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は
じ
め
に

相
対
主
義
的
な
傾
向
が
優
位
を
占
め
る
現
在
、
哲
学
、
ひ
い
て
は
知
識
の
根
拠
づ

け
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
時
代
を
錯
誤
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
な
る

ほ
ど
、
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
相
対
主
義
が
キ
リ
ス
ト
教
や
共
産
主
義
な
ど
に
お
け

る
独
断
主
義
を
批
判
す
る
た
め
の
有
力
な
武
器
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
相
対
主
義
は
そ
う
し
た
批
判
の
武
器
と
し
て
方
法
的
に
は
有

効
で
あ
る
と
し
て
も
、
だ
が
新
た
な
世
界
の
構
築
の
た
め
の
原
理
た
り
う
る
か
と
い

え
ば
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
反
原
理
的
た
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
問
題
が
生
じ
よ

う
。
現
在
の
相
対
主
義
的
な
傾
向
の
源
流
の
一
つ
を
な
す
の
は
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
で

あ
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
同
様
の
問
題
に
陥
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は

世
界
の
根
底
を
な
す
の
は
力
へ
の
意
志
と
し
て
の
生
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
生
成

と
し
て
の
生
で
あ
る
と
し
て
、
形
而
上
学
や
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
理
性
と
感
性
、

精
神
と
自
然
な
ど
の
二
元
論
を
そ
の
根
源
に
お
い
て
覆
し
た
う
え
で
、
世
界
の
内
で

生
き
る
人
間
に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
に
応
じ
て
多
様
な
解
釈
が
可
能
な
の
だ
と

す
る
。
世
界
は
な
る
ほ
ど
認
識
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
が
、「
し
か
し
、
別
様
に
も
解
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0

0
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釈
さ
れ
う
る

0

0

0

0

0

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
自
ら
の
背
後
に
い
か
な
る
意
味
も
も
っ
て
お

ら
ず
、
か
え
っ
て
無
数
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
―
「
遠
近
法
主
義
」」①
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
「
遠
近
法
主
義
」
に
も
と
づ
い
て
、
理
性
や
精
神
な
ど
を
そ
れ
自
体
と
し

て
存
在
す
る
も
の
の
よ
う
に
み
な
し
て
き
た
従
来
の
哲
学
が
批
判
さ
れ
る
。「「
精

神
」
も
、
理
性
も
、
思
惟
も
、
意
識
も
、
霊
魂
も
、
意
志
も
、
真
理
も
存
在
し
な
い
。

こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
役
に
立
た
な
い
虚
構
で
あ
る②
」。
な
る
ほ
ど
、
我
々
の
認
識
が
そ

れ
ぞ
れ
に
固
有
の
観
点
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。し
か
し
、

ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
は
そ
の
遠
近
法
主
義
が
原
理
と
し
て
立
て
ら
れ
、
し
か
も
真
理

と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
哲
学
は
自
己

矛
盾
に
陥
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
哲
学
と
い
う
も
の
に
は
、
批
判
の
た
め
に
も
新
た
な

哲
学
の
構
築
の
た
め
に
も
や
は
り
原
理
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
主
観
と
客
観
の
対
立
な
ど
近
代
の
陥
っ
て
い
る
「
分
裂
」
が
新
た
な

「
哲
学
の
要
求
の
源
泉
で
あ
る
」
と
し
て③
、
そ
の
止
揚
を
め
ざ
す
が
、
そ
の
際
根
底

に
お
か
れ
た
も
の
が
「
絶
対
者
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
絶
対
者
は
す
で
に
存
在

し
て
い
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
ど
う
し
て
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」。
そ
し

て
、
制
限
や
分
裂
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
「
前
提
さ
れ
た
無
制

約
性
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る④
」。こ
う
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
絶
対
者
を
原

理
と
す
る
こ
と
で
近
代
を
批
判
し
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
絶
対
者
を
哲
学
の
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
、

そ
れ
こ
そ
形
而
上
学
的
な
も
の
だ
と
い
わ
れ
よ
う
。
だ
が
、
人
間
は
有
限
で
不
完
全

な
存
在
で
は
あ
る
が
完
全
な
も
の
の
観
念
を
も
つ
と
い
う
こ
と
か
ら
神
の
存
在
証
明

を
試
み
た
デ
カ
ル
ト
を
想
起
す
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
絶
対
者
を
前
提
と
し
た
こ
と
も

少
し
は
理
解
さ
れ
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
証
明
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
こ
と

ヘ
ー
ゲ
ル
と
哲
学
の
根
拠
づ
け
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は
、
な
る
ほ
ど
人
間
は
有
限
で
不
幸
な
存
在
だ
か
ら
神
を
求
め
た
の
だ
と
し
て
も
、

そ
れ
以
前
に
完
全
な
も
の
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
観
念
が
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
人
間
は
そ
れ
と
比
較
し
て
自
ら
を
有
限
な
存
在
と
し
て
捉
え
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
―
ま
だ
明
白
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
―
両
者
の
関
係
に
お
け
る
懸
隔

で
あ
る
。
こ
う
し
た
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
神
の
存
在
証
明
を
想
起
す
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル

に
お
い
て
絶
対
者
は
近
代
の
陥
っ
て
い
る
問
題
を
ま
さ
に
不
幸
な
分
裂
と
し
て
捉

え
、
さ
ら
に
乗
り
越
え
て
い
く
た
め
の
原
理
と
し
て
前
提
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と

も
あ
る
程
度
理
解
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
、
現
在
の
哲
学
に
お
い
て
は
も

は
や
神
や
絶
対
者
な
ど
を
そ
の
ま
ま
原
理
と
し
て
据
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し

か
し
、
相
対
主
義
が
自
ら
を
絶
対
化
す
る
と
い
う
罠
に
陥
り
か
ね
な
い
と
い
う
問
題

も
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
で
も
哲
学
は
そ
の
探
究
に
お
い
て
絶
対
的
な
も
の

と
い
う
問
題
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
考
察
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
中
心
と

し
て
哲
学
の
原
理
の
問
題
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う

な
順
序
で
進
め
ら
れ
る
。（
1
）『
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
に
至
る
そ
の
哲
学
の

展
開
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
シ
ェ
リ
ン
グ
的
な
知
的
直
観
な
ど
に
よ
る
哲
学
の
原

理
把
握
は
、
退
け
は
し
な
い
も
の
の
そ
れ
だ
け
で
は
直
接
的
な
も
の
に
止
ま
る
と
し

て
、
円
環
を
な
し
て
自
ら
の
端
初
へ
と
還
帰
す
る
と
い
う
哲
学
の
体
系
性
を
強
調
す

る
よ
う
に
な
る
。
だ
が
、
そ
の
端
初
が
原
理
と
し
て
そ
れ
な
り
に
確
固
と
し
た
も
の

で
な
い
限
り
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
哲
学
の
体
系
も
ま
た
同
様
の
も
の
で
は
な
い
か
と

い
う
問
題
が
生
じ
よ
う
。（
2
）
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
超
越
論
的
な
反
省
に

よ
っ
て
知
識
の
究
極
的
な
根
拠
づ
け
を
試
み
る
ア
ー
ペ
ル
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
し
て

は
批
判
的
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
根
拠
づ
け
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
理
想
的

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
自
己
意
識
の
相
互
承
認
に

相
応
す
る
と
し
て
、
そ
の
点
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
も
ま
た
、『
精
神
現
象
学
』
に
お
い
て
自
己
意
識
の
承
認
の
内
に
は

「
す
で
に
精
神

0

0

の
概
念
が
存
在
し
て
い
る
」
と
し
て
、そ
れ
が
以
後
実
現
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
精
神
の
本
質
を
な
す
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（P

d
G

.140

）。
だ
と
す
れ
ば
、

ア
ー
ペ
ル
に
お
け
る
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
と
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け

る
自
己
意
識
の
相
互
承
認
と
を
対
応
づ
け
て
考
察
し
、
後
者
を
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お

い
て
も
原
理
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。（
3
）こ
う
し

た
観
点
か
ら
『
現
象
学
』
に
お
け
る
絶
対
知
を
め
ざ
す
意
識
の
経
験
の
運
動
を
考
察

す
る
と
、
意
識
は
ま
ず
は
そ
れ
と
自
己
意
識
の
相
互
承
認
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
よ
っ

て
成
立
す
る
普
遍
的
な
自
己
意
識
と
の
間
に
存
す
る
乖
離
を
解
消
す
べ
く
そ
の
経
験

の
運
動
を
な
す
も
の
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
承
認
を
中
心
と
し
て

さ
ら
に
『
現
象
学
』
を
捉
え
る
と
、「
精
神
の
概
念
」
と
し
て
の
そ
の
承
認
が
歴
史
の

内
で
実
現
さ
れ
な
い
限
り
は
、
意
識
の
運
動
が
め
ざ
す
と
さ
れ
た
絶
対
知
も
ま
だ
目

標
、
課
題
に
止
ま
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
自
己
意

識
の
相
互
承
認
は
ア
ー
ペ
ル
に
お
け
る
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
と

