と
を
二
分
法
で
と
ら
え

る
考
え
方
に
対
す
る
留
保
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
は
、
レ
ヴ
ィ
＝
ブ
リ
ュ
ル
の
原
始
心
性
論
は
そ
の
よ
う
な
二
分
法
を
自
明
の
前
提
と

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
の
で
あ
る
。

　

田
辺
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
こ
の
批
判
に
反
論
を
試
み
る
。
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、彼
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
は
逆
に
、ま
さ
に「〈
あ

る
（
存
在
）〉
の
複
雑
多
義
性
」
と
い
う
同
じ
論
拠
に
基
づ
い
て
、
む
し
ろ
レ
ヴ
ィ
＝
ブ
リ
ュ
ル
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
救
う
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
田
辺
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
反
問
し
て
い
る
。

　

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
パ
ス
カ
ル
の
「
人
間
は
考
え
る
葦
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
を
例
に
引
い
て
、
一
般
に
「
あ
る
」
の
語
の
内
容
の
複

雑
多
義
に
し
て
単
純
に
同
一
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
注
意
し
、
ト
テ
ミ
ズ
ム
に
固
有
な
論
理
を
語
る
こ
と
の
危
険
を
警
戒

し
て
い
る
が （Les deux sources, p.194

―195

〔
田
辺
の
用
い
て
い
たA

lcan

社
版
に
よ
る
頁
数
〕）、
し
か
し
む
し
ろ
ト
テ
ミ
ズ
ム
的
分

有
関
係
を
我
々
の
「
あ
る
」
の
内
に
見
る
と
し
た
ら
如
何
で
あ
ろ
う
か
。「
あ
る
」
の
複
雑
多
義
性
は
、
か
え
っ
て
矛
盾
律
の
要
求

す
る
自
同
態
の
抽
象
的
な
る
こ
と
を
気
附
か
し
め
、矛
盾
律
自
同
律
だ
け
で
は
思
考
が
成
立
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
知
ら
し
め
る
、

と
も
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。（
15
）
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原
始
心
性
と
文
明
人
の
心
性
を
対
立
さ
せ
、
疑
わ
し
い
進
化
思
想
に
よ
っ
て
両
者
を
序
列
化
す
る
の
で
は
な
く
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
お

け
る
分
有
を
ま
さ
に
「
我
々
の
〈
あ
る
〉
の
内
に
」
見
出
す
と
い
う
こ
と
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
矛
盾
律
と
自
同
律
だ
け
に
限
局
さ
れ

た「
わ
れ
わ
れ
文
明
人
」の
思
考
の
抽
象
性
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、そ
れ
こ
そ
が
レ
ヴ
ィ
＝
ブ
リ
ュ
ル
の
い
う「
先
論
理
」

の
真
の
意
味
で
あ
る（
16
）。ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
的
な
分
有
は
、わ
れ
わ
れ
自
身
の
根
底
に
働
く「
原
始
」以
来
の
具
体
的
な
論
理
を
発
見
さ
せ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
〈
あ
る
（
存
在
）〉
の
社
会
的
次
元
を
真
剣
に
受
け
と
め
る
や
い
な
や
、
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
内
な
る
「
原
始
的
な
も
の
」
へ

と
立
ち
戻
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
「
生
命
そ
の
も
の
の
論
理
」（
17
）
は
、
同
一
律
と
矛
盾
律
を
無
視
す
る
と
い
う
点
で
非
論
理
的
に
見

え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
一
律
と
矛
盾
律
だ
け
で
は
単
な
る
抽
象
論
理
に
し
か
な
ら
ず
、
社
会
存
在
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
あ
り
方
が

投
げ
か
け
る
問
い
、
す
な
わ
ち
〈
一
〉
と
〈
多
〉
の
関
係
の
問
い
を
前
に
し
た
時
に
は
無
力
で
あ
る
。
こ
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
ト
ー
テ

ミ
ズ
ム
は
こ
の
恐
る
べ
き
問
い
に
立
ち
向
か
う
最
初
の
努
力
の
表
れ
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
哲
学
の
ロ
ゴ
ス
は
こ
の
努
力
を
よ

り
洗
練
さ
れ
た
形
で
引
き
つ
ぐ
の
で
あ
り
、
田
辺
に
よ
れ
ば
、
そ
の
代
表
例
と
な
る
の
が
プ
ラ
ト
ン
の
分
有
（
感
性
的
事
物
に
よ
る
イ
デ

ア
の
分
有
（m

ethexis

））
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
原
始
心
性
に
お
け
る
ト
ー
テ
ム
の
分
有
と
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ア
の
分
有
は
、

種
の
論
理
の
即
自
態
と
対
自
態
の
関
係
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
あ
る
社
会
的
種
を
凝
集
さ
せ
連
続
さ
せ
る
「
無
名
の
力
」
は
、
い
か
な
る
必
然
性
に
よ
っ
て
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
を
そ
の
「
典
型

的
」
な
表
現
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
そ
の
点
を
明
確
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
「
論
理
」

を
認
め
る
こ
と
を
拒
み
つ
つ
も
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
背
後
に
「
生
物
学
的
必
然
性
」（
18
）
か
ら
発
す
る
「
生
命
の
要
求
」（
19
）
を
み
て
と
り
、

そ
れ
を
閉
じ
た
社
会
一
般
の
根
底
に
働
く
「
圧
力
」
と
同
一
視
す
る
。
そ
こ
に
田
辺
は
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
「
心
理
的
一
般
化
」
を
見
、
そ

れ
と
対
比
し
て
自
ら
の
考
察
を
「
論
理
的
一
般
化
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る（
20
）。
だ
が
、
田
辺
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
「
生
物
学
的
」

説
明
に
は
満
足
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
説
明
は
田
辺
が
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
本
質
と
み
な
す
事
象
に
は
届
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
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は
、
ト
ー
テ
ム
が
氏
族
の
成
員
た
ち
に
よ
っ
て
彼
ら
の
先
祖
か
つ
保
護
者
と
し
て
崇
敬
さ
れ
、
ト
ー
テ
ム
を
食
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
る

と
い
う
事
実
で
あ
る（
21
）。
こ
の
点
を
説
明
す
る
た
め
に
田
辺
が
訴
え
る
の
が
、「
血
縁
共
同
」
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
ー

テ
ミ
ズ
ム
と
い
う
の
は
、
あ
る
社
会
的
種
の
実
質
に
と
っ
て
「
血
の
連
続
性
」
が
も
つ
根
源
的
な
力
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う

の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
血
」
に
重
き
を
置
く
こ
と
は
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
解
釈
と
し
て
も
、
社
会
的
な
も
の
を
め
ぐ
る
哲
学
的
考
察
と
し
て
も
、

極
端
な
非
合
理
主
義
と
い
う
印
象
を
与
え
、
多
く
の
反
論
を
引
き
起
こ
す
よ
う
に
思
わ
れ
よ
う
。
だ
が
、
種
の
論
理
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、

血
縁
共
同
と
い
う
観
念
は
、田
辺
の
い
う
「
世
界
図
式
」
の
一
角
を
な
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
社
会
存
在
」
が
わ
れ
わ
れ
の
「
世

界
内
存
在
」
の
還
元
不
可
能
な
要
素
で
あ
り
、
社
会
的
種
が
生
殖
な
し
に
は
存
続
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
血
縁
的
連
続
性
は
、

わ
れ
わ
れ
を
世
界
へ
と
開
く
図
式
の
内
に
つ
ね
に
す
で
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
代
の
初
め
以
来
、
田
辺
は
ハ

イ
デ
ガ
ー
と
の
「
対
論
（A

useinandersetzung

）」
を
決
し
て
止
め
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
彼
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
突
き
つ
け
た
批
判

の
中
で
も
も
っ
と
も
目
立
つ
も
の
の
一
つ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
分
析
論
に
お
け
る
身
体
性
の
問
題
の
不
在
で
あ
っ
た（
22
）。
わ
れ

わ
れ
は
「
身
体
的
に
」
世
界
へ
と
開
か
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
―
―
実
際
、
田
辺
は
わ
れ
わ
れ
の
身
体
を
「
原
始
的
弁
証
法
」
の
座
と
み
な

し
て
い
た（
23
）
―
―
、
そ
の
身
体
自
体
が
種
の
連
続
を
支
え
る
生
殖
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
無
視
す
る
わ
け
に

は
い
く
ま
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
根
本
的
に
有
限
な
も
の
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
現
存
在
か
ら
引
き
出
し
て
く
る
「
根
源
的
時
間
性
」
に
つ
い

て
も
、
こ
の
見
地
か
ら
規
定
し
直
す
必
要
が
あ
る
。『
存
在
と
時
間
』
の
巻
頭
言
で
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
時
間
が
「
存
在
理
解
一
般

を
可
能
に
し
て
い
る
地
平
」（
24
）
だ
と
す
れ
ば
、社
会
存
在
と
い
う
実
質
か
ら
考
察
し
直
さ
れ
た
「
存
在
理
解
の
地
平
」
を
な
す
時
間
性
は
、

