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ア
ン
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現
象
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視
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か
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は
じ
め
に 

  

「
文
化
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
探
究
す
る
際
、
私
た
ち
を
戸
惑
わ
せ
る
の
は
、
こ
の
テ
ー
マ
の
持
つ
両
義
性
で
あ
ろ
う
。
文
化
は
、
一

方
で
、
人
間
性
そ
の
も
の
、
人
間
的
生
そ
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
、
諸
々
の
経
験
的
で
偶
然
的
な
生
活
様

式
、
表
現
形
式
、
生
産
・
消
費
の
様
式
、
祭
儀
の
様
式
、
さ
ら
に
は
、
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
諸
々
の
産
物
を
意
味
し
て
お
り
、
後

者
は
特
に
、
制
度
、
伝
統
、
共
同
体
の
う
ち
で
現
出
す
る
こ
と
を
本
質
と
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
文
化
は
、
人
間
性
そ
の
も
の
と
い
う

普
遍
的
な
顔
と
、
個
々
の
制
度
、
伝
統
、
共
同
体
に
固
有
な
特
殊
的
な
顔
と
の
、
二
つ
の
顔
を
持
つ
と
言
え
よ
う
。 

 

本
稿
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
の
「
生
の
現
象
学
」
に
基
づ
い
た
「
文
化
の
現
象
学
」
の
構
築
を
め
ざ
す
研
究
の
一
環
を
な
す
も
の

で
あ
る
が
、
ア
ン
リ
の
思
想
は
、
上
に
見
た
文
化
の
二
つ
の
顔
の
う
ち
、
前
者
の
顔
に
は
馴
染
み
や
す
い
と
し
て
も
、
後
者
の
顔
、
後

者
の
側
面
に
対
し
て
は
疎
遠
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
生
の
現
象
学
は
、
個
体
の
生
に
と
っ
て
外
的
で
、
そ
れ
を
全
体
性
の
う
ち
に

解
消
し
て
し
ま
う
要
素
を
徹
底
的
に
排
斥
し
よ
う
と
す
る
が
、
制
度
や
共
同
体
は
、
し
ば
し
ば
、
個
体
の
「
外
部
」
に
あ
り
、
そ
の
う

ち
に
個
体
の
生
を
取
り
込
み
、
そ
れ
を
一
方
的
に
規
定
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
ア
ン
リ
の
生
の
現
象
学
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に
立
脚
し
た
時
、
文
化
に
と
っ
て
本
質
的
な
制
度
や
共
同
体
は
い
か
に
説
明
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
、

ア
ン
リ
が
マ
ル
ク
ス
か
ら
援
用
し
て
い
る
「
系
譜
学
」
と
い
う
概
念
を
手
が
か
り
に
答
え
て
み
た
い
。
ま
た
、
こ
の
「
系
譜
学
」
は
、

文
化
の
発
生
の
み
な
ら
ず
、
文
化
の
多
性
や
、
文
化
間
の
関
係
に
関
し
て
も
、
そ
れ
を
個
体
の
生
か
ら
出
発
し
て
説
明
す
る
こ
と
を
可

能
に
し
て
く
れ
る
の
で
あ
り
、
最
後
に
は
、
そ
う
し
た
観
点
に
立
っ
て
、
文
化
の
多
性
、
間
文
化
性
、
そ
し
て
、
多
文
化
共
生
と
い
う

問
題
に
対
し
て
「
生
の
現
象
学
」
が
提
示
し
う
る
観
点
を
粗
描
し
て
み
た
い
。 

 

１ 

生
の
目
的
論
と
文
化
の
世
界 

  

ア
ン
リ
の
「
生
の
現
象
学
」
に
基
づ
い
て
制
度
化
や
共
同
体
の
可
能
性
を
考
察
す
る
の
に
先
だ
っ
て
、
ま
ず
は
、
ア
ン
リ
が
、
個
体

の
生
か
ら
の
文
化
の
誕
生
を
い
か
に
理
解
し
て
い
る
か
を
瞥
見
し
て
お
き
た
い
。 

 

ア
ン
リ
は
、
し
ば
し
ば
、
み
ず
か
ら
の
「
生
の
現
象
学
」
を
、
彼
が
「
歴
史
的
現
象
学
」
と
呼
ぶ
従
来
の
現
象
学
に
対
置
し
て
い
る