同
様
に
精
神
に
対
し
て
超
越
論
的
な
位
置
価
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

そ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
い
て
も
原
理
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。（
4
）『
現
象
学
』
で
は
、
自
己
意
識
の
相
互
承
認
は
自
己
と
他
者
の
生
死
を
賭

し
た
戦
い
や
主
と
奴
の
関
係
な
ど
を
経
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
承
認
に
至

る
自
己
意
識
の
運
動
を
考
察
す
る
と
、
自
己
の
他
者
の
対
立
は
主
観
と
客
観
の
そ
れ

で
も
あ
る
か
ら
、前
者
の
対
立
が
自
己
意
識
の
承
認
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
る
こ
と
は
、

そ
こ
に
は
主
観
と
客
観
の
統
一
と
し
て
の
理
性
の
、
そ
し
て
精
神
は
理
性
の
実
現
さ

れ
た
も
の
だ
か
ら
ま
た
そ
の
精
神
の
原
基
的
形
態
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ

る
。
ア
ー
ペ
ル
に
お
け
る
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
は
純
粋
な
主
観

相
互
の
関
係
と
い
っ
て
よ
い
も
の
だ
が
、
こ
う
し
て
そ
れ
は
自
己
と
他
者
の
対
立
が

止
揚
さ
れ
た
も
の
と
し
て
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
思
弁
的
な
も
の

と
も
呼
ぶ
主
観
と
客
観
の
統
一
と
し
て
の
理
性
が
、
こ
の
よ
う
に
す
で
に
自
己
意
識

の
承
認
の
内
に
生
じ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
こ
う
し
た
理
性
把
握
を
忌
避
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し
よ
う
と
す
る
現
在
の
哲
学
の
一
般
的
傾
向
に
対
し
て
も
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
こ
う
し
て
こ
の
考
察
は
、
自
己
意
識
の
相
互
承
認
を
哲
学
の
原
理
と
し
て

捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学
が
根
拠
、
原
理
を
も
つ
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に

つ
い
て
肯
定
的
な
答
え
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

１

ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』（
１
８
３
０
）
の
「
序
論
」
に
お
い
て
、

哲
学
の
端
初
と
哲
学
そ
の
も
の
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
哲

学
に
と
っ
て
そ
の
固
有
の
対
象
で
あ
る
思
惟
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
「
思
惟

の
自
由
な
行
為
」
に
よ
る
が
、
直
接
的
な
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
の
立
場
も
哲
学
の
内

で
は
「
成
果

0

0

、
し
か
も
最
後
の
成
果
」
と
し
て
示
さ
れ
る
た
め
に
、「
哲
学
は
自
ら
の

内
へ
と
還
帰
す
る
円
環
で
あ
り
、
他
の
諸
科
学
の
意
味
で
の
端
初
を
も
た
な
い
。
そ

こ
で
、
哲
学
の
端
初
は
哲
学
し
よ
う
と
決
心
す
る
場
合
の
主
観
と
関
係
す
る
に
す
ぎ

ず
、哲
学
そ
の
も
の
と
は
関
係
が
な
い
の
で
あ
る⑤
」。
こ
う
し
た
哲
学
の
端
初
と
哲
学

そ
の
も
の
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
は
、
哲
学
の
円
環
と
し
て
の
体

系
性
を
強
調
す
る
彼
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
仮
に
哲
学
が
円
環

を
な
し
そ
の
端
初
が
成
果
と
し
て
示
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
哲
学
は
結
局
の
と
こ

ろ
基
礎
を
欠
い
た
空
中
楼
閣
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。と
こ
ろ
が
、

そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
も
後
期
に
至
る
ま
で
哲
学
の
根
拠
づ
け
を
め
ぐ
る
問
題
を
軽
視
し
た

と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
シ
ェ
リ
ン
グ
的
な
知
的
直
観

に
よ
る
絶
対
者
の
直
接
的
な
把
握
を
主
張
し
て
い
た
イ
エ
ナ
期
初
期
か
ら
、
す
で
に

絶
対
者
を
概
念
的
に
把
握
す
る
必
要
性
を
説
い
て
は
い
る
。
だ
が
、
そ
の
哲
学
に
お

い
て
絶
対
者
の
原
理
的
な
把
握
が
退
け
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は

い
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、『
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
体
系
の
差
異
』

（
１
８
０
１
）、『
精
神
現
象
学
』（
１
８
０
７
）、『
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
を
中
心

と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
哲
学
の
原
理
の
問
題
と
い
か
に
関
わ
っ
て
き
た
か
を
み
る
こ

と
に
し
た
い
。

『
差
異
』
論
文
で
は
、近
代
の
歴
史
に
お
い
て
絶
対
者
の
現
象
で
あ
る
も
の
が
自
立

し
孤
立
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
や
は
り
そ
う
し
た
現
象
は
自
ら
の
根
源
で
あ
る

絶
対
者
を
拒
否
し
え
ず
、
そ
こ
に
新
た
な
哲
学
の
要
求
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、「
分
裂
が
哲
学
の
要
求
の
源
泉
で
あ
る⑥
」。
か
つ
て
の
理
性
と
感
性
な
ど
の
対

立
は
「
絶
対
的
主
観
性
と
絶
対
的
客
観
性
の
対
立
」
へ
と
先
鋭
化
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
た
め
に
「
そ
う
し
た
諸
対
立
を
止
揚
す
る
こ
と
が
理
性
の
唯
一
の
関
心
事
で
あ
る⑦
」。

い
か
に
意
識
が
分
裂
し
て
い
る
に
せ
よ
、
目
標
と
し
て
の
「
絶
対
者
は
す
で
に
存
在

し
て
い
る
」
の
で
あ
り⑧
、
だ
か
ら
こ
そ
分
裂
し
た
現
象
を
全
体
と
し
て
再
構
成
し
よ

う
と
い
う
要
求
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
す
で
に
存
在
し
て
い
る
絶
対
者
を
原
理

と
し
て
把
握
す
る
能
力
が
「
超
越
論
的
知
」、「
超
越
論
的
直
観
」、「
思
弁
」
な
ど
と

さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
主
観
と
客
観
の
分
裂
を
超
え
て
そ
れ
ら
を
統
一
す
る
能
力
で
あ

る
。
た
と
え
ば
「
超
越
論
的
知
は
反
省
と
直
観
と
い
う
両
者
を
結
合
す
る
。
そ
れ
は

概
念
で
あ
る
と
同
時
に
存
在
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
超
越
論
的
直
観
と
の

相
違
は
観
念
的
要
素
と
実
在
的
要
素
の
い
ず
れ
が
出
発
点
に
さ
れ
る
か
の
相
違
に
す

ぎ
ず
、
そ
こ
で
両
者
は
絶
対
者
を
原
理
と
し
て
把
握
す
る
能
力
と
し
て
「
同
じ
一
つ

の
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る⑨
。
そ
れ
は
思
弁
の
場
合
も
同
様
で
あ
り
、「
こ
の
同
一
性

の
意
識
の
産
出
が
思
弁
で
あ
る⑩
」。こ
れ
ら
の
能
力
は
ま
さ
に
主
観
と
客
観
の
対
立
の

止
揚
を
関
心
事
と
す
る
と
さ
れ
た
理
性
に
一
括
さ
れ
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
ヘ
ー
ゲ

ル
に
よ
れ
ば
「
理
性
は
意
識
の
有
限
性
を
克
服
し
、
意
識
の
内
に
絶
対
者
を
構
成
す

る
た
め
に
、
思
弁
へ
と
高
ま
る
」
か
ら
で
あ
る⑪
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、「
理

性
の
無
限
性
は
有
限
な
も
の
を
自
ら
の
内
に
含
む
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る⑫
。

だ
と
す
れ
ば
、
絶
対
者
は
原
理
と
し
て
も
単
な
る
主
観
と
客
観
の
統
一
に
止
ま
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
う
し
た
絶
対
者
に
つ
い

て
も
同
一
性
と
同
時
に
分
離
が
語
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
こ
で
「
絶
対
者
は
同
一
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性
と
非
同
一
性
と
の
同
一
性
で
あ
る
」
と
す
る
の
で
あ
る⑬
。
こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル

は
こ
の
論
文
で
は
シ
ェ
リ
ン
グ
的
な
知
的
直
観
の
必
要
性
を
認
め
て
い
る
と
は
い

え
、
す
で
に
そ
の
原
理
把
握
の
水
準
で
も
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
相
違
を
示
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
こ
の
時
期
の
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
主
観
と
客
観
は
本
来
無
差
別
で
あ
る
か