血
縁
的
連
続
性
に
根
ざ
し
た
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る（
25
）。
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以
上
、
田
辺
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
解
釈
が
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
存
在
を
形
成
す
る
図
式
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
「
血
縁
共
同
」
の
観
念
に
行

き
つ
く
さ
ま
を
み
て
き
た
。
一
見
異
様
な
こ
の
観
念
は
、
種
の
本
質
的
に
暗
い
側
面
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
種
の
論
理
の

第
一
段
階
で
は
、
種
は
「
個
体
を
呑
尽
く
し
個
体
の
個
性
を
否
定
せ
ん
と
す
る
如
き
連
続
的
全
体
で
あ
り
、
個
体
が
其
中
か
ら
生
ま
れ
出

る
根
源
」（
26
）
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
田
辺
自
身
も
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
は
種
の
論
理
の
「
即
自
態
」
で

し
か
な
い
。
さ
ら
に
、
社
会
存
在
と
い
う
根
源
的
な
土
壌
を
決
し
て
離
れ
る
こ
と
な
く
、「
即
自
」
か
ら
「
対
自
」
へ
と
い
か
に
し
て
移

行
で
き
る
の
か
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
、
こ
の
「
対
自
」
へ
の
止
揚
（A

ufhebung

）
に
お
い
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
以
来
、
弁
証
法

は
否
定
的
媒
介
と
い
う
契
機
を
必
要
と
し
て
い
る
。
絶
対
無
の
観
念
に
よ
っ
て
自
ら
の
弁
証
法
を
絶
対
化
す
る
田
辺
は
、
こ
の
契
機
を
極

限
ま
で
先
鋭
化
し
、
絶
対
転
換
と
い
う
姿
を
と
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
在
の
歴
史
形
成
的
動
性
へ
と
貫
入
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ

た
。
だ
と
す
れ
ば
、
今
や
田
辺
の
い
う
種
そ
れ
自
体
の
内
に
、
こ
の
自
己
否
定
的
で
媒
介
的
な
契
機
の
萌
芽
と
な
る
も
の
を
探
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　

ま
さ
に
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
田
辺
は
血
縁
的
連
続
性
と
同
様
に
わ
れ
わ
れ
の
共
同
的
生
を
そ
の
原
初
か
ら
構
成
し
て
い
る
も
う
一
つ

の
要
素
を
呼
び
出
し
て
く
る
。
そ
れ
は
、田
辺
が「
地
縁
共
同
」と
呼
ぶ
要
素
で
あ
る（
27
）。
種
的
生
を
性
格
づ
け
る「
分
有（
融
即
）」と
は
、

単
に
そ
の
種
の
成
員
た
ち
が
そ
こ
で
生
ま
れ
、生
殖
し
、死
ん
で
い
く
過
程
の
み
を
表
す
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、広
い
意
味
で
の
「
住

む
こ
と
」、
す
な
わ
ち
土
地
を
占
有
し
、
糧
を
確
保
し
物
を
生
産
し
つ
つ
そ
こ
で
共
に
生
き
て
い
く
営
み
が
必
ず
含
ま
れ
て
い
る
。
地
上

に
住
む
と
い
う
こ
の
必
然
性
に
よ
っ
て
、
生
の
再
生
産
＝
生
殖
（reproduction
）
が
織
り
な
す
時
間
の
絶
え
間
な
い
流
れ
は
自
ら
を
否

定
し
、
い
わ
ば
自
ら
を
凝
固
さ
せ
て
、
土
地
の
占
有
を
土
台
に
し
て
質
料
的
空
間
性
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
生
起
す
る
時
空
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複
合
体
こ
そ
が
、
田
辺
の
い
う
種
の
根
本
図
式
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
独
特
な
る
「
時
間
の
空
間
化
」
は
、
い
か
に
し
て
種
的
社
会
の
内
に
「
自
己
分
裂
」
的
契
機
が
刻
み
込
ま
れ
る
の
か
を
示

し
て
い
る
。
田
辺
は
ま
さ
に
、「
土
地
占
有
は
種
的
社
会
の
実
現
で
あ
る
と
同
時
に
其
自
己
分
裂
の
契
機
と
な
る
」（
28
）
と
述
べ
て
い
る
。

な
る
ほ
ど
、「
個
が
個
を
産
む
生
殖
作
用
」（
29
）
に
由
来
す
る
「
種
の
連
続
の
も
つ
動
的
創
造
性
」（
30
）
は
、「
土
地
の
永
続
的
占
有
」
と
し

て
の
空
間
化
に
よ
っ
て
初
め
て
現
実
化
す
る
。
し
か
し
、「
土
地
の
有
限
性
」、
す
な
わ
ち
「
他
の
生
産
手
段
と
異
り
人
為
的
に
之
を
自
由

に
増
加
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
不
可
能
性
」（
31
）
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
に
住
ま
い
働
く
大
地
は
、
人
間
に

対
し
て
根
本
的
に
課
せ
ら
れ
た
質
料
的
有
限
性
を
体
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
対
立
、
不
平
等
、
争

い
に
よ
っ
て
、
種
は
そ
の
内
部
か
ら
の
自
己
分
裂
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
種
は
そ
の
「
直
接
統
一
的
側
面
」
と
し
て
の
血
縁
共
同
と
、「
自
己
否
定
的
分
裂
的
側
面
」
と
し
て
の
地
縁
共
同
と
の
具

体
的
弁
証
法
的
な
「
相
関
的
統
一
」（
32
）
と
い
う
様
相
を
呈
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、「
社
会
存
在
」
に
定
位
し
て
「
血
と
地
」
の
根
源
的

質
料
性
に
ど
こ
ま
で
も
密
着
し
た
思
索
を
開
拓
し
よ
う
と
す
る
田
辺
の
種
の
論
理
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
元
来
の
志
向
に
お
い
て
は
「
血

と
地
」
を
直
接
的
に
称
揚
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
「
質
料
の
種
性
」（
33
）
か
ら
出
来
す
る
絶
え
ざ
る
否

定
的
転
換
が
歴
史
的
世
界
の
生
起
の
根
本
図
式
た
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
血
縁
的
連
続

性
の
時
間
的
直
接
性
が
土
地
占
有
の
空
間
的
否
定
媒
介
性
と
の
交
互
媒
介
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
社
会
存
在
」
は
決
定

的
に
弁
証
法
化
さ
れ
、
渦
の
ご
と
き
歴
史
の
動
態
へ
と
引
き
込
ま
れ
る
。
そ
の
様
態
の
一
端
は
、
田
辺
の
次
の
よ
う
な
叙
述
か
ら
も
伺
え

る
で
あ
ろ
う
。

　

と
に
か
く
種
が
単
に
血
縁
共
同
社
会
た
る
に
止
ま
ら
ず
土
地
の
永
続
的
占
有
を
伴
う
こ
と
に
由
り
、
そ
れ
が
自
己
否
定
的
分
裂
の
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契
機
を
含
む
こ
と
は
否
定
せ
ら
れ
な
い
と
思
う
。
蓋
し
人
間
の
生
殖
は
人
間
の
数
を
常
に
同
数
に
保
つ
如
き
も
の
で
な
く
し
て
何
等

か
の
増
加
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
新
し
き
世
代
の
或
者
は
土
地
の
占
有
に
与
る
こ
と
能
わ
ず
し
て
た
だ
勤
労
を
供
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
す
る
外
無
き
位
置
に
置
か
れ
る
。
加
之
仮
に
親
と
同
数
の
子
が
産
ま
れ
る
と
し
て
も
、
親
が
子
の
成
熟
と
同

時
に
老
死
す
る
の
で
な
い
以
上
は
、
世
代
の
新
旧
が
重
な
り
合
う
こ
と
必
然
で
あ
る
か
ら
、
土
地
占
有
は
独
り
過
去
的
な
る
旧
世
代

に
の
み
属
し
新
世
代
が
そ
れ
に
与
る
こ
と
の
出
来
な
い
期
間
が
常
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
社
会
と
し
て
は
常
に
分
裂
の
契
機
を
含
む

と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
階
級
対
立
の
由
来
は
社
会
其
も
の
の
構
造
に
存
す
る
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。〔
…
〕
若
し
種
を
質
料
と

い
い
或
は
物
質
と
称
す
る
な
ら
ば
、
所
謂
物
質
は
人
間
社
会
の
質
料
と
な
る
こ
と
に
よ
り
独
特
な
る
空
間
的
異
質
性
を
生
じ
、
時
間

の
永
き
期
間
に
互
り
て
そ
れ
が
他
と
区
画
せ
ら
れ
隔
離
せ
ら
れ
る
と
い
う
不
平
等
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
物
質
は
其
自
身
で
は
静

的
に
異
質
的
不
均
等
で
あ
っ
て
も
動
的
に
は
均
等
化
せ
ら
れ
平
等
化
同
質
化
せ
ら
れ
る
可
能
性
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
、
人
間
社
会
の
発
生
と
共
に
時
間
的
に
不
均
等
が
永
続
せ
し
め
ら
れ
異
質
性
が
固
執
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
わ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
単
に
空
間
的
に
並
存
す
る
も
の
と
し
て
は
種
は
互
に
相
違
の
関
係
を
有
す
る
に
止
ま
る
の
に
、
そ
れ
が
実
際
に
は
対
立