が
、
こ
の
「
歴
史
的
現
象
学
」
は
、
基
本
的
に
、
存
在
者
の
現
れ
の
可
能
性
を
「
意
味
」
の
現
出
の
う
ち
に
見
い
だ
し
て
き
た
と
言
え

よ
う
。
存
在
者
は
、
世
界
地
平
や
有
意
義
性
の
地
平
の
う
ち
で
、
「
意
味
」
と
し
て
現
出
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
存
在
者
の
存
在
の

「
い
か
に
」
を
な
す
の
で
あ
る
。 

 

だ
が
、
こ
う
し
た
「
歴
史
的
現
象
学
」
の
考
察
か
ら
抜
け
落
ち
て
い
た
の
は
、
「
意
味
」
の
現
出
が
た
え
ず
「
価
値
」
を
伴
う
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
存
在
者
が
「
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
と
し
て

、
、
、
」
現
出
す
る
と
き
、
そ
れ
は
た
え
ず
「
貴
重
な
も
の
」
で
あ
っ
た
り
、

「
美
し
い
も
の
」
で
あ
っ
た
り
す
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
「
価
値
」
を
伴
わ
な
い
意
味
の
現
出
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
も
、
「
価
値
」

は
、
「
見
る
」
働
き
と
し
て
の
志
向
性
に
対
し
て
で
は
な
く
、
「
（
自
己
を
）
感
受
す
る
」
働
き
と
し
て
の
情
感
性
に
対
し
て
現
れ
る
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の
で
あ
り
、
「
価
値
」
を
感
受
可
能
な
も
の
に
し
て
い
る
の
は
情
感
的
な
生
だ
と
言
え
よ
う
。
生
の
現
象
学
は
、
意
味
と
し
て
現
出
す

る
世
界
の
根
底
に
、
価
値
と
し
て
現
出
す
る
世
界
、
つ
ま
り
、
「
生
の
世
界
」(m

onde-de-la-vie)

を
見
い
だ
す
の
で
あ
り
、
ア
ン
リ

に
お
い
て
は
、
こ
の
「
生
の
世
界
」
こ
そ
「
文
化
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

で
は
、
自
己
感
受
と
し
て
の
生
は
、
い
か
に
し
て
文
化
を
生
み
出
す
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ン
リ
に
お
い
て
、
生
と
は
、
お
の
お
の
の
自

我
の
自
己
性(ipséité)

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
生
と
は
、
自
我
が
た
え
ず
自
己
自
身
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
、
自
我
が
た
え
ず
自
己
自
身
を

被
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
己
を
苦
し
む
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
己
実
現
と
し
て
自
己
を
享
受
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
だ
が
、

自
我
は
、
自
己
享
受
の
た
だ
中
に
お
い
て
も
、
自
己
を
被
り
、
自
己
を
苦
し
む
こ
と
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
「
自
我
で
あ
る
」
と
は
、

自
己
受
苦
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
こ
に
、
苦
し
み
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
欲
求
が
、
つ
ま
り
、
自
己
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
衝
動
が
生
じ

て
く
る
と
さ
れ
る
。
「
自
我
で
あ
る
」
と
は
、
自
己
を
苦
し
む
と
同
時
に
、
こ
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
、
自
己
を
超
過
し
よ
う
と
す
る
こ

と
で
も
あ
り
、
こ
う
し
た
自
己
超
過
の
運
動
が
「
生
の
世
界
」
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
生
の
世
界
」
は
自
我
の

外
部
に
あ
る
地
平
と
し
て
の
世
界
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
自
己
性
の
運
動
に
た
え
ず
伴
う
世
界
、
自
己
性
に
伴
う
自
己
超
過
の
運
動
に

含
ま
れ
た
世
界
で
あ
る
。
生
に
は
、
こ
の
自
己
超
過
の
運
動
が
本
質
的
に
備
わ
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
生
は
本
質
的
に
「
生
の
世

界
」
へ
の
自
己
超
過
な
の
で
あ
る
。
ア
ン
リ
に
お
け
る
、
こ
う
し
た
生
の
自
己
超
過
の
運
動
は
生
の
目
的
論
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、

文
化
と
は
、
こ
の
生
の
目
的
論
の
う
ち
に
含
ま
れ
た
世
界
の
あ
り
方
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ア
ン
リ
に
お
い
て
、
生
と
文
化
は
等
根
源
的
な