ら
両
者
の
相
違
と
し
て
は
量
的
な
も
の
だ
け
が
可
能
で
あ
り
、
し
か
も
量
的
差
別
と

い
う
も
の
は
絶
対
的
同
一
性
の
外
で
の
み
可
能
で
あ
る
と
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
す
で
に
絶
対
者
は
原
理
と
し
て
も
差
異
を
含
む
こ
と
を
認
め
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。　
　
　

『
現
象
学
』
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
影
響
を
脱
し
て
、
主
観
と
客
観
の

統
一
を
概
念
の
必
然
的
な
展
開
を
と
お
し
て
示
す
哲
学
が
登
場
す
べ
き
時
期
に
あ
る

こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
彼
は
「
自
己
意
識
的
精
神

0

0

0

0

0

0

0

が
現
在

0

0

立
っ
て
い
る
段
階
」
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（P

dG
,13

）。
精
神
は
か
つ
て
の
意
識
と
実
在
が
和

解
し
て
い
た
実
体
的
生
命
の
段
階
を
後
に
し
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
に
代
表
さ
れ
る
実

体
を
欠
い
た
精
神
の
自
己
反
省
の
段
階
に
至
っ
た
が
、
そ
れ
も
超
え
ら
れ
て
シ
ェ
リ

ン
グ
や
ロ
マ
ン
主
義
者
に
よ
っ
て
知
的
直
観
な
ど
に
よ
る
失
わ
れ
た
実
体
の
回
復
が

求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
い
ま
や
実
体
の
か
か
る
直
接
的
な
把
握
に

も
止
ま
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
し
て
生
成
し
た
単
純
な
実
体
が
現
実
性
を

得
る
た
め
に
は
、「
あ
の
契
機
と
な
っ
た
諸
形
態
が
再
び
新
た
に
、
だ
が
新
た
な
場

で
、
生
じ
た
意
味
に
お
い
て
展
開
さ
れ
、
形
態
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
」
が
必
要
な
の

で
あ
る
（P

dG
,16

）。
こ
う
し
て
「
我
々
の
時
代
は
誕
生
の
時
代
で
あ
り
、
新
た
な
時

期
へ
の
移
行
の
時
代
で
あ
る
」（P

dG
,15

）。
こ
の
よ
う
に
精
神
の
現
在
を
捉
え
る
ヘ
ー

ゲ
ル
は
、
批
判
的
と
は
い
え
シ
ェ
リ
ン
グ
な
ど
の
哲
学
に
も
そ
れ
な
り
の
意
義
を
認

め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
絶
対
者
を

ま
ず
原
理
と
し
て
把
握
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
知
の
生
成

を
た
ど
る
『
現
象
学
』
は
フ
ィ
ヒ
テ
や
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
が
企
て
た
学
に
先
立
つ
「
学

の
根
拠
づ
け
」
や
シ
ェ
リ
ン
グ
の
よ
う
に
「
直
接
的
に
絶
対
知
か
ら
始
め
る
」
試
み

と
は
異
な
る
と
さ
れ
る
（P

dG
,26

）。
学
は
登
場
す
る
だ
け
で
は
「
現
象
」
に
す
ぎ
ず
、

自
分
自
身
が
真
で
あ
る
と
い
う
「
断
言
」
に
は
他
の
同
様
な
断
言
が
対
立
し
、
い
ず

れ
も
「
ま
っ
た
く
同
様
に
妥
当
す
る
」
の
で
あ
る
（P

dG
,66

）。
だ
が
ま
た
、
哲
学
の

原
理
は
「
真
で
あ
る
場
合
に
も
」
そ
れ
だ
け
で
は
「
偽
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
求
め

ら
れ
る
の
は
「
原
理
の
展
開
で
あ
り
、そ
の
欠
陥
を
補
完
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
、

原
理
と
そ
の
展
開
と
の
関
係
に
つ
い
て
微
妙
な
言
い
回
し
も
さ
れ
て
い
る

（P
d

G
,23

）。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
や
は
り
絶
対
者
を
何
ら
か
の
形
で
原
理
と
し
て

把
握
す
る
必
要
性
は
認
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
絶
対
者
が
即
自
か
つ
対
自
的
に

我
々
の
も
と
に
あ
り
、
ま
た
あ
ろ
う
と
し
な
け
れ
ば
」
と
、
こ
こ
で
も
哲
学
の
前
提

と
し
て
の
絶
対
者
の
存
在
が
語
ら
れ
て
い
る
し
（P

dG
,64

）、
ま
た
そ
れ
に
対
応
す
る

よ
う
に
、
感
覚
的
確
信
に
始
ま
り
絶
対
知
に
至
ろ
う
と
す
る
意
識
に
つ
い
て
も
、「
意

識
は
対
自
的
に
は
自
ら
の
概
念

0

0

で
あ
る
」
か
ら
、
制
限
さ
れ
た
立
場
に
止
ま
ろ
う
と

す
る
と
き
に
は
そ
れ
を
脱
す
る
よ
う
「
自
分
自
身
か
ら
暴
力
を
蒙
る
」
と
さ
れ
る

（P
d

G
,69

）。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
哲
学
を
始
め
る
た
め
に
は
何
ら
か
の
形
で
絶
対
者

が
先
取
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
こ
う
し
た
先
取

が
な
け
れ
ば
、
意
識
も
「
真
な
る
知
へ
と
迫
っ
て
行
く
自
然
的
意
識
の
道
」
を
た
ど

る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
（P

dG
,67

）。
シ
ェ
リ
ン
グ
な
ど
同
時
代
の
哲
学
に

対
す
る
批
判
が
そ
れ
を
妨
げ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
現
象
学
』
で

も
哲
学
の
原
理
を
そ
れ
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
も
っ
と
主
張
し
て
も
よ

か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
に
お
い
て
、
円
環
を
な
す
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
体
系
、

す
な
わ
ち
「
多
く
の
円
か
ら
な
る
一
つ
の
円
」
と
し
て
の
哲
学
体
系
が
完
成
さ
れ
る⑭
。

で
は
、
こ
こ
で
は
先
の
「
序
論
」
か
ら
の
引
用
が
そ
の
方
向
を
指
示
し
て
い
た
よ
う

に
、哲
学
の
原
理
を
そ
れ
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
退
け
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、

そ
う
で
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
「
予
備
概
念
」
で
は
、
カ
ン

ト
以
前
の
形
而
上
学
、
経
験
論
お
よ
び
批
判
哲
学
に
続
い
て
「
客
観
に
対
す
る
思
想
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の
第
三
の
態
度
」
を
な
す
ヤ
コ
ー
ビ
的
な
「
直
接
知
」
の
立
場
が
、『
現
象
学
』
の
時

期
に
比
し
て
む
し
ろ
評
価
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
立
場
は
単
な
る
主
観
的

な
理
念
も
単
な
る
存
在
も
真
と
せ
ず
、「
理
念
と
存
在
の
統
一
を
欲
し
て
い
る
が
、
そ

れ
は
正
し
い⑮
」。
だ
が
、そ
れ
は
媒
介
を
排
除
し
た
直
接
知
が
そ
れ
だ
け
で
真
で
あ
る

と
す
る
が
、「
ま
さ
に
こ
の
中
心
点
は
そ
れ
自
身
の
内
に

0

0

0

0

0

0

0

媒
介
を
」、
し
か
も
外
的
な

も
の
と
し
て
で
は
な
く
、「
自
ら
を
自
分
自
身
の
内
で
完
結
す
る
も
の
と
し
て
の
媒
介

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る⑯
」。こ
の
よ
う
に
そ
の
立
場
に
お
け
る
直
接
性
と
媒
介
性
と

の
分
離
は
批
判
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
が
哲
学
の
原
理
を
欲
し
た
こ
と
は
評
価
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、『
精
神
哲
学
』
の
「
主
観
的
精
神
」
で
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
知
的

直
観
に
も
言
及
し
つ
つ
、「
思
惟
の
基
礎
に
対
象
の
実
体
の
直
観
が
確
固
と
し
て
存
す

る
場
合
に
の
み
、
そ
の
実
体
の
内
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
分
離
さ
れ

る
と
空
ろ
な
藁
に
な
っ
て
し
ま
う
特
殊
な
も
の
の
考
察
に
進
む
こ
と
が
で
き
る
」
と

さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
こ
こ
で
も
「
直
観
は
ま
だ
認
識
す
る
知
で
は
な
い
」
と
し
て

直
観
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
る
も
の
の
、
だ
が
、
原
理
の
把
握
が
そ
れ
な
り
に
確
固
と

し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
諸
契
機
も
適
切
に
は
考
察
さ
れ
え
な
い

と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る⑰
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
は
知
的
直
観
な
ど
原
理
を
そ
れ

と
し
て
把
握
す
る
立
場
が
い
っ
そ
う
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の

よ
う
に
『
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
直
接
知
な
ど
を
い
か

に
捉
え
て
い
た
か
を
み
る
と
、
そ
の
哲
学
の
円
環
を
な
す
体
系
性
を
強
調
す
る
ヘ
ー

ゲ
ル
も
、
哲
学
に
お
け
る
原
理
把
握
の
重
要
性
を
認
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
の
初
期
以
来
い
か
に
哲
学
の
原
理
の
問
題
と
関
わ
っ
て
き
た
か
を