の
関
係
を
示
す
の
は
、
却
て
そ
れ
に
自
己
否
定
的
に
潜
在
せ
し
め
ら
れ
る
時
間
性
が
空
間
占
有
の
永
続
に
由
り
否
定
せ
ら
れ
、
後
起

民
族
の
歴
史
的
発
展
が
先
進
民
族
の
土
地
占
有
に
由
っ
て
妨
礙
せ
ら
れ
る
こ
と
に
原
因
す
る
の
は
、
其
為
め
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ

る
。（
34
） 

　

さ
て
、
種
の
自
己
否
定
的
分
裂
に
由
来
す
る
歴
史
の
動
態
を
こ
の
よ
う
に
あ
る
種
発
生
論
的
に
説
明
す
る
田
辺
の
行
き
方
は
、
原
始
共

産
制
か
ら
出
発
し
て
階
級
分
裂
の
由
来
と
展
開
を
辿
り
直
そ
う
と
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
企
て
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
種

の
論
理
の
「
即
自
態
」
の
段
階
か
ら
す
で
に
、田
辺
は
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
「
論
理
」
を
探
る
自
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
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エ
ン
ゲ
ル
ス
が
モ
ー
ガ
ン
の
人
類
学
研
究
を
援
用
し
て
原
始
社
会
に
与
え
る
説
明
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る（
35
）。
そ
し
て
、
種
の
自

己
分
裂
の
契
機
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
の
影
響
を
よ
り
明
示
的
に
認
め
て
い
る
。
実
際
、
田
辺
に
お
い
て
種
の
自
己
分
裂
を

も
た
ら
す
土
地
占
有
は
つ
ね
に
「
社
会
的
生
産
活
動
」
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が（
36
）、
社
会
的
生
産
活
動
と
い
う

の
は
、
ま
さ
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
中
心
問
題
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
田
辺
の
種
の
論
理
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
弁
証
法
的
唯
物
論
か
ら
周
到
に
自
ら
を
区
別
し
て
い
る
。
田
辺
の
眼
に

は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
発
展
段
階
説
は
、
土
地
の
有
限
性
と
結
び
つ
い
た
根
本
的
な
質
料
的
有
限
性
を
無
視
す
る
も
の
と
し
て
映
る
。
そ

れ
ら
の
発
展
段
階
の
踏
破
を
規
定
す
る
歴
史
的
決
定
論
は
、「
生
産
力
」
の
無
際
限
な
増
大
可
能
性
を
前
提
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
こ
の
可
能
性
を
反
駁
す
る
の
が
、
社
会
存
在
に
内
属
す
る
質
料
的
有
限
性
で
あ
る
。
同
じ
時
期
に
、
シ

モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
を
批
判
的
に
検
討
し
、そ
こ
で
ひ
そ
か
に
作
動
す
る
素
朴
な
「
生
産
力
宗
教
」
を
暴
露
し
た
が（
37
）、

田
辺
の
考
察
か
ら
も
こ
れ
と
同
種
の
批
判
を
引
き
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
田
辺
が
い
い
た
い
の
は
、
種
の
自
己
分
裂
と
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
諸
対
立
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
「
抽
象
的
な
る
イ

ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」（
38
）に
よ
っ
て
は
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。種
の
自
己
矛
盾
的
構
造
の
乗
り
越
え
は
、

こ
の
種
と
そ
れ
が
占
有
す
る
土
地
を
決
し
て
離
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
さ
に
種
そ
れ
自
体
の
「
絶
対
転
換
」
を
通
し
て
追
求
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
田
辺
の
弁
証
法
が
要
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
絶
対
転
換
こ
そ
が
、
種
の
成
員
た
ち
に
対
し
て
「
種
を
新

た
に
す
る
実
践
」
の
可
能
性
を
開
く
。
そ
う
し
た
実
践
は
、
歴
史
を
形
成
す
る
渦
動
へ
と
身
を
投
げ
出
す
者
に
よ
っ
て
の
み
現
実
化
さ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
渦
動
に
お
い
て
は
、
種
の
内
に
全
く
埋
没
し
た
ま
ま
で
い
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
端
的
に
種
か
ら
離
れ
る
こ

と
も
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
実
践
が
生
起
す
る
時
、
そ
の
生
起
の
場
と
な
る
種
の
方
も
ま
た
、
同
様
に
絶
対
的
な
自
己
否
定

を
実
現
し
、
た
え
ず
自
ら
を
更
新
し
う
る
存
在
体
へ
と
変
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
う
し
て
変
容
し
た
種
は
一
体
い
か
な
る
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形
を
と
る
の
か
。
田
辺
の
答
え
は
明
確
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
に
変
貌
し
、
彼
の
い
う
絶
対
無
の
特
権
的
媒
介
と
化
し
た
種
が

見
出
さ
れ
る
の
は
、「
国
家
」
の
理
念
に
お
い
て
以
外
に
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

四　

終
わ
り
に
：「
国
家
存
在
論
」
の
手
前
で

　

こ
う
し
て
つ
い
に
種
の
論
理
の
最
後
の
段
階
に
辿
り
つ
い
た
。
だ
が
、
本
稿
で
は
、
あ
え
て
そ
の
入
口
の
前
ま
で
来
た
と
こ
ろ
で
と
ど

め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
最
後
の
段
階
を
田
辺
は
「
国
家
存
在
論
」
と
名
づ
け
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
礎
存
在
論
に
と
っ
て
代
わ
る

べ
き
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
稿
で
紹
介
し
た
論
考
以
後
の
田
辺
は
、
種
の
論
理
の
こ
の
側
面
を
ま
す
ま
す
前
面
に
出
し
て

い
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
辿
っ
て
き
た
そ
の
先
行
過
程
と
切
り
離
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
国
家
存
在
論
は
さ
ま

ざ
ま
な
点
で
当
惑
を
引
き
起
こ
さ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
出
発
点
に
は
、「
種
が
新
た
に
せ
ら
れ
る
実
践
」（
39
）
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
実
践
は
、
と
り
わ
け
政
治
的
な
文
脈
で
い
か
な
る
行
為
を
意
味
す
る
こ
と

に
な
る
の
か
。田
辺
は
そ
れ
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
何
も
明
確
に
で
き
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。た
だ
ひ
た
す
ら
、「
絶
対
媒
介
の
自
覚
」、

「
自
己
否
定
的
全
体
の
実
現
」、「
自
己
犠
牲
即
自
己
実
現
」
と
い
っ
た
高
度
に
抽
象
的
な
物
言
い
が
く
り
返
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
実
践
に
よ
っ
て
新
た
に
さ
れ
る
種
の
方
に
つ
い
て
も
、
全
て
は
同
じ
く
不
明
確
な
ま
ま
で
あ
る
。「
国
家
」
と
い
う
名
の
下
で
、
一

体
い
か
な
る
政
治
体
制
が
、
い
か
な
る
制
度
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
時
折
暗
示
的
な
言
明
が
な
さ
れ
る
以
外
は
、
こ
の
点
に
つ
い

て
具
体
的
な
説
明
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
欠
陥
か
ら
し
て
す
で
に
、「
国
家
存
在
論
」
へ
と
性
急
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
種
の
論
理
が
挫
折
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は

容
易
に
予
想
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
が
太
平
洋
戦
争
へ
と
突
入
し
、
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
状
況
に
な
っ
て
い
く
中
で
、
田
辺
自
身
そ
の
こ
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と
に
徐
々
に
気
づ
い
て
い
く
。
そ
し
て
、
絶
望
の
極
み
の
中
で
、
彼
の
哲
学
はM
etanoetik

（
懺
悔
道
）
的
な
転
回
を
遂
げ
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る（
40
）。
と
は
い
え
、
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
全
う
さ
れ
な
か
っ
た
こ
の
企
て
に
は
意
想
外
な
哲
学
的
潜
勢
力
が
潜
ん

で
お
り
、
そ
れ
を
再
活
性
化
し
よ
う
と
す
る
の
は
十
分
に
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
企
て
を
社
会

存
在
の
身
体
的
か
つ
質
料
的
な
図
式
へ
と
今
一
度
引
き
戻
し
、
根
底
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
思
わ
れ
る
。
も
う
少
し
詳
し
く

い
え
ば
、
田
辺
の
い
う
「
実
践
」
を
空
虚
な
言
辞
に
と
ど
め
ず
、
そ
の
未
開
拓
な
る
潜
勢
力
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
え
て
種

の
論
理
の
国
家
存
在
論
的
展
開
を
扱
う
前
に
、
そ
れ
が
こ
の
特
異
な
る
図
式
と
不
可
分
な
「
社
会
的
生
産
活
動
」
へ
と
下
ろ
す
暗
い
根
の