も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
ア
ン
リ
に
お
い
て
、
文
化
の
誕
生
の
可
能
性
は
生
の
目
的
論
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
、

生
の
目
的
論
は
自
己
受
苦
か
ら
逃
れ
る
生
の
運
動
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
、
文
化
の
根
底
に
は
自
己
受
苦
と
し
て
の
生
が
存
し

て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
自
己
受
苦
と
は
、
自
己
性
の
契
機
と
し
て
、
生
を
個
体
化
し
て
い
る
原
理
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、

(

2) 

(

1) 

(

3) 
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ア
ン
リ
に
お
い
て
、
文
化
の
可
能
性
は
生
の
個
体
化
の
う
ち
に
、
生
け
る
個
体
の
個
体
化
の
運
動
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ア
ン
リ
は
、
個
体
化
の
う
ち
に
文
化
化(culturation)

の
可
能
性
を
見
い
だ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
地
平
や
全
体
性
の
う
ち
に
解
消

さ
れ
な
い
個
体
の
生
こ
そ
が
、
真
の
意
味
で
の
文
化
的
世
界
を
生
き
る
生
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
文
化
は
し
ば
し
ば
個
体
の
生
を
越
え
る
も
の
、
そ
の
外
部
に
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
つ

ま
り
、
文
化
は
制
度
や
伝
統
と
し
て
社
会
の
う
ち
に
存
在
し
、
個
人
で
は
な
く
、
共
同
体
に
属
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
、
個
人
は
、
文
化
を
基
づ
け
る
ど
こ
ろ
か
、
制
度
や
伝
統
と
し
て
の
文
化
、
共
同
体
の
う
ち
に
あ
る
文
化
か
ら
一
方
的
に

規
定
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
文
化
を
個
体
の
生
と
等
根
源
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
ア
ン
リ
の
「
生
の
現
象
学
」

か
ら
、
制
度
と
し
て
の
文
化
、
共
同
体
の
う
ち
に
あ
る
文
化
を
い
か
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
問
題
の
焦
点
は
、
個

体
化
か
ら
出
発
し
て
、
制
度
化
や
共
同
化
を
い
か
に
説
明
す
る
か
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
は
、
制
度
化
の
問
題
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
た

い
。 

 

２ 

制
度
化
す
る
生 

  

一
般
に
、
「
文
化
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
伝
統
や
歴
史
に
開
か
れ
、
他
者
や
共
同
体
に
開
か
れ
て
あ
る
こ
と
を
本
質
と
し
て
い
る

こ
と
は
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
幾
何
学
の
起
源
』
で
展
開
し
た
「
原
創
設
」(U

rstiftung)

の
議
論
や
、
そ
れ
に
着

想
を
得
た
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
「
制
度
化
」(institution)

の
概
念
は
、
い
ず
れ
も
、
経
験
に
発
す
る
文
化
的
形
成
物
が
い
か
に
し
て

伝
統
や
歴
史
、
他
者
や
共
同
体
に
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
存
在
し
う
る
か
を
説
明
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、

ア
ン
リ
の
生
の
現
象
学
に
お
け
る
制
度
化
の
解
釈
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
ま
ず
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、
お
よ
び
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
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に
お
け
る
制
度
化
の
理
解
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。 

 
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
『
幾
何
学
の
起
源
』
に
お
い
て
、
幾
何
学
と
い
う
理
念
的
存
在
が
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
主
観
的
作
用
か
ら
出
発

し
て
、
い
か
に
し
て
歴
史
的
に
構
成
さ
れ
て
き
た
か
を
考
察
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
議
論
は
、
幾
何
学
と
い
う
理
念
的
存
在
を
テ
ー
マ

に
し
て
は
い
る
が
、
十
分
に
、
文
化
一
般
の
構
成
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。 

 

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
主
観
的
作
用
が
伝
統
や
歴
史
、
他
者
や
共
同
体
に
開
か
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
こ
の
創
設
す
る
働
き
が

言
語
共
同
体
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
時
間
と
と
も
に
沈
殿
し
、
受
動
的
に
な
っ
た
創
設
作
用
が
再
活
性
化

(reaktivieren)

さ
れ
て
、
他
者
に
よ
る
追
理
解(nachverstehen)