み
た
が
、
彼
は
自
ら
の
哲
学
を
確
立
し
て
か
ら
は
哲
学
は
円
環
を
な
す
体
系
で
あ
る

こ
と
を
力
説
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
原
理
は
そ
れ
な
り
に
確
固
と
し
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
も
保
持
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
先

に
触
れ
た
「
思
惟
の
自
由
な
行
為
」
は
そ
う
し
た
原
理
で
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
か⑱
。

イ
エ
ナ
期
初
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
仮
説
的
に
哲
学
し
よ
う
と
す
る
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
を

次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
た
。「
は
じ
め
仮
説
的
な
も
の
が
、後
に
な
っ
て
定
言
的
に

な
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
。
後
に
な
っ
て
定
言
的
に
な
る
な
ら
、
そ

れ
は
た
だ
ち
に
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
い
た
ろ
う
に⑲
」。こ
の
若
き
ヘ
ー
ゲ

ル
の
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
批
判
は
、
哲
学
の
端
初
と
哲
学
そ
の
も
の
と
の
関
係
に
つ
い
て

の
後
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
把
握
に
も
妥
当
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
が
ま
た
、
ヘ
ー

ゲ
ル
が
哲
学
に
お
け
る
知
的
直
観
な
ど
の
形
で
の
原
理
把
握
の
重
要
性
を
認
め
、
そ

れ
は
そ
れ
な
り
に
真
で
あ
り
確
固
と
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
端
初
が
そ
れ
な
り
に
真
で
な
け

れ
ば
、
そ
こ
か
ら
始
ま
る
哲
学
は
、
た
と
え
円
環
を
な
す
体
系
で
あ
る
と
し
て
も
、

や
は
り
空
中
楼
閣
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い⑳
。と

こ
ろ
で
、
ア
ー
ペ
ル
は
相
対
主
義
的
な
傾
向
の
強
い
現
代
の
哲
学
に
お
い
て
知

識
の
究
極
的
な
根
拠
づ
け
を
試
み
て
い
る
。
ア
ー
ペ
ル
は
超
越
論
的
な
反
省
に
よ
っ

て
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
と
い
う
構
想
を
提
示
す
る
わ
け
で
あ
る

が
、
彼
も
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
し
て
は
批
判
的
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
共
同
体
は

そ
れ
な
り
に
絶
対
性
の
形
式
を
備
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
哲

学
と
絶
対
者
を
捉
え
よ
う
と
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
を
関
連
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
ア
ー
ペ
ル
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
現
象
学
』
に
お
い
て
主

題
化
し
た
自
己
意
識
の
相
互
承
認
は
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
に
相

応
す
る
と
し
て
、
そ
の
点
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
評
価
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
他

方
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
自
己
意
識
の
承
認
と
は
「
そ
の
他
在
に
お
け
る
自
分
自
身
と

の
統
一（die E

in
h

eit sein
er selbst in

 sein
em

 A
n

derssein

）」と
し
て（P

dG
,140

）、

す
で
に
―
ア
ー
ペ
ル
は
批
判
す
る
で
あ
ろ
う
が
―
主
観
と
客
観
の
統
一
、
す
な
わ
ち

理
性
の
原
基
的
形
態
を
な
し
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
ア
ー
ペ
ル
の
哲
学
と
相
互
批

判
的
に
媒
介
し
つ
つ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
哲
学
の
原
理
を
そ
の
承
認
か
ら
捉
え
直

す
可
能
性
は
存
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
次
に
、
ア
ー
ペ
ル
に
よ
る
知
識
の
究
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極
的
な
根
拠
づ
け
の
試
み
を
考
察
し
、
そ
こ
か
ら
あ
ら
た
め
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る

哲
学
の
原
理
の
問
題
へ
と
向
か
う
こ
と
に
し
た
い
。

２

知
識
の
究
極
的
な
根
拠
づ
け
と
い
え
ば
、
そ
の
可
否
を
め
ぐ
っ
て
議
論
さ
れ
て
き

た
が
、新
た
に
ア
ル
バ
ー
ト
な
ど
が
そ
れ
は
「
ミ
ュ
ン
ヒ
ハ
ウ
ゼ
ン
の
ト
リ
レ
ン
マ
」

に
陥
る
と
し
て
そ
の
不
可
能
性
を
主
張
し
て
い
る
。
ア
ー
ペ
ル
が
そ
の
可
能
性
を
主

張
す
る
の
は
、
ま
ず
は
彼
ら
批
判
的
合
理
主
義
者
た
ち
に
対
し
て
で
あ
る
。
そ
の
ト

リ
レ
ン
マ
と
は
、
知
識
を
究
極
的
に
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
根
拠

の
根
拠
を
尋
ね
て
い
く
と
い
う
無
限
進
行
、
根
拠
づ
け
が
求
め
ら
れ
て
い
る
当
の
も

の
が
す
で
に
前
提
さ
れ
て
い
る
と
い
う
論
理
的
循
環
、
そ
し
て
結
局
は
恣
意
的
な
根

拠
づ
け
の
中
断
に
至
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ア
ー
ペ
ル
は
、
そ
れ
は
伝
統

的
な
演
繹
的
な
根
拠
づ
け
に
即
し
て
根
拠
づ
け
の
問
題
を
考
え
て
い
る
た
め
で
あ

り
、
そ
う
し
た
演
繹
に
お
け
る
原
則
や
公
理
自
身
は
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
の
だ

か
ら
、
そ
れ
ら
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
れ
ば
そ
の
ト
リ
レ
ン
マ
に
陥
る
の
は
当
然
で

あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
免
れ
る
知
識
の
究
極
的
な
根
拠
づ
け
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
認
識
の
可
能
性
の
条
件
を
探
ろ
う
と
し
た
カ
ン
ト
の
認
識
批
判
な
ど
に
連
な

る
も
の
で
、「
思
惟
に
お
い
て
背
後
遡
行
不
可
能
な
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（d
a

s im
 D

en
ken

 

N
ich

th
in

tergeh
bare

）、（
そ
し
て
そ
の
限
り
争
わ
れ
え
な
い
も
の
）に
対
す
る
超
越
論
的

0

0

0

0

な
反
省

0

0

0

の
方
法
」
に
よ
っ
て
、
知
識
の
究
極
的
な
根
拠
を
尋
ね
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る㉑
。
し
か
も
、
そ
の
際
そ
の
反
省
は
カ
ン
ト
的
な
独
我
論
的
な
思
惟
に
で
は
な
く

言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
定
位
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の

も
、
思
惟
は
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
に
、「
哲
学
に

と
っ
て
背
後
遡
行
不
可
能
な
思
惟
は
つ
ね
に
す
で
に
論
証
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
」

か
ら
で
あ
る㉒
。
そ
う
し
た
言
語
に
定
位
す
る
そ
の
根
拠
づ
け
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
我
々
は
一
般
に
他
者
と
関
わ
り
彼
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
際
、
完
全
な
相
互

理
解
は
不
可
能
で
あ
る
に
せ
よ
、
い
わ
ば
メ
タ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
次
元
で
は

理
解
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
我
々
が
異
文
化
や
疎
遠
と
な
っ
た
自

国
の
伝
統
の
理
解
を
め
ざ
し
、
そ
れ
な
り
の
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
そ
の

た
め
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
そ
こ
で
は
完
全
な

理
解
は
不
可
能
な
経
験
的
次
元
と
と
も
に
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
そ
れ
自
身

を
可
能
と
す
る
メ
タ
次
元
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ア
ー
ペ
ル
に
よ

る
知
識
の
究
極
的
な
根
拠
づ
け
は
、そ
う
し
た
両
次
元
の
相
違
に
促
さ
れ
て
、ま
さ
に

超
越
論
的
な
反
省
に
よ
っ
て
そ
の
メ
タ
次
元
を
理
解
、
ひ
い
て
は
論
証
や
思
惟
の
背

後
遡
行
不
可
能
な
前
提
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。そ
れ
に
よ
っ
て
提

示
さ
れ
る
の
が
、「
す
べ
て
の
成
員
の
平
等
な
権
利

0

0

0

0

0

」を
根
本
的
規
範
と
す
る「
理
想
的

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
（die ideale kom

m
u

n
ikative G

em
ein

sch
aft

）」

で
あ
る㉓
。
そ
し
て
ア
ー
ペ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
共
同
体
を
言
説
に
よ
っ
て
否
定
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
そ
の
命
題
の
内
容
と
理
解
を
求
め
る
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
が
矛
盾
す
る
と
い
う
「
遂
行
論
的
な
自
己
矛
盾
（d

er p
ragm

atisch
e 

S
elbstw

iderspru
ch

）」
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
す
べ
て

は
疑
い
う
る
と
い
っ
た
懐
疑
や
理
性
批
判
は
自
己
破
壊
的
で
あ
っ
て
、
批
判
と
い
う

も
の
は
「
有
意
味
な
批
判

0

0

0

0

0

0

」
で
あ
ろ
う
と
す
る
限
り
、理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
共
同
体
と
し
て
の
「
超
越
論
的