部
分
に
光
を
当
て
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
わ
る
叙
述
は
、ま
と
ま
っ
て
は
い
な
い
が
田
辺
の
テ
ク
ス
ト
の
あ
ち
こ
ち
に
み
ら
れ
る
。

そ
れ
ら
を
組
織
的
に
吟
味
し
直
す
と
い
う
作
業
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
田
辺
の
「
実
践
」
概
念
を
鋳
直
し
て

い
く
に
当
っ
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
本
稿
の
考
察
は
、
そ
う
し
た
作
業
の
準
備
的
な
一
歩
と
い
う
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

た
。

　

こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
何
を
も
た
ら
す
か
、
現
段
階
で
は
そ
の
全
貌
に
つ
い
て
十
分
明
確
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
そ

う
し
た
経
路
を
通
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
に
田
辺
の
種
の
論
理
を
新
た
に
読
み
直
す
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
田
辺
自
身
が
扱
う
に
至
ら
な

か
っ
た
諸
々
の
問
い
へ
と「
種
の
論
理
」を
拡
張
し
て
い
く
こ
と
さ
え
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
筆
者
は
そ
の
よ
う
な
見
通
し
を
も
っ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
田
辺
は
「
社
会
的
生
産
活
動
」
に
は
時
と
し
て
言
及
す
る
が
、「
生
産
物
」
が
彼
の
種
の
論
理
の
前
面
に
出
て
く

る
こ
と
は
全
く
な
い
。
し
か
し
、「
生
産
物
」
は
「
生
産
活
動
」
か
ら
切
り
離
せ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
仮
に
生
産
物
と
い
う
問
題
系
が
十

分
に
考
慮
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
種
の
論
理
は
ど
の
よ
う
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
獲
得
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
マ
ル

ク
ス
主
義
と
の
関
係
は
も
っ
と
実
り
あ
る
も
の
で
あ
り
え
た
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、「
商
品
」
と
化
し
た
生
産
物
の
あ
り
方
の
分
析
こ

そ
が
、
唯
物
論
的
な
歴
史
決
定
論
に
還
元
し
て
済
ま
せ
ら
れ
な
い
マ
ル
ク
ス
主
義
の
「
経
済
学
批
判
」
の
導
き
の
糸
だ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
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で
あ
る（
41
）。

　

ま
た
そ
の
場
合
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
派
に
対
し
て
も
ま
た
、
別
様
の
関
わ
り
方
を
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
周
知
の

よ
う
に
、
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
は
、
叔
父
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
成
果
を
継
承
し
つ
つ
も
、
あ
る
種
の
原
始
社
会
に
お
け
る
「
贈
与
交
換
」
の
研

究
を
通
し
て
、フ
ラ
ン
ス
社
会
学
派
に
新
た
な
一
歩
を
刻
み
つ
け
た（
42
）。田
辺
は
モ
ー
ス
の
名
前
ぐ
ら
い
は
知
っ
て
い
た
は
ず
だ
が
、モ
ー

ス
の
『
贈
与
論
』（
一
九
二
五
）（
43
）
を
読
ん
で
い
た
と
は
思
え
な
い
。
し
か
し
、
複
数
の
種
的
社
会
を
結
び
つ
け
る
「
全
体
的
社
会
事
実

（le fait social total

）」と
し
て
贈
物
の
循
環
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
発
想
を
、仮
に
田
辺
が
種
の
論
理
へ
と
組
み
込
ん
で
い
た
と
し
た
ら
、

お
そ
ら
く
血
縁
共
同
と
地
縁
共
同
の
弁
証
法
は
異
な
る
姿
を
と
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
類
の
逸
せ
ら
れ
た
出
会
い
を
想
像

し
て
み
る
こ
と
は
、
種
の
論
理
を
別
の
仕
方
で
読
み
直
し
、
そ
こ
か
ら
思
い
が
け
な
い
哲
学
的
可
能
性
を
掘
り
起
こ
し
て
い
こ
う
と
す
る

企
て
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
意
義
深
い
刺
激
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

最
後
に
も
う
一
度
『
二
源
泉
』
に
立
ち
戻
っ
て
お
こ
う
。
田
辺
と
は
反
対
に
、ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、わ
れ
わ
れ
の
社
会
的
な
あ
り
方
を
「
開

く
」
行
為
の
本
性
に
つ
い
て
も
、
ま
た
そ
う
し
た
行
為
の
反
響
を
伝
え
て
い
け
る
政
治
体
制
に
つ
い
て
も
、
明
確
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る

（
第
四
章
）。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
愛
の
躍
動
か
ら
発
し
、
あ
る
種
の
神
秘
家
た
ち
を
証
人
と
す
る
よ
う
な
行
為
で
あ
り
、
後
者
は
「
ほ
と

ん
ど
福
音
的
」（
44
）
な
本
質
を
も
つ
民
主
主
義
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
明
確
な
主
張
だ
か
ら
と
い
っ
て
い
か
な
る
批
判
を

も
免
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
田
辺
の
「
国
家
存
在
論
」
を
社
会
存
在
の
論
理
へ
と
下
ろ
さ
れ
た
根
か
ら
読
み
直
そ
う
と
い
う

本
稿
の
企
て
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
田
辺
を
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
哲
学
・
歴
史
哲
学
の
根
本
概
念
の
次
元
で
相
互
に
参
照
、
批
判
し
あ
え
る
よ

う
な
出
会
い
へ
と
導
く
か
も
し
れ
な
い
。
以
上
、
さ
ま
ざ
ま
な
展
望
を
書
き
と
め
つ
つ
、
ひ
と
ま
ず
本
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
一
号

五
六

＊
本
稿
に
お
け
る
田
辺
元
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
全
て
『
田
辺
元
全

集
』全
十
五
巻（
筑
摩
書
房
、一
九
六
三
―
六
四
年
）に
よ
る
。
な
お
、

引
用
文
に
つ
い
て
は
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
、
旧
仮
名
遣
い
は
現
代

仮
名
遣
い
に
適
宜
改
め
て
あ
る
。

注（
1
） 

こ
の
論
考
の
元
に
な
っ
た
の
は
、
二
〇
一
三
年
一
一
月
五
日
か

ら
八
日
に
パ
リ
国
際
大
学
都
市
の
日
本
館
で
行
わ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
「R

em
arques Finales. A

utour des D
eux sources de la 

m
orale et de la religion de B

ergson
」
の
際
に
筆
者
が
行
っ
た
発

表
で
あ
る
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
日
本
と
フ

ラ
ン
ス
等
海
外
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
研
究
者
た
ち
が
毎
年
共
同
で
催
し
て
き

た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
締
め
く
く
り
に
当
た
り
、
最
終
日
は
「
ベ
ル

ク
ソ
ン
と
日
本
哲
学
」
を
共
通
テ
ー
マ
と
し
た
。 

（
2
） 

西
田
と
田
辺
の
二
つ
の
「
絶
対
無
の
哲
学
」
が
な
す
こ
う
し
た

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
関
す
る
筆
者
の
見
解
の
概
要
を
述
べ
た
も
の
と
し
て

は
、
二
〇
一
二
年
に
出
た
『
思
想
』
の
田
辺
元
没
後
五
〇
年
特
集
号
で

合
田
正
人
氏
と
行
っ
た
対
談
を
参
照
さ
れ
た
い
（
対
談
「
田
辺
元
の
思

想
』、『
思
想
』
第
一
〇
五
三
号
（
特
集
：
田
辺
元
の
思
想
―
没
後
五
〇

年
を
超
え
て
）、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
、
七
―
三
五
頁
）。
ま
た
、

こ
の
問
題
に
関
す
る
周
到
で
説
得
力
に
あ
ふ
れ
た
考
察
と
し
て
、
嶺
秀

樹
の
次
の
著
作
が
大
変
参
考
に
な
る
。
嶺
秀
樹
『
西
田
哲
学
と
田
辺
哲

学
の
対
決 

場
所
の
論
理
と
弁
証
法
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二

年
。

（
3
） Frédéric W

orm
s, La philosophie en France au XXèm

e 
siècle. M

om
ents, Paris, G

allim
ard, coll. Folio-essais, 2009.