が
可
能
に
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
原
創
設
に

発
す
る
客
観
化
、
伝
統
化
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
決
し
て
、
こ
れ
こ
れ
の
地
域
、
共
同
体
、
歴
史
に
相
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
人
間
理
性

に
と
っ
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
、
歴
史
的
ア
プ
リ
オ
リ(historische A

priori)

だ
と
さ
れ
、
人
間
の
形
成
作
用
に
基
づ
く
文
化
の
構
成
に
と

っ
て
の
本
質
的
な
構
造
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
制
度
化
と
呼
ぶ
の
も
、
こ
う
し
た
原
創
設
の
働
き
が
本
質
的
に
含
み
持
つ
伝
統
化
、
客
観
化
の
構
造

を
指
し
て
い
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
、
制
度
化
は
、
創
造
す
る
働
き
の
本
質
構
造
を
な
す
時
間
性
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い

る
と
言
え
る
が
、
こ
の
時
間
性
に
お
い
て
、
過
去
は
現
在
を
規
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
現
在
に
よ
っ
て
変
形
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
現

在
は
過
去
を
取
り
上
げ
直
す
と
同
時
に
、
未
来
を
規
定
し
、
未
来
に
よ
っ
て
変
形
さ
せ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
、
未
来
は
、
過

去
や
現
在
を
取
り
上
げ
直
す
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
に
規
定
さ
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
創
造
作
用
は
、
こ
の
よ

う
な
、
常
に
他
の
次
元
に
対
し
て
相
互
的
に
開
か
れ
た
地
平
の
上
で
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
統
や
歴
史
、

他
者
や
共
同
体
に
本
質
的
に
開
か
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
起
源
に
お
い
て
は
、
主
観
的
な
創
造
作
用
で
あ
る
も
の
が
、
文
化

と
し
て
伝
統
、
歴
史
、
他
者
、
共
同
体
に
開
か
れ
う
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
創
造
作
用
が
本
質
的
に
制
度
化
だ
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
、
制
度
化
は
、
個
々
の
創
造
作
用
が
含
み
持
つ
本
質
構
造
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 

 
こ
の
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
や
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
制
度
化
を
歴
史
的
ア
プ
リ
オ
リ
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
、
文
化
が
伝
統
、

歴
史
、
他
者
、
共
同
体
に
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
う
し
た
説
明
は
、
や
や
も
す
る
と
、
文
化

形
成
の
う
ち
に
や
ど
る
個
体
の
生
の
営
み
を
忘
却
さ
せ
る
結
果
を
招
き
か
ね
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
議
論
に
特
徴
的

な
よ
う
に
、
は
じ
め
に
想
定
さ
れ
た
〈
幾
何
学
を
生
み
出
し
続
け
て
い
る
主
観
的
働
き
〉
は
、
相
対
主
義
と
い
う
批
判
を
回
避
す
る
た

め
に
、
歴
史
的
ア
プ
リ
オ
リ
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
機
能
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
に
い
た
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
幾
何
学
を

形
成
す
る
主
体
が
、
主
観
的
働
き
か
ら
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
制
度
化
の
運
動
に
す
り
替
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
文
化
形
成
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
が
制
度
化
の
運
動
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
実
践
的
活
動
に
よ
っ
て
文
化
を
生
み
出
す
個
体
の
生
は
忘
却
さ
れ
る
。
個
体

の
生
は
、
そ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
、
非
人
称
的
な
制
度
化
の
運
動
に
譲
り
渡
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

だ
が
、
ア
ン
リ
は
、
制
度
化
を
、
個
体
の
生
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
実
体
的
な
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
を
徹
底
的
に
排
斥
す
る
。

ア
ン
リ
は
、
制
度
化
の
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
制
度
化
を
何
か
実
体
的
、
か
つ
根
源
的
な
運
動
と
し
て

理
解
す
る
こ
と
を
退
け
、
制
度
化
の
根
底
に
個
体
の
生
が
存
す
る
こ
と
を
確
認
し
、
こ
の
個
体
の
生
か
ら
制
度
が
発
生
す
る
「
系
譜
」

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。 

 

『
マ
ル
ク
ス
』
第
一
巻
に
お
い
て
、
ア
ン
リ
は
、
個
体
の
諸
活
動
を
、
先
立
つ
世
代
に
よ
っ
て
す
で
に
実
現
さ
れ
た
諸
活
動
の
取
り