0

0

0

0

、
遂
行
論
的
な
枠
組

0

0

0

0

0

0

0

を
前
提
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
の
で
あ
る㉔
。

こ
の
よ
う
に
知
識
の
究
極
的
な
根
拠
づ
け
を
試
み
る
ア
ー
ペ
ル
は
、
で
は
ヘ
ー
ゲ

ル
哲
学
を
い
か
に
捉
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
に
お
け
る

人
間
的
概
念
と
物
自
体
と
の
二
元
論
を
批
判
し
た
こ
と
は
評
価
し
て
い
る
も
の
の
、

そ
こ
か
ら
「「
存
在
す
る
概
念

0

0

0

0

0

0

」
の
思
弁
的
論
理
学

0

0

0

0

0

0

」
が
「
帰
結
す
る
こ
と
は
な
い
」

と
し
て
、
主
観
と
客
観
の
統
一
の
現
実
性
を
主
張
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
思
弁
は
退
け

て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
人
間
的
概
念
は
物
自
体
か
ら
分
離
さ
れ
え
な
い
と
は
い
え
、



一
五
三

ヘ
ー
ゲ
ル
と
哲
学
の
根
拠
づ
け

1007

そ
の
カ
ン
ト
的
な
区
別
は
無
限
に
認
識
さ
れ
う
る
も
の
と
そ
の
つ
ど
事
実
的
に
我
々

に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
う
る
も
の
と
の
間
の
区
別
と
し
て
「
刷
新
さ
れ
る
の
で
あ
る㉕
」。

だ
が
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
真
理
の
可
能
性
の
前
提

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
意
味
批
判
的
に
変
換
さ
れ
た
超
越

0

0

0

0

0

0

0

論
的
哲
学

0

0

0

0

の
廃
棄
し
え
な
い
洞
察
に
属
す
る
」
と
さ
れ
る
の
だ
か
ら㉖
、
ア
ー
ペ
ル
も

ま
た
少
な
く
と
も
統
制
的
な
理
念
の
意
味
で
は
主
観
と
客
観
の
統
一
の
可
能
性
を
想

定
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
先
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
自
己
意
識
の
承
認
つ
い
て

触
れ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
思
弁
と
し
て
の
主
観
と
客
観
の
統
一

は
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
の
内
に
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
、
そ
の
点
で
は
ア
ー
ペ
ル
の
知
識
の
究
極
的
な
根
拠
づ
け
も
捉
え
直
す
必
要
が
あ

ろ
う
が
、
そ
の
統
一
が
実
現
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
対
す

る
彼
の
批
判
は
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
ア
ー
ペ
ル
が
ヘ
ー

ゲ
ル
哲
学
の
内
で
も
っ
と
も
評
価
す
る
の
は
自
己
意
識
の
相
互
承
認
論
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、
論
証
共
同
体
の
内
に
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
味
で
の
「
人
格
」

と
し
て
の
す
べ
て
の
人
間
の
「
承
認
」
と
い
う
根
本
的
規
範
が
潜
在
的
に
含
ま
れ
て

い
る
」
の
で
あ
る㉗
。
あ
る
い
は
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
他
者
の
承

0

0

0

0

認
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
る
自
己
意
識
の
媒
介
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
は
、「
思
惟
の
可
能
性
の
規
範
的

条
件
」
と
し
て
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
さ
れ
る㉘
。
こ
の
考
察
で
は
ア
ー

ペ
ル
に
よ
る
知
識
の
究
極
的
な
根
拠
づ
け
を
援
用
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
哲
学
の

原
理
の
問
題
を
捉
え
直
す
つ
も
り
だ
が
、
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体

と
自
己
意
識
の
相
互
承
認
と
の
共
通
性
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
次
の
こ
と
を
付
け
加
え

て
お
き
た
い
。
ま
ず
、『
現
象
学
』
で
は
自
己
意
識
の
相
互
承
認
の
内
に
は
「
す
で
に

精
神

0

0

の
概
念
（der B

egriff des G
eistes

）
が
存
在
し
て
い
る
」
と
さ
れ
、
以
後
意
識

に
と
っ
て
生
じ
る
の
は
「
精
神
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
経
験
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
が

（P
dG

,140

）、
そ
の
こ
と
は
自
己
意
識
の
承
認
が
そ
の
実
現
と
し
て
の
客
観
的
精
神
な

ど
に
対
し
て
、
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
と
同
様
に
超
越
論
的
な
位

置
価
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
次
に
、『
現
象
学
』
で
は
、
意
識
の

経
験
の
運
動
に
お
い
て
意
識
は
制
限
さ
れ
た
立
場
に
止
ま
ろ
う
と
す
る
と
き
「
自
分

自
身
か
ら
暴
力
を
蒙
る
」
と
さ
れ
る
が
（P

dG
,69

）、
意
識
は
「
そ
れ
自
身
必
然
的
に

自
己
意
識
で
あ
り
」（P

dG
,128

）、
そ
し
て
そ
の
自
己
意
識
は
理
性
も
含
む
「
精
神

0

0

の

概
念
」
と
し
て
の
承
認
に
よ
っ
て
「
実
際
に
存
在
す
る
」
よ
う
に
な
る
と
さ
れ
る
の

だ
か
ら
（P

d
G

,140

）、
意
識
の
運
動
も
ま
た
遂
行
論
的
な
自
己
矛
盾
の
回
避
に
よ
っ

て
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
な
る
ほ
ど
、
感
覚
的
確
信
に
始
ま
る

意
識
の
経
験
の
運
動
は
絶
対
知
を
め
ざ
す
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
暴
力
は
こ
の
目
標
か

ら
蒙
る
と
い
う
の
が
当
然
の
解
釈
で
は
あ
る
。
だ
が
、
絶
対
知
も
ま
た
承
認
に
由
来

し
、
そ
し
て
後
者
が
歴
史
の
内
で
実
現
さ
れ
な
い
限
り
は
そ
れ
も
や
は
り
統
制
的
な

も
の
に
止
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
自
己
意
識
の
相
互
承
認
が
ま
ず
は
意
識
の
目

標
を
な
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た

こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
意
識
の
運
動
に
つ
い
て
の
考
察
は
そ
れ

な
り
に
カ
ン
ト
や
ア
ー
ペ
ル
が
試
み
て
い
る
よ
う
な
認
識
の
可
能
性
の
条
件
に
つ
い

て
の
探
究
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
ま
ず
は
そ
こ
で
普
遍
的
な

自
己
意
識
が
成
立
し
、
し
か
も
「
精
神
の
概
念
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
己
意
識
の
相

互
承
認
へ
と
遡
行
し
よ
う
と
す
る
探
究
な
の
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
考
察
で
は
、
こ

う
し
た
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
と
自
己
意
識
の
相
互
承
認
と
の
間

の
共
通
性
に
も
と
づ
い
て
ア
ー
ペ
ル
に
よ
る
知
識
の
究
極
的
な
根
拠
づ
け
を
基
本
的

に
受
け
入
れ
つ
つ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
哲
学
の
原
理
の
問
題
を
捉
え
直
す
こ
と
に

し
た
い
。
そ
こ
で
次
に
、
そ
の
よ
う
な
共
通
性
に
留
意
し
つ
つ
と
く
に
『
現
象
学
』

に
お
け
る
知
の
生
成
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

３

『
現
象
学
』
で
は
、従
来
の
認
識
論
が
認
識
を
道
具
や
媒
体
と
み
な
し
て
独
立
に
考

察
し
本
来
の
認
識
に
取
り
か
か
ろ
う
と
し
な
い
こ
と
が
批
判
さ
れ
、ま
た『
エ
ン
チ
ュ
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ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
で
は
、
と
く
に
カ
ン
ト
の
認
識
批
判
を
目
し
て
「
認
識
の
探
究
は

認
識
し
な
が
ら
で
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お

り
で
あ
る㉙
。い
か
に
認
識
が
誤
り
に
陥
り
は
し
な
い
か
と
不
安
に
囚
わ
れ
て
い
て
も
、

先
に
触
れ
た
よ
う
に
絶
対
者
は
す
で
に
我
々
の
も
と
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
前
提
の
も
と
で
認
識
を
吟
味
し
つ
つ
絶
対
者
の
認
識
が
め
ざ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、『
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
で
は
「
哲
学
の
内
容
」