（
4
） 

田
辺
は
『
カ
ン
ト
の
目
的
論
』（
一
九
二
四
）
の
「
再
刊
序
文
」

（
一
九
四
八
）
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
の
帰
国
後
す
ぐ
に
刊
行

し
た
こ
の
著
作
を
、
自
ら
の
思
索
が
「
認
識
的
方
法
論
の
い
わ
ゆ
る

科
学
批
判
の
仕
事
か
ら
、
思
弁
の
方
向
に
転
じ
て
世
界
観
の
追
究
に

向
か
う
よ
う
に
な
っ
た
転
機
」（『
田
辺
元
全
集
第
三
巻
』、
筑
摩
書
房
、

一
九
六
三
年
、
八
頁
）
と
位
置
づ
け
た
上
で
、
そ
の
「
主
た
る
動
機
」

の
一
つ
と
し
て
、「
当
時
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
独
逸
哲
学
界
に
漲
っ

て
居
た
世
界
観
的
哲
学
の
要
求
に
、
自
ら
共
鳴
し
た
こ
と
」
を
挙
げ
て

い
る
。
こ
の
意
味
で
、
西
田
哲
学
批
判
を
嚆
矢
と
し
て
一
九
三
〇
年
代

に
形
成
さ
れ
て
い
く
「
田
辺
哲
学
」
は
、
同
時
代
的
に
見
れ
ば
「
第
一

次
大
戦
後
」
と
い
う
思
想
史
的
転
換
を
背
景
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

も
で
き
よ
う
。

（
5
） 
田
辺
元
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
』（
一
九
三
一
）、『
田
辺
元

全
集
第
三
巻
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
三
年
、
一
五
五
頁
。



五
七

「
種
の
論
理
」
と
「
社
会
的
な
も
の
」
の
問
い
〔
杉
村
〕

（
6
） 
田
辺
元
「
社
会
存
在
の
論
理
」（
一
九
三
四
）、『
田
辺
元
全
集
第

六
巻
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
三
年
、
五
十
三
頁
。

（
7
） Yasuhiko Sugim

ura, « H
ajim

e Tanabe, lecteur des D
eux 

Sources – un cas de réception du bergsonism
e dans « l ’Ecole 

de K
yôto » 

― » , B
ulletin of D

eath and Life Studies Vol.4 , 
G

lobal C
O

E Program
 D

A
LS, G

raduate School of H
um

anities 
and Sociology, The U

niversity of Tokyo, 2008, p.9

―19. 

こ
れ

は
二
〇
〇
七
年
に
日
仏
英
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
研
究
者
た
ち
を
集
め
て
日
本

で
開
催
し
た
一
連
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
う
ち
、東
京
大
学
で
催
し
た『
二

源
泉
』
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
報
告
集
で
あ
る
。
日
本
語
版
も
同
時
に
刊

行
さ
れ
て
い
る
（
杉
村
靖
彦
「
田
辺
元
の
『
二
源
泉
』
読
解
―
京
都
学

派
の
哲
学
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ニ
ス
ム
「
受
容
」
の
一
例
と
し
て
―
」、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
論
集
『
生
の
哲
学
の
彼
方　

ベ
ル
ク
ソ
ン
『
道

徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
再
読
』、
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究

科
、
グ
ロ
ー
バ
ルC

O
E

プ
ロ
グ
ラ
ム
「
死
生
学
の
展
開
と
組
織
化
」、

二
〇
〇
八
年
、
一
一
―
二
三
頁
）。　

（
8
） « L

a logique de l’être-social, chap.3 », traduit en 
français et présenté par Y

asuhiko Sugim
ura, in Annales 

bergsoniennes, V
I, Paris, PU

F, 2013, p.63

―89.

（
9
） 

田
辺
元
「
社
会
存
在
の
論
理
、『
田
辺
元
全
集
第
六
巻
』、

八
十
九
頁
。

（
10
） 「
社
会
的
事
実
（le fait social

）」
と
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
術
語

で
あ
り
、
社
会
を
ひ
と
つ
の
「
も
の
（chose

）」
と
み
な
し
、
自
立
し

不
可
分
の
ま
と
ま
り
を
も
つ
事
象
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
社
会
学

的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
相
関
し
て
現
れ
る
事
実
性
を
い
う
。

（
11
） Van G

ennep, L’état actuel du problèm
e totém

ique, Paris, 
Ernest Leroux, 1920.

（
12
） 「
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
と
は
、
あ
れ
こ
れ
の
動
物
、
人
間
、
像
を
崇
め

る
宗
教
な
の
で
は
な
く
、
一
種
の
無
名
で
非
人
格
的
な
力
を
崇
め
る
宗

教
で
あ
る
。
こ
の
力
は
そ
れ
ら
の
存
在
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
に
見
出
さ

れ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
と
も
一
致
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
力
を
丸
ご

と
所
有
し
て
い
る
も
の
は
何
も
な
く
、
全
て
が
こ
の
力
に
参
与
し
て
い

る
。
こ
の
力
は
そ
れ
が
受
肉
す
る
諸
々
の
個
別
主
体
か
ら
全
く
独
立
し

て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
主
体
に
先
行
し
、
ま
た
そ
れ
ら
の
後
に
生
き

残
る
。
個
人
は
死
に
、
世
代
は
過
ぎ
去
り
他
の
世
代
に
取
っ
て
代
わ
ら

れ
る
。
だ
が
、
こ
の
力
は
い
つ
も
現
に
生
き
生
き
と
働
き
、
変
わ
ら
ぬ

姿
で
い
る
。〔
…
〕
神
と
い
う
語
を
非
常
に
広
い
意
味
で
と
る
な
ら
ば
、

こ
の
力
は
個
々
の
ト
ー
テ
ム
礼
拝
に
よ
っ
て
崇
め
ら
れ
る
神
で
あ
る
と

も
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
名
も
な
く
歴
史
も
な
い
神
で
あ
り
、

世
界
に
内
在
し
、無
数
の
事
物
の
内
に
流
れ
こ
む
神
で
あ
る
。」（Em

ile 



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
一
号

五
八

D
urkheim

, Les form
es élém

entaires de la vie religieuse. Le 
systèm

e totém
ique en Australie, Paris, F.A

lcan, 1912, p.269.

）

（
13
） Lucien Lévy-B

ruhl, Les fonctions m
entales dans les 

sociétés inférieures, Paris, A
lcan, 1910. （

山
田
吉
彦
訳
『
未
開
社

会
の
思
惟
』、
岩
波
文
庫
）

（
14
） H

enri B
ergson, Les deux sources de la m

orale et de la 
religion, Paris, PU

F, 1932, p.192-193.

（
強
調
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
自

身
に
よ
る
。）

（
15
） 

田
辺
元
「
社
会
存
在
の
論
理
」、『
田
辺
元
全
集
第
六
巻
』、

九
十
九
―
一
〇
〇
頁
。（
強
調
は
筆
者
に
よ
る
）

（
16
） 

実
際
、
後
年
の
レ
ヴ
ィ=

ブ
リ
ュ
ル
は
、『
未
開
社
会
の
思
惟
』

で
の
考
察
が
な
お
原
始
的
な
心
性
と
文
明
化
し
た
心
性
の
二
分
法
に
と

ら
わ
れ
、
両
者
を
一
種
の
社
会
進
化
論
的
図
式
の
下
で
関
係
づ
け
て

い
る
面
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
き
、
厳
し
い
自
己
批
判
を
重
ね

て
い
く
。
実
際
、
晩
年
の
メ
モ
を
集
め
て
死
後
出
版
さ
れ
た
『
手
帖
』

（Lucien Lévy-B
ruhl, C

ahiers, PU
F, 1949, repris dans la coll. 

Q
uadrige en 1998

）
で
は
、
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
「
先
論
理
」
と

い
う
術
語
を
放
棄
す
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
（coll. Q

uadrige, p.62-
63

）、
ま
た
「
融
即
律
〔
分
有
法
則
〕」
に
つ
い
て
も
「
法
則
」
と
い
う

規
定
を
取
り
下
げ
る
に
至
る
（p.77

）。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
自
己
修

正
は
、『
未
開
社
会
の
思
惟
』で
描
出
し
た
事
柄
自
体
の
否
定
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
先
論
理
」
や
「
融
即
」
と
い
う
術
語
で
と
ら
え
よ
う
と
し
た

事
柄
を
よ
り
適
切
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
の
方
法
論
に
関
わ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
を
も
ふ
ま
え
て
レ
ヴ
ィ=

ブ
リ
ュ
ル
の
立
場

を
包
括
的
に
解
釈
し
た
も
の
と
し
て
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ケ
ッ
ク
の
周

到
な
研
究
が
大
変
参
考
に
な
る
（Lévy-Bruhl. Entre philosophie 

et anthropologie, Paris, Edition EN
R

S, 2008

）。
こ
の
著
で
ケ
ッ

ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「「
原
始
心
性
」
と
「
文
明
的
心
性
」

の
相
違
は
、進
化
主
義
的
な
歴
史
哲
学
が
そ
う
す
る
よ
う
に
、地
理
的・

歴
史
的
に
隔
た
っ
た
二
つ
の
思
考
様
式
を
区
別
す
る
も
の
で
は
な
い
。

レ
ヴ
ィ
＝
ブ
リ
ュ
ル
は
そ
の
よ
う
な
歴
史
哲
学
の
諸
前
提
を
つ
ね
に
批

判
し
て
き
た
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
相
違
は
、
い
か
な
る
社
会
、
い

か
な
る
個
人
に
お
い
て
も
人
間
の
思
考
を
導
い
て
い
る
二
つ
の
論
理
的

原
理
を
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
い
わ
ゆ
る
原
始
的
な
諸
社

会
と
は
、
も
う
一
つ
の
論
理
的
原
理
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
て
い
る
普
遍
的