上
げ
直
し
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
活
動
を
自
己
の
生
の
活
動
と
し
て
新
た
に
実
現
し
て
い
く
行
為
と
し
て
理
解
し
て
い
る
が(M

1, 

251)

、
こ
れ
は
、
ア
ン
リ
が
、
個
体
の
諸
活
動
に
基
づ
く
制
度
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
実
際
、
ア
ン
リ

は
、
個
体
の
諸
活
動
が
諸
々
の
社
会
的
条
件
を
生
み
出
す
だ
け
で
な
く
、
こ
の
社
会
的
条
件
が
個
体
の
諸
活
動
の
形
式
に
な
っ
て
い
る

と
す
る
の
で
あ
り(M

1, 249)

、
個
体
の
諸
活
動
に
発
す
る
制
度
化
の
可
能
性
と
、
そ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
制
度
に
よ
っ
て
個
体

(

4) 

(

5) 
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の
諸
活
動
が
条
件
づ
け
ら
れ
る
可
能
性
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
だ
が
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
で
、
ア
ン
リ
は
、
制
度
化
を
個
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

実
在
的
な
運
動
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
個
体
と
制
度
の
関
係
を
（
例
え
ば
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
）
「
相
互
基
づ
け
」
の
関
係
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る(M

1, 250)

。
ア
ン
リ
は
、
個
体
の

生
の
外
部
に
制
度
や
制
度
化
が
実
体
的
に
存
在
す
る
と
い
う
考
え
を
排
斥
す
る
の
で
あ
り
、
個
体
の
生
は
、
外
的
に
規
定
さ
れ
る
こ
と

の
な
い
絶
対
性
を
持
つ
と
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
ア
ン
リ
が
制
度
化
や
制
度
に
つ
い
て
語
る
時
、
そ
れ
は
い
か
な
る
事
態
を
意
味
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
ン
リ
は
個
体
の
生
の
絶
対
性
を
主
張
す
る
の
だ
が
、
そ
の
絶
対
性
の
根
拠
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る

の
が
「
欲
求(besoin)

」
で
あ
る
。
ア
ン
リ
に
お
い
て
、
欲
求
と
は
生
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い(M

2, 64)

。
自
己
受
苦
か
ら
自
己
享

受
へ
揺
れ
動
き
つ
つ
、
自
己
の
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
同
時
に
、
自
己
を
増
大
さ
せ
る
た
め
に
、
自
己
を
超
過
し
て
い
く
運
動
そ

の
も
の
、
つ
ま
り
、
生
の
目
的
論
の
運
動
そ
の
も
の
が
「
欲
求
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
の
欲
求
と

生
の
活
動(activité)

は
区
別
で
き
な
い(M

2, 65)
。
活
動
と
は
、
自
己
実
現
を
め
ざ
す
欲
求
の
運
動
に
ほ
か
な
ら
ず
、
自
己
実
現
を
め

ざ
し
て
活
動
す
る
欲
求
が
生
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
個
体
の
生
の
欲
求
が
、
先
立
つ
世
代
の
欲
求
を
引
き
受
け
、
そ
れ
を

自
己
の
欲
求
と
し
て
再
創
造
す
る
こ
と
で
、
制
度
が
形
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る(M

1, 251)

。 

 

し
た
が
っ
て
、
ア
ン
リ
に
お
い
て
、
制
度
化
は
、
あ
く
ま
で
個
体
の
生
の
欲
求
に
発
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

決
し
て
、
個
体
の
生
を
外
か
ら
規
定
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
個
体
の
生
と
制
度
化
の
プ
ロ
セ
ス
、
あ
る
い

は
、
個
体
の
生
と
制
度
と
は
、
決
し
て
「
相
互
基
づ
け
」
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
制
度
化
や
制
度
に
対
し
て
、
個
体
の
生
、
生

の
欲
求
は
絶
対
的
な
始
源
の
位
置
に
立
ち
続
け
る
。
自
然
法
則
が
、
自
然
の
う
ち
に
何
か
が
生
じ
る
こ
と
に
対
し
て
支
配
力
を
発
揮
し

(

6) 
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て
い
る
の
で
は
な
い
よ
う
に
、
制
度
化
と
い
う
法
則
性
も
、
個
体
の
生
き
る
欲
求
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ア
ン
リ