は
「
自
由

0

0

、
精
神

0

0

、
神0

」
と
い
う
「
無
限
な
も
の
」
も
含
む
「
現
実
」
で
あ
り
、
哲

学
の
最
高
の
目
的
は
「
自
己
意
識
的
な
理
性
と
存
在
す
る
理
性

0

0

0

0

0

0

、
す
な
わ
ち
現
実
と

の
調
和
を
生
み
出
す
こ
と
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
が㉚
、
哲
学
は
そ
う
し
た
現
実
を
前
提

と
し
つ
つ
そ
の
理
性
と
の
統
一
を
生
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
企
て
も
ま
た
認
識
の
可
能
性
の
条
件
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
し
か
も
、
感
性
に
与
え
ら
れ
る
現
象
の
多
様
に
認
識
を
制
限
し
た
カ
ン
ト
な
ど

と
異
な
り
、「
自
由
、
精
神
、
神
」
な
ど
と
い
う
「
現
実
」
を
も
考
察
し
よ
う
と
す
る

も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
な
る
ほ
ど
、
こ
こ
で
は
目
標
と
し
て
の
絶
対
者
が
す
で
に
前

提
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、
ア
ー
ペ
ル
が
自
ら
の
知
識
の
究
極
的

な
根
拠
づ
け
に
つ
い
て
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
ま
た
哲
学
の
根
拠
は
「
そ

れ
自
身
を
前
提
す
る
こ
と
な
し
に
は
演
繹
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
え
な
い
」
と
し
て㉛
、

そ
れ
は
単
な
る
論
理
的
循
環
に
帰
す
も
の
で
は
な
い
と
答
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
こ
う
し
た
方
向
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
企
て
は
、
論
理
学
へ
の
導
入
部
の
役
割

を
果
た
し
て
い
た
『
現
象
学
』
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
意
識
は
そ

の
経
験
の
運
動
に
お
い
て
最
後
に「
自
ら
の
本
質
」を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て「
絶

対
知
そ
の
も
の
の
本
性
を
示
す
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
（P

dG
,75

）、
意

識
は
そ
の
経
験
の
結
果
最
後
に
自
ら
の
本
性
の
認
識
に
達
す
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。そ
し
て
、こ
の
過
程
は
意
識
が
属
す
る
精
神
と
し
て
の
実
体
か
ら
す
れ
ば
、

「
こ
の
実
体
が
自
ら
に
自
己
意
識
を
与
え
る
こ
と
」
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
（P

dG
,27

）、

こ
こ
で
も
自
己
意
識
的
な
理
性
と
存
在
す
る
理
性
と
の
統
一
が
め
ざ
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
知
の
生
成
の
過
程
に
も
ま
た
そ
れ
な
り
に
遂
行
論
的
な
自
己
矛

盾
の
契
機
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
意
識
は
そ
の

経
験
の
運
動
に
お
い
て
制
限
さ
れ
た
立
場
に
止
ま
ろ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
を
脱
す

る
よ
う
「
自
分
自
身
か
ら
暴
力
を
蒙
る
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
意
識
が
「
対
自
的
に

は
自
ら
の
概
念

0

0

で
あ
る
」
か
ら
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
す
べ
て
を
そ
れ
な
り
に
よ
し

と
断
言
し
よ
う
と
し
て
も
「
理
性
か
ら
暴
力
を
蒙
る
」
と
も
さ
れ
る
よ
う
に
す
で
に

そ
れ
自
身
理
性
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（P

dG
,69

）。
意
識
自
身
が
こ
の
よ
う
な
重
層
的

な
論
理
構
造
を
有
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
制
限
さ
れ
た
立
場
に
止
ま
ろ
う
と

す
る
と
き
そ
の
よ
う
に
自
分
自
身
、
あ
る
い
は
理
性
か
ら
暴
力
を
蒙
る
、
す
な
わ
ち

自
己
矛
盾
に
陥
る
の
で
あ
る
。こ
の
矛
盾
も
ま
た
遂
行
論
的
な
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、「
精
神

0

0

の
概
念
」
と
し
て
の
自
己
意
識
の
相
互
承
認
は
理
性
の
原
基
的
形
態

で
も
あ
る
の
だ
か
ら
（P

d
G

,140

）、
意
識
が
矛
盾
に
陥
る
の
は
、
そ
う
し
た
承
認
と

そ
こ
か
ら
生
じ
る
理
性
に
対
し
て
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
矛
盾

は
そ
れ
こ
そ
遂
行
論
的
な
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。な
る
ほ
ど
、

意
識
の
経
験
の
運
動
が
め
ざ
す
も
の
は
絶
対
知
で
は
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
も
す
で
に

触
れ
た
よ
う
に
、
承
認
が
歴
史
の
内
で
実
現
さ
れ
て
い
な
い
限
り
は
、
絶
対
知
も
や

は
り
統
制
的
な
理
念
に
止
ま
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
絶
対
知
は
理
性

の
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
理
性
の
原
基
的
形
態
で
あ
る
自
己
意

識
の
承
認
に
も
と
づ
い
て
捉
え
直
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
そ
の

承
認
を
こ
そ
哲
学
の
原
理
と
し
て
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
ア
ー

ペ
ル
に
よ
る
知
識
の
究
極
的
な
根
拠
づ
け
が
援
用
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
ア
ー
ペ
ル

は
超
越
論
的
な
反
省
に
よ
っ
て
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
と
い
う
構

想
を
提
示
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
自
己
意
識
の
承
認
に

相
応
す
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
後
期
ヘ
ー
ゲ
ル
も
哲
学
に
お
け
る
知
的
直
観
な
ど
の

形
で
の
原
理
把
握
の
重
要
性
を
認
め
て
お
り
、
彼
自
身
の
そ
れ
は
明
瞭
で
は
な
い
と

は
い
え
、
そ
の
把
握
は
そ
れ
な
り
に
真
で
あ
り
確
固
と
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
だ
と
す
れ
ば
、「
精
神
の
概
念
」
と
し
て
超
越
論
的
な
位
置
価

を
有
し
て
い
る
自
己
意
識
の
相
互
承
認
を
、
ア
ー
ペ
ル
の
方
法
を
援
用
し
て
―
ヘ
ー

ゲ
ル
に
対
し
て
批
判
的
と
な
る
と
は
い
え
―
超
越
論
的
な
反
省
に
よ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ

ル
哲
学
に
お
い
て
も
そ
の
原
理
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
に
も
、
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
を
否
定
し

よ
う
と
す
る
者
が
そ
こ
に
陥
っ
た
の
と
同
様
に
、
自
己
意
識
の
承
認
を
人
間
と
そ
の

世
界
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
認
め
よ
う
と
し
な
い
者
も
遂
行
論
的
な
自
己
矛
盾
を

犯
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、『
現
象
学
』
に
お
け
る
承
認
に

至
る
意
識
の
経
験
の
運
動
は
、
意
識
が
「
精
神
の
概
念
」
と
し
て
の
自
己
意
識
の
承

認
を
す
で
に
先
取
し
つ
つ
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
遂
行
論
的
な
自
己
矛
盾
の
回
避
に
駆

り
立
て
ら
れ
て
あ
ら
た
め
て
そ
こ
に
至
ろ
う
と
す
る
運
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。　

と
こ
ろ
で
、
自
己
意
識
の
相
互
承
認
が
理
性
の
原
基
的
形
態
で
あ
る
の
は
、
す
で

に
触
れ
た
よ
う
に
そ
れ
が
「
そ
の
他
在
に
お
け
る
自
分
自
身
と
の
統
一
」
と
し
て
す

で
に
主
観
と
客
観
の
統
一
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（P

d
G

,140
）。
あ
る
い
は
、
そ
の
承

認
と
は
「
相
互
に
対
立
す
る
自
己
の
他
在

0

0

が
止
揚
さ
れ
、
こ
れ
ら
自
己
が
そ
の
自
立

性
の
内
に
あ
り
つ
つ
し
か
も
同
一
化
さ
れ
る
」
と
い
う
自
己
と
他
者
の
関
係
で
あ
る

が32
、
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
す
る
「
普
遍
的
な
自
己
意
識

0

0

0

0

0

0

0

0

」
は
そ
れ
自
身
す
で
に
「
意

識
と
自
己
意
識
の
統
一
」、
す
な
わ
ち
主
観
と
客
観
の
統
一
と
し
て
「
理
性
の
概
念
」

で
あ
る
か
ら
で
あ
る33
。
自
己
意
識
に
と
っ
て
他
の
自
己
意
識
は
ま
さ
に
他
者
と
し
て

ま
ず
は
意
識
の
対
象
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
相
互
に
そ
の
他
者
の
内
に
自
ら
を
認
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
自
己
意
識
の
相
互
承
認
が
生
じ
る
。「
理
性
と
は
意
識
と
自
己
意
識
、

あ
る
い
は
対
象
に
つ
い
て
の
知
と
自
己
に
つ
い
て
の
知
と
の
最
高
の
統
一
で
あ
る
」

が34
、
自
己
意
識
の
承
認
は
す
で
そ
う
し
た
統
一
と
し
て
理
性
の
原
基
的
形
態
を
な
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
承
認
と
い
う
「
こ
の
関
係
は
ま
っ
た
く
思
弁
的