な
思
考
形
式
を
照
ら
し
出
す
た
め
の
迂
路
で
し
か
な
い
。
レ
ヴ
ィ
＝
ブ

リ
ュ
ル
は
そ
の
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。「
原
始
心
性
と
い
う
の

は
、
別
の
心
性
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
な
二
つ
の
特
徴
に
よ
っ
て
区
別

さ
れ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
神
秘
的
な
心

性
は
、わ
れ
わ
れ
の
社
会
よ
り
も「
原
始
人
た
ち
」に
お
い
て
よ
り
は
っ



五
九

「
種
の
論
理
」
と
「
社
会
的
な
も
の
」
の
問
い
〔
杉
村
〕

き
り
と
現
れ
、
容
易
に
観
察
で
き
る
が
、
と
は
い
え
い
か
な
る
人
間
精

神
の
内
に
も
現
存
す
る
も
の
で
あ
る
」（『
手
帖
』）。
レ
ヴ
ィ
＝
ブ
リ
ュ

ル
の
仕
事
が
示
す
の
は
、
あ
る
種
の
精
神
た
ち
は
特
定
の
仕
方
で
思
考

す
る
が
、
別
の
精
神
た
ち
は
根
本
的
に
別
の
仕
方
で
思
考
す
る
、
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
全
て
の
人
間
精
神
が
異
な
る
二
つ
の
原
理
に
従
っ

て
思
考
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
同
時
に
二
つ
の

平
面
上
で
作
業
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（p.8-9

）。

　

同
様
の
文
脈
で
と
く
に
注
目
す
べ
き
事
実
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
『
実

存
か
ら
実
存
者
へ
』（
一
九
四
七
）
以
来
、
レ
ヴ
ィ
＝
ブ
リ
ュ
ル
の

「
分
有
（
融
即
）」
と
い
う
観
念
に
く
り
返
し
言
及
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、「
レ
ヴ
ィ
＝
ブ
リ
ュ
ル
と
現
代
の
哲
学
」
と
題
さ

れ
た
一
九
五
七
年
の
論
文
は
、
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

「「
個
人
の
社
会
体
へ
の
分
有
〔
融
即
〕
は
直
接
的
な
所
与
で
あ
り
、
個

人
が
自
ら
自
身
の
実
存
に
つ
い
て
も
つ
感
情
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
」

（『
手
帖
』）。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
分
有
〔
融
即
〕
理
論
は
、
現
代

の
実
存
感
情
を
説
明
す
る
上
で
、
ま
た
そ
れ
を
部
分
的
に
正
当
化
す

る
上
で
も
重
要
性
を
も
た
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
わ
れ
わ

れ
は
、
存
在
を
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
物
質
と
同
一
視
す
る
見
方
、
次
い
で

は
生
物
を
モ
デ
ル
に
存
在
を
考
え
る
見
方
に
代
わ
っ
て
、
存
在
の
第

一
の
直
観
と
し
て
社
会
的
経
験
が
も
ち
出
さ
れ
る
哲
学
的
時
代
に
属

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」（Em

m
anuel Lévinas, « Lévy-B

ruhl et 
la philosophie contem

poraine », in Entre nous. Essais sur le 
penser-à-l ’autre, Paris, G

rasset, 1991, p.67

、
強
調
は
筆
者
に
よ

る
） 

。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
こ
の
一
節
は
、
田
辺
の
種
の
論
理
を
導
く
哲
学

的
直
観
と
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』

以
来
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
存
在
者
な
き
存
在
と
し
て
の
「
あ
る
（il y a

）」

と
い
う
自
ら
の
異
様
な
概
念
を
、
し
ば
し
ば
レ
ヴ
ィ
＝
ブ
リ
ュ
ル
の
分

有
（
融
即
）
を
引
き
合
い
に
出
し
て
説
明
し
て
い
る
が
、
田
辺
の
種
の

論
理
と
の
問
題
意
識
の
共
有
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
点
を
吟
味
し
直
せ

ば
興
味
深
い
で
あ
ろ
う
。

（
17
） 

田
辺
元
「
社
会
存
在
の
論
理
」、『
田
辺
元
全
集
第
六
巻
』、

一
〇
一
頁
。 

（
18
） H

enri B
ergson, Les deux sources de la m

orale et de la 
religion, Paris, PU

F, 1932, p.191.

（
19
） Ibid.,p.195.

（
20
） 

田
辺
元
「
社
会
存
在
の
論
理
」、『
田
辺
元
全
集
第
六
巻
』、

九
十
六
頁
。

（
21
） 「
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
か
か
る
〔
レ
ヴ
ィ
＝
ブ
リ
ュ
ル
の
〕
先
論
理
的

論
理
が
原
始
意
識
を
支
配
す
る
と
な
す
見
解
に
反
対
し
、
ト
テ
ム
と
人

間
と
の
同
一
化
が
ト
テ
ミ
ズ
ム
の
中
心
を
な
す
の
で
な
く
、
か
え
っ
て
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〇

同
一
種
族
内
の
異
部
族
を
区
別
す
る
た
め
に
、
類
た
る
動
物
の
中
で
区

別
せ
ら
れ
る
異
種
を
以
て
異
部
族
に
配
当
す
る
こ
と
が
、
そ
の
本
質
を

成
す
と
し
、
こ
れ
を
以
て
、
血
族
結
婚
を
避
け
て
異
族
結
婚
を
強
制

し
、
以
て
閉
じ
た
る
社
会
と
し
て
の
種
族
の
壊
敗
を
防
止
せ
ん
と
す
る

生
命
の
要
求
に
帰
し
た
（Les deux sources, p.194

―197

）。
し
か

し
こ
の
よ
う
に
類
中
に
種
を
分
つ
論
理
的
分
類
を
原
始
意
識
に
属
せ
し

む
る
こ
と
は
、
ま
ず
疑
問
を
惹
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
。〔
…
〕
異
族
結

婚
強
制
の
た
め
に
ト
テ
ミ
ズ
ム
が
発
生
し
た
こ
と
を
説
明
す
る
も
の
と

し
て
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
仮
説
は
巧
妙
な
る
こ
と
を
失
わ
な
い
が
、
し

か
し
そ
の
論
理
的
区
別
を
中
心
と
す
る
見
地
は
未
だ
十
分
で
は
な
い
と

思
う
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
れ
に
由
っ
て
、
ト
テ
ム
を
自
己
の
先
祖
と
し

保
護
者
と
し
て
崇
敬
し
、
こ
れ
を
食
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
如
き
慣
習
を

説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。〔
…
〕
ト
テ
ム
の
も
つ
権

威
は
実
は
血
族
共
同
体
と
し
て
の
氏
族
の
も
つ
根
源
性
に
由
来
し
、
ト

テ
ム
と
人
間
の
同
一
化
は
根
源
的
氏
族
と
成
員
た
る
人
間
と
の
同
一
化

の
表
現
に
外
な
ら
な
い
」（
田
辺
元
「
社
会
存
在
の
論
理
」、『
田
辺
元

全
集
第
六
巻
』、
九
十
六
―
九
十
七
頁
）。

　

た
だ
し
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
と
特
殊
社
会
の
統
合
力
と
の
連
関
に
も
っ

ぱ
ら
注
意
を
向
け
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
ら
と
違
っ
て
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
が
自

ら
の
氏
族
と
別
の
部
族
と
の
区
別
を
両
者
の
ト
ー
テ
ム
の
差
異
に
基
づ

い
て
行
な
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
こ

の
解
釈
は
、
後
に
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
に
よ
っ
て
構
造
主
義
の
見

地
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（C

laude Lévi-Strauss, Le 
totém

ism
e aujourd ’hui, Paris, PU

F, 1962.

（
仲
澤
紀
雄
訳
『
今
日

の
ト
ー
テ
ミ
ス
ム
』、
み
す
ず
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
））。

（
22
） 

こ
う
し
た
論
点
は
、
と
く
に
一
九
三
一
年
に
発
表
さ
れ
た
「
綜

合
と
超
越
」
や
「
人
間
学
の
立
場
」
と
い
っ
た
論
考
に
お
い
て
と
く
に

前
面
に
う
ち
だ
さ
れ
て
い
る
。『
存
在
と
時
間
』（
一
九
二
七
）
と
『
カ

ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』（
一
九
二
九
）
を
熟
読
し
た
上
で
執
拗
に

展
開
さ
れ
る
そ
こ
で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
は
、
そ
の
後
田
辺
が
終
生
続

け
て
い
く
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
正
面
対
決
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。
こ
こ
で
は
、
身
体
性
の
問
題
の
不
在
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
、
代

表
的
な
一
節
を
引
い
て
お
こ
う
。

　
「
過
去
的
存
在
の
負
課
性
は
単
に
時
間
形
成
の
地
平
圏
の
み
を
以
て

し
て
は
理
解
し
難
き
問
題
を
含
む
。
勿
論
過
去
の
再
生
も
現
在
に
於

て
時
間
の
契
機
と
な
る
に
は
、
却
て
未
来
か
ら
形
成
せ
ら
れ
る
こ
と

を
必
要
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
其
限
り
未
来
に
時
間
の
本
源
を
認
め