は
、
制
度
化
や
制
度
の
本
質
を
個
体
の
生
の
う
ち
に
、
つ
ま
り
、
生
き
る
欲
求
、
生
き
る
た
め
に
消
費
す
る
欲
求
の
う
ち
に
認
め
る
の

で
あ
り
、
制
度
を
、
そ
う
し
た
欲
求
の
現
実
化
と
し
て
、
欲
求
か
ら
生
じ
る
活
動
や
生
産
の
展
開
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。 

 

よ
っ
て
、
ア
ン
リ
に
お
い
て
、
制
度
が
個
体
の
生
の
形
式
、
そ
の
条
件
と
さ
れ
る
の
は
、
制
度
や
制
度
化
が
個
体
の
生
の
目
的
論
の

う
ち
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
個
体
の
生
は
、
そ
の
本
質
か
ら
し
て
、
先
立
つ
世
代

に
よ
っ
て
す
で
に
実
現
さ
れ
た
生
の
欲
求
の
取
り
上
げ
直
し
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
欲
求
を
自
己
の
生
の
欲
求
と
し
て
再
創
造
す

る
活
動
な
の
で
あ
る
。
生
の
欲
求
の
自
己
実
現
は
、
た
え
ず
、
す
で
に
実
現
さ
れ
た
欲
求
の
再
創
造
と
し
て
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

生
の
目
的
論
の
う
ち
に
は
、
こ
う
し
た
制
度
や
伝
統
の
形
成
が
含
み
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
制
度
を
形

成
す
る
生
の
運
動
の
う
ち
に
は
、
生
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
は
何
も
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
世
代
を
貫
い
た
諸
々
の
個
体
の
生
の

継
起
で
あ
り
、
諸
々
の
生
の
欲
求
の
伝
達
で
あ
っ
て
、
生
の
活
動
の
反
復
こ
そ
が
制
度
や
制
度
化
の
本
質
を
な
す
の
で
あ
る(M

1, 252)

。

し
た
が
っ
て
、
ア
ン
リ
に
お
い
て
は
、
制
度
と
生
、
制
度
化
と
生
の
関
係
と
い
う
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
制
度
や
制
度
化
は
、
個

体
の
生
と
並
ぶ
実
在
性
を
持
ち
え
な
い
の
で
あ
る
。
「
社
会
と
個
体
の
関
係
は
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
り
、
唯
一
存
在
し
、
問
題
と
な

り
う
る
の
は
個
体
ど
う
し
の
関
係
の
み
で
あ
る
」(M

1, 189)

。
ア
ン
リ
に
お
い
て
、
制
度
化
の
問
題
は
、
世
代
を
貫
い
た
個
体
ど
う
し

の
関
係
に
解
消
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
広
い
意
味
で
の
共
同
体
の
問
題
に
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
は
、
文
化
の
現
出
の
も

う
一
つ
の
本
質
構
造
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
共
同
体
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。 
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生
の
共
同
体
と
同
時
代
性 

  

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
文
化
は
、
一
方
で
、
制
度
と
し
て
、
制
度
の
な
か
で
現
出
す
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
が
、
ま
た
同
時

に
、
常
に
共
同
体
の
な
か
で
現
出
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ン
リ
は
、
や
は
り
こ
こ
で
も
、
共
同
体
を
個
体
の
外
部
に
存
在

す
る
も
の
と
み
な
し
、
文
化
を
個
体
か
ら
切
り
離
し
て
解
釈
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。
ア
ン
リ
に
と
っ
て
、
共
同
体
の
本
質
は
個
体
の

生
の
う
ち
に
あ
り
、
文
化
が
常
に
共
同
体
の
う
ち
で
現
出
す
る
こ
と
も
、
個
体
の
生
に
固
有
の
運
動
か
ら
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
で

は
、
ア
ン
リ
は
、
常
に
共
同
体
の
う
ち
に
現
出
す
る
文
化
を
、
個
体
の
生
か
ら
出
発
し
て
い
か
に
説
明
す
る
の
か
。
ま
ず
は
、
ア
ン
リ

に
お
け
る
共
同
体
の
規
定
か
ら
見
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。 

 

ア
ン
リ
は
、
『
実
質
的
現
象
学
』
の
第
三
章
「
共−

パ
ト
ス
」
の
う
ち
で
、
個
体
を
「
絶
対
的
こ
こ
」(un H

ic absolu)