0

0

0

な0

種
類
の
（speku

lativer A
rt

）
も
の
で
あ
る
」
と
も
さ
れ
る
の
で
あ
る35
。
こ
う
し
て

自
己
意
識
の
相
互
承
認
に
お
い
て
ま
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
要
を
な
す
主
観
と
客
観
の

統
一
、
思
弁
的
な
も
の
な
ど
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
す
で
に
触

れ
た
よ
う
に
―
ア
ー
ペ
ル
は
認
め
な
い
で
あ
ろ
う
が
―
彼
自
身
が
そ
れ
と
相
応
す
る

と
し
た
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
も
ま
た
同
様
の
特
徴
を
も
つ
こ
と

に
な
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ア
ー
ペ
ル
の
関
係
は
相
互
媒
介
的
、
批

判
的
な
も
の
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
う
し
た
関
連
も
留
意
し
つ
つ
、

『
現
象
学
』
に
お
い
て
自
己
意
識
の
運
動
は
い
か
に
し
て
そ
の
相
互
承
認
、す
な
わ
ち

意
識
と
自
己
意
識
、
主
観
と
客
観
の
統
一
と
し
て
の
理
性
の
原
基
的
形
態
に
至
る
の

か
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

４

『
現
象
学
』
の
「
自
己
意
識
」
の
章
の
冒
頭
で
、そ
れ
自
身
と
は
異
な
っ
た
も
の
を

本
質
と
し
て
い
た
意
識
か
ら
自
己
意
識
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
「
我
々
は
真
理
の
故
郷

へ
入
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
る
が
（P

d
G

,134

）、
そ
れ
は
自
己
意
識
が
自
ら
を
区
別
し

つ
つ
そ
の
区
別
を
止
揚
す
る
と
い
う
運
動
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
れ
は
ま
だ
即
自
的
に
そ
う
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
の
自

己
意
識
に
は
感
覚
的
世
界
が
保
存
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
そ
れ
は
ま
だ
「
意
識

0

0

と
し

て
あ
る
」
こ
と
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
「
自
己
意
識
の
自
分
自
身
と
の
統
一
」
は
そ

う
し
た
世
界
と
の
関
係
を
と
お
し
て「
本
質
的
な
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
己
意
識
の
「
欲
望

0

0

」
で
あ
る
（P

dG
,134f

）。
こ
う
し
て
自
己

意
識
の
運
動
は
主
観
と
客
観
の
対
立
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
こ
の
対
立
を
止
揚
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
自
己
意

識
に
と
っ
て
欲
望
の
対
象
（
他
の
生
命
）
は
否
定
し
て
も
欲
望
と
同
様
に
繰
り
返
し
現

わ
れ
て
く
る
た
め
に
、
そ
れ
は
「
そ
の
否
定
的
な
関
係
に
よ
っ
て
も
対
象
を
廃
棄
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」。
そ
こ
で
欲
望
の「
対
象
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
否
定
で
あ
り
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つ
つ
そ
の
点
で
同
時
に
自
立
的
で
あ
る
」
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
条
件
を
満
た
す
も

の
は
他
の
自
己
意
識
の
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
自
己
意
識
は
他
の
自
己
意
識
に
お

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い
て
の
み
そ
の
満
足
に
達
す
る
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（P
dG

,139

）。
こ
う
し
て
自
己
意
識
の
運

動
は
自
己
と
他
者
の
関
係
へ
と
展
開
す
る
。
自
己
意
識
は
意
識
と
自
己
意
識
の
統
一

を
め
ざ
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
実
は
他
の
自
己
意
識
と
の
関
係
に
お
い

て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
承
認
は
次
の
よ
う
な
相
互
性
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
と
他
者
は
そ
の
関
係
に
お
い
て
一
方
の
肯
定
は
他
方

の
否
定
と
い
う
ご
と
く
肯
定
と
否
定
の
両
契
機
を
交
換
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
各

自
は
他
方
を
介
し
て
「
自
ら
を
自
分
自
身
と
媒
介
し
、
結
び
つ
く
」、
あ
る
い
は
「
こ

の
媒
介
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
よ
う
に
対
自
的
に
存
在
す
る
」
の
で
あ
り
、か
く
て
「
両0

者
は
相
互
に
承
認
し
あ
っ
て
い
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
承
認
し
あ
う

0

0

0

0

0

」（P
dG

,143

）。
こ
の
よ

う
な
承
認
に
よ
っ
て
現
実
的
に
し
て
か
つ
普
遍
的
な
自
己
意
識
が
生
じ
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
自
己
意
識
は
生
命
を
基
盤
と
し
て
い
る
た
め
に
、
自
己
と
他
者
は
ま

ず
は
「
生
命
と
い
う
存
在

0

0

0

0

0

0

0

に
沈
め
ら
れ
た
意
識
」
と
し
て
出
会
う
こ
と
に
な
り
、
そ

こ
で
彼
ら
は
自
ら
が
自
立
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
べ
く
そ
の
生
命
を
危
険
に

晒
す
「
生
死
を
賭
し
た
戦
い
」
に
入
ら
ざ
る
を
え
な
い
（P

d
G

,143f
）。
す
な
わ
ち
、

自
己
と
他
者
の
関
係
も
ま
た
意
識
の
契
機
を
含
ん
で
お
り
、
彼
ら
は
自
己
意
識
で
あ

る
こ
と
を
示
す
た
め
に
そ
の
契
機
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
す
で
に
自
己
意
識
の
相
互
承
認
、
あ
る
い
は
意
識
と
自
己
意
識
の
統
一
と
し
て
の

理
性
の
原
基
的
形
態
が
生
じ
る
の
は
、
そ
の
戦
い
が
止
揚
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で

あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
よ
う
。
だ
が
、
そ
の
戦
い
が
ま
ず
調
停
さ
れ
る
の
は
、
そ
の

勝
者
た
る
「
主0

」
と
敗
者
た
る
「
奴0

」
と
の
間
の
一
面
的
で
不
等
な
承
認
関
係
に
お

い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
と
奴
の
関
係
は
、
死
に
帰
す
か
も
し
れ
な
い
戦

い
に
お
い
て
自
己
意
識
に
と
っ
て
「
生
命
も
ま
た
同
様
に
本
質
的
で
あ
る
」
と
い
う

経
験
か
ら
生
じ
る
（P

dG
,145f

）。
主
と
は
死
を
恐
れ
ず
自
立
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し

た
存
在
で
あ
り
、
奴
と
は
死
を
恐
れ
て
存
在
と
生
命
に
繋
が
れ
た
存
在
で
あ
る
。
戦

い
は
生
命
を
媒
介
と
し
て
一
応
調
停
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ

れ
を
間
と
し
て
支
配
と
従
属
の
関
係
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
関
係

で
は
主
は
奴
に
よ
る
承
認
と
労
働
の
産
物
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
に
、
主
は

真
の
自
己
意
識
で
あ
る
よ
う
に
み
え
て
実
は
承
認
に
至
る
べ
き
自
己
意
識
の
運
動
に

対
し
て
袋
小
路
を
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
主
は
自
ら
に
と
っ
て
そ
う
し
た
自
立

し
た
意
識
で
は
な
く
、む
し
ろ
非
自
立
的
な
意
識
で
あ
る
」。
し
た
が
っ
て
「
自
立
的

な
意
識
の
真
理

0

0

は
奴
の
意
識

0

0

0

0

で
あ
る
」
こ
と
に
な
り
、
奴
こ
そ
が
承
認
に
至
る
自
己

意
識
の
運
動
に
お
け
る
真
の
担
い
手
と
な
る
（P

d
G

,147

）。
そ
し
て
、
奴
は
主
に
対

す
る
「
死
の
恐
れ
」
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
て
自
己
意
識
の
否
定
性
を
感
じ
、「
奉
仕
」

に
お
い
て
自
然
的
定
在
に
対
す
る
愛
着
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
外
的
に

も
現
わ
し
た
後
、
結
局
対
象
を
形
成
す
る
「
労
働
」
に
お
い
て
「
自
分
自
身
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

の0

自
立
的
な
存
在
の
直
観
に
達
す
る
の
で
あ
る
」（P

dG
,148f

）。
こ
う
し
た
奴
の
自
己

形
成
に
よ
っ
て
、
自
己
意
識
は
相
互
に
承
認
し
あ
い
現
実
的
に
し
て
普
遍
的
な
自
己

意
識
と
な
る
可
能
性
が
生
じ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
現
象
学
』
の
こ

の
箇
所
で
は
、
承
認
が
行
な
わ
れ
た
ど
う
か
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
後
考
察
さ
れ
る
「
ス
ト
ア
主
義
」
な
ど
の
意
識
の
諸
形
態
に
お
い
て
は
普
遍
的

な
も
の
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
『
精
神
哲
学
』
に
お
け
る
対
応
す
る
箇
所