る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
見
解
は
正
当
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

併
し
形
式
的
に
は
此
の
如
く
未
来
か
ら
形
成
せ
ら
れ
る
時
間
も
、
実

質
的
に
は
却
て
過
去
か
ら
発
展
す
る
の
で
あ
る
。Entw

urf

の
自
由
計



六
一

「
種
の
論
理
」
と
「
社
会
的
な
も
の
」
の
問
い
〔
杉
村
〕

画
は G

ew
orfenheit

の
負
課
的
内
容
を
地
盤
に
し
て
始
め
て
発
生
す

る
。〔
…
〕
そ
の
限
定
の
媒
介
点
が
身
体
な
の
で
あ
る
。
身
体
は
一
方

に
於
て
自
我
に
属
す
る
と
同
時
に
、
他
方
に
於
て
自
我
の
外
に
あ
り
て

自
我
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
超
越
的
存
在
の
自
己
顕
現
の
尖

端
に
外
な
ら
ぬ
。
超
越
的
存
在
は
身
体
に
於
て
自
我
に
対
す
る
対
立
性

を
現
し
、
之
を
外
か
ら
強
制
す
る
と
共
に
、
自
我
は
身
体
を
通
じ
て
自

由
行
為
を
な
し
、
自
己
の
外
な
る
所
謂
外
界
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
所
謂
自
由
計
画
と
は
此
自
由
行
為
の
知
的
投
射
に
外
な
ら
な
い
」

（
田
辺
元
「
人
間
学
の
立
場
」（
一
九
三
一
）、『
田
辺
元
全
集
第
四
巻
』、

三
四
四
―
三
四
五
頁
）。

（
23
） 

田
辺
元
「
人
間
学
の
立
場
」（
一
九
三
一
）、『
田
辺
元
全
集
第
四

巻
』、
三
七
〇
頁
。

（
24
） M

artin H
eidegger, Sein und Zeit, T

übingen, M
ax 

N
iem

eyer Verlag,17.A
uf.1927-1993, S.1.

（
25
） 

こ
の
発
想
は
、
編
者
の
大
島
康
正
に
よ
っ
て
『「
種
の
論
理
」
論

文
集
Ⅰ
』
と
銘
打
た
れ
た
全
集
第
六
巻
の
巻
頭
に
置
か
れ
、
種
の
論
理

の
直
接
的
な
先
駆
形
態
と
い
え
る
論
考「
図
式「
時
間
」か
ら
図
式「
世

界
」
へ
」
で
明
確
に
う
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
血
縁
的
連
続

性
と
そ
の
座
と
し
て
の
生
殖
的
身
体
が
、ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な「
図
式「
時

間
」」
を
田
辺
的
な
「
図
式
「
世
界
」」
へ
と
転
換
拡
張
す
る
た
め
の
軸

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
を
端
的
に
示
す
一
節
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

　
「
表
現
の
底
に
自
然
が
あ
り
、
自
然
の
尖
端
が
身
体
で
あ
っ
て
、
其

処
に
我
と
非
我
と
の
対
立
的
統
一
の
転
換
媒
介
が
存
在
す
る
と
い
わ
れ

る
の
も
、単
に
固
定
的
に
空
間
的
に
理
解
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
な
く
、

同
時
に
時
間
の
統
一
に
於
て
我
の
綜
合
が
之
を
成
す
と
い
う
意
味
に
於

て
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
他
方
そ
の
綜
合
の
契
機
と
し
て
は
非
我

の
限
定
に
由
る
空
間
的
外
在
性
も
ま
た
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ

て
、
我
は
身
体
に
於
て
、
肉
に
附
け
る
古
き
我
を
他
我
と
し
て
自
己
に

止
揚
し
、
自
己
の
媒
介
と
す
る
の
で
あ
る
。
斯
か
る
所
謂
肉
に
附
け
る

我
が
我
の
内
に
於
け
る
契
機
と
し
て
の
他
我
か
ら
の
了
解
の
交
互
性
に

由
り
独
立
存
在
と
し
て
の
他
我
に
外
化
定
立
せ
ら
れ
、
先
ず
血
に
由
っ

て
繋
が
れ
る
家
族
か
ら
次
第
に
身
体
的
自
然
的
関
係
の
稀
薄
な
る
民
族

等
を
経
て
終
に
人
類
に
ま
で
拡
大
せ
ら
れ
る
。
全
自
然
は
表
現
と
し
て

人
類
我
の
身
体
と
も
い
う
べ
き
意
味
を
有
し
、
而
し
て
そ
れ
が
我
の
過

去
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
古
き
我
を
限
定
す
る
の
で
あ
る
。
我
を
拘

束
す
る
自
然
の
尖
端
が
身
体
に
存
す
る
如
く
、
我
を
限
定
す
る
過
去
の

我
は
背
後
に
全
人
類
の
歴
史
を
担
う
。
過
去
は
そ
の
我
に
対
す
る
否
定

性
の
故
に
我
に
対
立
す
る
空
間
的
存
在
に
表
現
せ
ら
れ
る
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。〔
…
〕斯
く
し
て
空
間
時
間
の
統
一
と
し
て
の
図
式「
世

界
」
は
正
に
表
現
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。「
世
界
」
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六
二

と
し
て
の
図
式
は
表
現
の
原
理
で
あ
り
、
先
験
論
的
表
現
と
い
う
べ
き

も
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
し
た
純
粋
形
象
形
成
は
此
純
粋
表

現
に
ま
で
具
体
化
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
図
式
の
真
意
義
を
発
揮
す
る
こ

と
が
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。」（
田
辺
元
「
図
式
「
時
間
」
か
ら
図
式

「
世
界
」
へ
」（
一
九
三
二
）、『
田
辺
元
全
集
第
六
巻
』、
三
十
一
頁
）

（
26
） 

田
辺
元
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」（
一
九
三
六
）、『
田
辺

元
全
集
第
六
巻
』、
三
〇
三
頁
。

（
27
） 

実
を
い
え
ば
、
一
九
三
四
年
の
「
社
会
存
在
の
論
理
」
で
は
、

種
の
概
念
は
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
血
縁
的
連

続
性
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
、
そ
の
矛
盾
を
内
包
す
る
あ
り
方
が

十
分
際
立
た
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
田
辺
は
こ
の
欠
点
に
気
づ
き
、

一
九
三
六
年
の
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
で
種
の
論
理
の
自
己

修
正
を
図
る
。
そ
の
際
に
、種
の
「
直
接
統
一
的
側
面
」
と
し
て
の
「
血

縁
共
同
」
に
対
し
て
、
そ
の
「
自
己
否
定
的
分
裂
的
側
面
」
を
体
現
す

る
契
機
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
た
の
が
、「
土
地
占
有
」
に
基
づ
く
「
地

縁
共
同
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
田
辺
元
「
論
理
の
社

会
存
在
論
的
構
造
」、『
田
辺
元
全
集
第
六
巻
』、
三
六
五
頁
）。

（
28
） 

田
辺
元
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」、『
田
辺
元
全
集
第
六

巻
』、
三
六
五
頁
。

（
29
） 

同
上
、
三
七
二
頁
。

（
30
） 

同
上
。

（
31
） 

同
上
、
三
六
六
頁
。

（
32
） 

同
上
、
三
六
五
頁
。

（
33
） 「
質
料
の
種
性
は
具
体
的
存
在
の
社
会
性
の
根
柢
で
あ
る
」（
同

上
、
三
五
三
頁
）。
ち
な
み
に
、
こ
の
田
辺
の
洞
察
を
ギ
リ
シ
ャ
哲
学

由
来
の
質
料
概
念
の
系
譜
に
お
い
て
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
と
く
に
西

田
哲
学
と
の
対
比
に
お
い
て
興
味
深
い
論
点
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
種
が
体
現
す
る
絶
対
弁
証
法
的
動
性
（「
統
一
そ
の
も
の
を

も
対
立
の
契
機
と
す
る
絶
対
の
分
裂
対
立
」）
を
、
田
辺
は
し
ば
し
ば

シ
ェ
リ
ン
グ
が『
人
間
的
自
由
の
本
質
』に
お
い
て「
狂
瀾
怒
濤
の
大
海
」

に
比
し
た
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
篇
の
質
料
に
な
ぞ
ら
え
る
（
同
上
、
三
二
一

頁
）。
プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
篇
の
質
料
と
は
、
イ
デ
ア
が

刻
ま
れ
る
母
胎
と
し
て
の
「
場
所
（
コ
ー
ラ
）」
と
ほ
ぼ
重
な
り
合
う

事
柄
だ
と
い
え
る
が
、こ
の
「
コ
ー
ラ
」
は
周
知
の
よ
う
に
西
田
の
「
絶

対
無
の
場
所
」
と
い
う
発
想
の
機
縁
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て
見
れ
ば
、西
田
と
田
辺
の
絶
対
無
の
哲
学
は
、哲
学
に
と
っ
て
の
「
絶