と
定
義
し
て

い
る
。
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
「
絶
対
的
こ
こ
」
と
は
、
決
し
て
地
平
と
し
て
の
世
界
の
う
ち
に
場
所
を
占
め
る
こ
と
の
な
い
絶
対
的
主

観
性
で
あ
り
、
外
部
を
持
た
な
い
も
の
、
つ
ま
り
、
「
こ
こ
」
か
ら
距
離
を
取
っ
た
「
そ
こ
」
か
ら
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
、
決

し
て
「
そ
こ
」
に
な
り
え
な
い
「
こ
こ
」
で
あ
る(PhM

, 164)

。
し
た
が
っ
て
、
個
体
の
「
こ
こ
」
と
い
う
「
場
所
」
は
、
外
的
に
規

定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
内
的
に
規
定
さ
れ
る
。
主
観
性
の
自
己
触
発
、
自
己
感
受
、
自
己
受
苦
、
自
己
享
受
こ
そ
が
「
こ
こ
」
を
規

定
し
て
お
り
、
そ
れ
が
個
体
化
の
原
理
を
な
す
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

だ
が
、
個
体
が
自
己
触
発
で
あ
り
、
自
己
感
受
で
あ
る
の
は
、
ま
っ
た
く
受
動
的
な
仕
方
に
お
い
て
で
し
か
な
い
。
自
己
触
発
、
自

己
感
受
と
は
「
自
己
性
」
を
意
味
す
る
が
、
個
体
は
た
え
ず
自
己
を
被
り
、
苦
し
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
〈
自
己
で
あ
る
こ
と
〉
の
暴

力
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
個
体
は
、
「
自
己
性
」
と
い
う
暴
力
、
〈
自
己
〉(Soi)

と
い
う
暴
力
の
う
ち
で
こ
そ
個
体
で
あ
り
、

主
観
な
の
で
あ
っ
て
、
〈
自
己
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
〉
が
個
体
の
生
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 

(

7) 
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同
じ
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
個
体
に
つ
い
て
言
え
る
。
あ
ら
ゆ
る
個
体
は
〈
自
己
〉
を
被
り
、
〈
自
己
〉
を
苦
し
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、

こ
の
自
己
感
受
、
自
己
受
苦
こ
そ
が
、
あ
ら
ゆ
る
「
生
け
る
個
体
」
の
〈
基
底
〉(Fond)(PhM

, 177, 178)

を
な
し
て
い
る
。
個
々
の

個
体
が
個
体
で
あ
り
、
自
己
で
あ
り
う
る
の
も
、
こ
の
〈
基
底
〉
と
し
て
の
自
己
感
受
、
自
己
触
発
に
基
づ
い
て
な
の
で
あ
る
。 

 

ア
ン
リ
は
、
以
上
の
よ
う
な
理
解
か
ら
、
個
体
の
生(vie)

と
あ
ら
ゆ
る
個
体
に
共
有
さ
れ
る
（
大
文
字
の
）
〈
生
〉(V

ie)

と
を
同
じ

広
が
り
を
持
つ
も
の
と
し
て
理
解
す
る
。
ア
ン
リ
が
引
く
カ
フ
カ
の
言
葉
、
「
君
が
立
っ
て
い
る
地
面
が
そ
れ
を
覆
う
君
の
両
足
よ
り

も
広
く
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
幸
運
」 (PhM

, 162)

と
い
う
言
葉
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
事
態
を
表
現
す
る
た
め
に
援
用
さ
れ
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
個
体
が
立
っ
て
い
る
地
面
は
、
個
々
の
個
体
の
両
足
よ
り
も
広
く
は
な
い
、
つ
ま
り
、
両
者
は
同
じ
広
が
り
を
持
つ
。
個
々

の
個
体
を
個
体
化
す
る
絶
対
的
に
受
動
的
な
自
己
感
受
は
、
同
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
生
け
る
個
体
の
生
を
支
え
る
（
大
文
字
の
）
〈
生
〉

の
自
己
触
発
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
生
け
る
個
体
に
共
有
さ
れ
た
生
の
〈
基
底
〉(Fond)

な
の
で
あ
る
。
ア
ン
リ
は
、
共
同
体
の
本
質
を
、

こ
の
〈
基
底
〉
、
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
生
け
る
個
体
に
共
有
さ
れ
た
自
己
感
受
、
〈
自
己
〉
、
自
己
性
の
う
ち
に
見
い
だ
す
の
で
あ
り
、