で
は
「
奴
は
普
遍
的
な
自
己
意
識

0

0

0

0

0

0

0

0

へ
の
移
行
を
作
り
出
す
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
か
ら
し
て36
、承
認
は
そ
こ
で
原
理
的
に
は
生
じ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
承
認
に
お
い
て
、
意
識
と
自
己
意
識
、
主
観
と
客
観
の
統
一
と
し
て
の
理

性
が
現
わ
れ
る
可
能
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、今
で
は
自
己
意
識
は
、

そ
れ
が
意
識
の
契
機
を
含
む
が
ゆ
え
に
戦
い
と
も
な
っ
た
自
己
と
他
者
の
対
立
を
止

揚
し
て
、「
そ
の
他
在
に
お
け
る
自
分
自
身
と
の
統
一
」
に
達
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
ら

で
あ
る
（P

dG
,140

）。　

「
精
神
の
概
念
」と
し
て
の
自
己
意
識
の
相
互
承
認
が
い
か
に
し
て
そ
の
自
己
意
識

の
運
動
を
と
お
し
て
再
構
成
さ
れ
る
か
を
考
察
し
た
が
、
そ
れ
が
理
性
の
原
基
的
形
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態
で
あ
る
の
は
、
自
己
意
識
が
生
命
を
基
盤
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
識
と
自
己
意

識
の
対
立
を
含
み
、
そ
の
た
め
に
そ
れ
を
止
揚
し
た
承
認
は
そ
れ
自
身
す
で
に
両
者

の
統
一
で
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
点
か
ら
ア
ー
ペ
ル
に
お
け
る

理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
を
捉
え
直
す
と
、
そ
れ
は
純
粋
な
主
観
相

互
の
関
係
で
は
な
く
、
主
観
と
客
観
の
関
係
と
し
て
の
自
己
と
他
者
の
そ
れ
を
―
戦

い
や
主
と
奴
の
関
係
な
ど
も
、
先
述
の
形
の
ま
ま
で
現
わ
れ
る
か
は
と
も
か
く
人
間

の
社
会
化
過
程
に
属
す
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
―
止
揚
さ
れ
た
契
機
と
し
て
含
む
こ

と
に
な
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
そ
れ
も
ま
た
主
観
と
客
観
の
統
一
と
し
て
「
思
弁
的

0

0

0

な
種
類
の
も
の
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る37
。
な
る
ほ
ど
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
が
め
ざ
し

た
の
は
世
界
と
の
関
係
に
お
け
る
主
観
と
客
観
の
統
一
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
実
現

可
能
か
な
ど
と
疑
念
が
呈
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、『
現
象
学
』
で
は
自
己
意

識
の
相
互
承
認
の
内
に
は
「
す
で
に
精
神

0

0

の
概
念
が
存
在
し
て
い
る
」
と
さ
れ
、
さ

ら
に
以
後
生
じ
る
の
は
「
精
神
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
経
験
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
よ

う
に
（P

d
G

,140

）、
承
認
は
こ
の
精
神
の
生
成
に
お
い
て
本
質
的
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
「
理
性
」
の
章
で
は
「
人
倫
の
国

0

0

0

0

」
に
つ
い
て
、
そ
こ

で
は
「
他
者

0

0

の
自
立
性
の
内
に
彼
と
の
完
全
な
統
一

0

0

を
直
観
す
る
と
い
う
自
己
意
識

的
理
性
の
概
念
が
完
全
な
実
在
性
を
も
つ
」
と
さ
れ
る
が
（P

dG
,256f

）、
そ
の
こ
と

は
社
会
は
承
認
の
弁
証
法
に
よ
っ
て
構
造
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
人
間
は

そ
こ
に
自
ら
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
さ
ら
に
、
最
終

章
の
「
絶
対
知
」
で
は
、
絶
対
知
と
は
「
意
識
と
自
己
意
識
の
和
解
」
で
あ
り

（P
d

G
,553

）、「
そ
の
完
全
な
、
真
な
る
内
容
に
同
時
に
自
己
の
形
式
を
与
え
る
」
こ

と
に
よ
っ
て
、「
自
ら
を
精
神
の
形
態
に
お
い
て
知
る
精
神
、
あ
る
い
は
概
念
把
握
す

0

0

0

0

0

る
知

0

0

」
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
が
（P

d
G

,556

）、
そ
れ
も
そ
う
し
た
承
認
と
、
そ
こ
に

由
来
す
る
意
識
と
自
己
意
識
と
の
統
一
と
し
て
の
理
性
が
歴
史
の
内
で
実
現
さ
れ
る

こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
承
認
が
歴
史
の
内
で
実
現
さ
れ

な
い
限
り
は
、
そ
う
し
た
統
一
と
し
て
の
理
性
、
ひ
い
て
は
絶
対
知
も
ま
た
同
様
で

あ
る
に
は
相
違
な
い
。
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
ら
は
や
は
り
統
制
的
な
理
念
と
し

て
捉
え
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ほ
ぼ
主
観
相
互
の
関
係
に
定

位
し
て
い
る
ア
ー
ペ
ル
の
場
合
な
ど
と
は
異
な
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
い
て
は
―

批
判
的
解
釈
を
要
す
る
と
は
い
え
―
自
己
意
識
の
相
互
承
認
を
介
し
て
相
互
に
編
み

込
ま
れ
て
い
る
人
間
と
世
界
の
関
係
が
捉
え
ら
れ
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

結
び

こ
の
考
察
で
は
、
知
識
の
究
極
的
な
根
拠
づ
け
に
よ
っ
て
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
を
提
示
す
る
ア
ー
ペ
ル
の
哲
学
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
自
己
意
識
の
相
互
承
認
を
、
そ
れ
が
ま
さ
に
「
精
神

0

0

の
概
念
」

と
し
て
人
間
と
そ
の
世
界
の
可
能
性
の
条
件
を
な
し
て
い
る
た
め
に
（P

d
G

,140

）、

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
い
て
も
そ
の
原
理
と
し
て
捉
え
直
そ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
現
代
の
哲
学
に
関
連
づ
け
る
場
合
に
も
、
主
観
と
客

観
の
統
一
、
思
弁
的
な
も
の
な
ど
そ
の
要
を
な
す
も
の
は
維
持
さ
れ
、
む
し
ろ
自
己

意
識
の
承
認
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、従
来
批
判
さ
れ
て
き
た
そ
れ
ら
に
、

そ
れ
ゆ
え
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
も
あ
ら
た
め
て
生
動
性
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に
、『
現
象
学
』
に
お
い
て
は
承
認
に
至
る
自
己
意
識
の
運

動
は
生
命
の
運
動
を
基
盤
と
し
た
自
己
意
識
の
構
造
に
も
と
づ
い
て
展
開
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
承
認
の
存
在
論
的
基
礎
も
そ
こ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
自
己
意
識
は
「
そ
れ
に
と
っ
て
は
類0

が
類
と
し
て
あ
り
、そ
し
て
自
分
自
身
に
対
し
て
も
（fü

r sich
 selbst

）
類
で
あ
る
と

こ
ろ
の
こ
の
別
の
生
命
」
の
こ
と
で
あ
る
（P

d
G

,138

）。
自
己
意
識
は
、
も
ち
ろ
ん

は
じ
め
か
ら
そ
の
自
覚
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
生
命
の
運
動
の
反
省
態
と
し
て

対
自
的
と
な
っ
た
類
と
い
う
構
造
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
自
己

意
識
の
相
互
承
認
と
そ
れ
に
よ
る
普
遍
的
な
自
己
意
識
の
成
立
は
そ
う
し
た
構
造
が
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実
現
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
て
自
己
意
識
の
相
互
承
認
は
、
一
方
で

は
ア
ー
ペ
ル
的
な
方
法
に
よ
っ
て
哲
学
の
原
理
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
、
他
方
で
は
生

命
の
運
動
を
基
盤
と
し
た
自
己
意
識
の
構
造
が
展
開
さ
れ
た
結
果
と
し
て
再
構
成
さ

れ
う
る
と
す
れ
ば
、
哲
学
の
原
理
と
し
て
い
っ
そ
う
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
ら
れ
る
。
自
己
意
識
の
相
互
承
認
を
含
む
ヘ
ー
ゲ
ル
の
生
命
論
は
独
立
し
た
考

察
を
要
す
る
た
め
に
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
か
っ
た
が38
、
そ
れ
が
そ
の
よ
う
に
存
在

論
的
な
基
礎
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
哲
学
の
根
拠
や
原
理
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
さ

ら
に
肯
定
的
な
答
え
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
精
神
現
象
学
』
か
ら
の
引
用
は
、P

h
än

om
en

ologie d
es G

eistes, h
rsg. v. J. 

H
offm

eister, 6au
fl. H

am
bu

rg 1952.
（P

dG

と
略
記
）
に
よ
り
本
文
中
に
頁
数
を

示
す
。
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