対
」
を
西
洋
哲
学
の
伝
統
と
は
反
対
に
「
第
一
質
料
」
の
側
に
見
て
と

ろ
う
と
し
た
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
西
田

が
そ
こ
に
全
て
を
包
み
映
す「
場
所
」を
見
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、

田
辺
は
逆
巻
く
波
の
ご
と
き
「
渦
動
」
を
見
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。



六
三

「
種
の
論
理
」
と
「
社
会
的
な
も
の
」
の
問
い
〔
杉
村
〕

（
34
） 
同
上
、
三
六
六
―
三
六
七
頁
。

（
35
） 
田
辺
元
「
社
会
存
在
の
論
理
」、『
田
辺
元
全
集
第
六
巻
』、

九
十
三
頁
。

（
36
） 「
空
間
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
考
え
る
如
き
道
具
的
存
在
の
手
近
さ

間
遠
さ
〔
…
〕
を
具
体
的
に
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
此
様
な
見
解
は

個
人
主
義
的
人
間
存
在
論
に
属
す
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
の
間
と
し
て

社
会
を
考
え
る
こ
と
も
な
お
個
人
の
交
互
関
係
と
し
て
社
会
を
考
え
よ

う
と
す
る
抽
象
に
外
な
ら
ざ
る
こ
と
初
に
注
意
し
た
如
く
で
あ
る
。
共

同
社
会
の
空
間
性
は
個
人
相
互
の
間
で
は
な
い
。
更
に
斯
か
る
間
を
支

え
る
基
体
的
統
一
と
し
て
時
間
性
を
自
己
否
定
せ
し
め
て
之
を
内
に
潜

在
せ
し
む
る
空
間
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
実
現
す
る
も
の
は

人
間
存
在
に
対
し
道
具
よ
り
も
一
層
根
本
的
な
る
意
味
を
有
す
る
土
地

の
占
有
で
あ
る
外
無
い
。
種
は
血
と
地
と
の
相
関
的
統
一
で
あ
る
。
其

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

媒
介
を
な
す
も
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
社
会
的
生
産
活
動
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
人

間
の
存
在
が
社
会
的
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
社
会
存
在
論
を
人

間
存
在
論
の
外
に
認
め
ま
い
と
す
る
立
場
の
抽
象
性
は
、
斯
か
る
点
か

ら
も
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
」（
田
辺
元
「
論
理
の

社
会
存
在
論
的
構
造
」、『
田
辺
元
全
集
第
六
巻
』、
三
六
八
頁
（
強
調

は
筆
者
に
よ
る
））。

（
37
） Sim

one W
eil, Les causes de la liberté et de l’oppression 

sociale, in O
euvres com

plètes II : Ecrits historiques et 
politiques, tom

e 2, p.36.

（
冨
原
真
弓
訳
『
自
由
と
社
会
的
抑
圧
』、

岩
波
文
庫
）。 

ヴ
ェ
イ
ユ
自
ら
「
大
仕
事
（grand-oeuvre

）」
と
呼
ぶ

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
田
辺
の
「
社
会
存
在
の
論
理
」
と
同
じ
一
九
三
四

年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
素
朴
さ
を
こ
う
し
た

角
度
か
ら
批
判
す
る
と
い
う
試
み
は
、
当
時
は
ほ
と
ん
ど
類
例
の
な
い

も
の
で
あ
っ
た
。
同
じ
テ
ク
ス
ト
の
中
で
彼
女
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。「
人
間
の
集
団
は
、
自
然
の
並
外
れ
た
力
が
か
弱
い
人
類
に
か

け
る
重
み
か
ら
か
な
り
の
程
度
ま
で
解
放
さ
れ
る
と
、
今
度
は
自
ら
が

自
然
の
跡
を
継
ぐ
よ
う
に
し
て
、
同
様
の
仕
方
で
個
々
の
人
間
を
押
し

つ
ぶ
す
と
こ
ろ
ま
で
行
く
よ
う
に
見
え
る
」（p.67

）。
進
歩
が
人
間
を

自
然
の
重
荷
か
ら
解
放
す
る
の
に
合
わ
せ
て
、
こ
の
重
荷
が
社
会
に
固

有
の
抑
圧
と
し
て
回
帰
し
て
く
る
と
い
う
ヴ
ェ
イ
ユ
の
考
え
は
、
種
的

社
会
に
内
属
す
る
暗
い
否
定
性
を
強
調
す
る
田
辺
の
見
解
と
か
な
り
の

程
度
重
な
り
合
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
こ
か
ら
二
人
の
哲
学

者
が
引
き
出
す
帰
結
は
、
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。

（
38
） 

田
辺
元
「
種
の
論
理
と
世
界
図
式
」（
一
九
三
五
）、『
田
辺
元
全

集
第
六
巻
』、
二
二
七
頁
。

（
39
） 
同
上
、
一
九
九
頁
。

（
40
） 

こ
の
「
転
回
」
に
つ
い
て
は
以
下
の
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。



日
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学
史
研
究
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六
四

Yasuhiko Sugim
ura, «Tém

oin agissant du néant absolu. La 
signification de Tanabe dans le contexte de la philosophie 
du tém

oignage », Jacynthe Trem
blay

（éd.

）, Philosophes 
japonais contem

porains, M
ontréal, Presses de l ‘U

niversité de 
M

ontréal, 2010, p.47-66 ; « Tanabe H
ajm

e : Introduction », 
in M

ichel D
alissier, Shin N

agai, Yasuhiko Sugim
ura 

（éd.

）, 
Philosophie japonaise. Le néant, le m

onde et le corps, Paris, 
V

rin, 2013, p.283-291.

（
41
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
田
辺
の
批
判
を
も
契
機
と
し
て
自
ら
の

場
所
的
論
理
の
行
為
的
・
歴
史
的
性
格
を
強
調
し
て
い
っ
た
同
時
期
の

西
田
の
方
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
「
生
産
活
動
」
な
い
し
は

「
生
産
物
」、
さ
ら
に
は
「
商
品
」
の
も
つ
重
要
性
に
鋭
く
注
意
を
向
け

て
い
る
。
こ
れ
は
、
社
会
的
共
同
行
為
と
し
て
の
「
プ
ラ
ク
シ
ス
」
を

行
為
概
念
の
基
礎
に
据
え
る
田
辺
と
は
対
照
的
に
、
西
田
が
「
自
ら
の

外
に
物
を
作
る
」
と
い
う
「
ポ
イ
エ
シ
ス
」
か
ら
行
為
を
考
え
て
い
る

こ
と
に
よ
る
。
外
に
物
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
物
か
ら
照
ら
さ

れ
、
そ
う
し
て
歴
史
的
世
界
の
た
え
ざ
る
自
己
形
成
の
焦
点
と
な
る
こ

と
、
そ
れ
が
後
期
西
田
の
い
う
「
行
為
的
直
観
」
の
要
諦
で
あ
っ
た
。

一
九
三
〇
年
代
の
西
田
は
、
こ
の
よ
う
な
場
所
的
弁
証
法
の
立
場
か
ら

し
ば
し
ば
マ
ル
ク
ス
の
思
想
に
親
近
感
を
示
し
、
マ
ル
ク
ス
の
生
産
物

や
商
品
に
関
す
る
考
察
を
も
自
ら
の
「
物
」
概
念
へ
と
取
り
込
も
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
例
と
し
て
一
つ
だ
け
引
用
し
て
お
こ
う
。「
真
に
生

き
た
実
在
は
そ
れ
自
身
に
於
て
矛
盾
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
は
行
動
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
動

く
も
の
と
い
う
の
も
唯
対
象
的
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
思
惟
の

矛
盾
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
「
資
本
論
」
に

於
て
論
じ
た
如
き
商
品
の
見
方
も
、
唯
私
の
所
謂
行
動
の
世
界
に
於
て

の
事
物
と
し
て
、
爾
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
弁
証
法
的
一
般
者
の
限
定

と
し
て
弁
証
法
的
に
動
く
商
品
と
い
う
如
き
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
」（
西
田
幾
多
郎『
哲
学
の
根
本
問
題　

続
編（
弁
証
法
的
世
界
）』、

『
西
田
幾
多
郎
全
集
第
七
巻
』、岩
波
書
店
、二
〇
〇
〇
年
、一
八
五
頁
）。

（
42
） 

デ
ュ
ル
ケ
ム
の
「
社
会
的
事
実
」
か
ら
モ
ー
ス
の
「
全
体
的

社
会
事
実
」
へ
の
こ
う
し
た
移
行
に
つ
い
て
は
、
カ
ル
サ
ン
テ
ィ
の

次
の
著
作
が
啓
発
的
で
あ
る
。B

runo K
arsenti, L’hom

m
e total. 

Sociologie, anthropologie et philosophie chez M
arcel M

auss, 
Paris, PU

F, 1997.

（
43
） M

arcel M
auss, Essai sur le don. Form

e et raison de 
l ‘échange dans les sociétés archaïques, Paris, PU

F, 1925.
（
44
） H

enri B
ergson, Les deux sources de la m

orale et de la 
religion, Paris, PU

F, 1932,　

p.301.