こ
の
〈
自
己
〉
が
個
々
の
個
体
の
個
体
化
の
原
理
で
あ
る
か
ぎ
り
、
共
同
体
の
本
質
は
個
体
の
生
の
う
ち
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ア
ン
リ
は
、
共
同
体
の
本
質
を
個
体
の
生
の
原
理
と
同
じ
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
だ
が
、
同
じ
こ
と
は
、
歴

史
的
な
観
点
に
お
い
て
も
反
復
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ン
リ
は
、
共
同
体
を
同
世
代
の
範
囲
内
だ
け
で
考
え
る
の
で
は
な
く
、
世
代
間

に
ま
た
が
っ
た
も
の
と
し
て
、
歴
史
的
な
広
が
り
を
持
つ
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
〈
自
己
〉
を
被
り
、
〈
自
己
〉
を
苦
し

む
と
い
う
〈
生
〉
の
様
態
は
、
世
代
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
生
け
る
個
体
に
共
有
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
世
代
を
超
え

た
共
同
体
が
形
成
さ
れ
う
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
い
か
な
る
共
同
体
も
、
そ
の
う
ち
に
歴
史
を
持
つ
か
ぎ
り
、
そ
の
共
同
性
は

同
世
代
間
だ
け
で
な
く
、
世
代
を
超
え
て
広
が
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
ア
ン
リ
は
、
こ
う
し
た
広
義
で
の
共
同
体
の
共
同
性
を
〈
生
〉
、

〈
自
己
〉
、
自
己
触
発
の
う
ち
に
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
個
々
の
生
け
る
個
体
は
、
そ
の
〈
生
〉
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
世
代
の

(

8) 

(

9) 
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生
け
る
個
体
（
す
で
に
死
ん
で
い
る
個
体
も
含
め
て
）
と
根
源
的
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
あ
る
生
け
る
個
体
は
、
世
代

を
超
え
た
あ
ら
ゆ
る
生
け
る
個
体
と
「
同
時
代
人
」
で
あ
る
。
ア
ン
リ
が
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
か
ら
借
り
て
く
る
「
同
時
代
性
」(PhM

, 

154) 
と
い
う
言
葉
は
、
ア
ン
リ
に
お
け
る
共
同
体
論
の
鍵
概
念
を
な
す
。
あ
ら
ゆ
る
生
け
る
個
体
は
、
お
の
お
の
の
〈
基
底
〉
に
あ

る
〈
生
〉
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
他
の
生
け
る
個
体
の
「
同
時
代
人
」
で
あ
り
、
同
世
代
の
個
体
ど
う
し
の
共
同
体
は
、
こ
の
「
同
時

代
性
」
の
一
つ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
。
ア
ン
リ
に
お
い
て
は
、
個
々
の
個
体
の
個
体
化
の
原
理
が
、
同
時
に
、
同
時
代

性
の
原
理
で
も
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
個
体
は
、〈
生
〉
の
う
ち
に
あ
る
も
の
と
し
て
同
時
代
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
お
の
お
の
が
そ
の
〈
生
〉

の
う
ち
で
自
己
を
被
る
独
自
の
仕
方
に
お
い
て
、
差
異
化
さ
れ
、
個
別
化
さ
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。(PhM

, 177) 

 

し
た
が
っ
て
、
共
同
体
の
本
質
が
同
時
代
性
の
う
ち
に
あ
る
か
ぎ
り
、
共
同
体
は
個
体
の
生
の
外
部
に
あ
る
の
で
は
な
い
し
、
共
同

体
の
う
ち
で
現
出
す
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
文
化
も
、
個
体
の
生
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
生

け
る
個
体
は
、
自
己
受
苦
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
欲
望
に
よ
っ
て
、
自
己
を
超
過
し
、
創
造
活
動
や
労
働
に
よ
っ
て
「
生
の
世
界
」
へ

働
き
か
け
、
そ
こ
に
文
化
を
形
成
す
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
「
生
の
世
界
」
と
は
、
知
覚
の
世
界
で
は
な
く
、
情
感
の
世
界
、
文
化
的

世
界
で
あ
り
、
そ
の
本
質
を
自
己
感
受
や
情
感
性
の
う
ち
に
持
つ
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
こ
の
「
生
の
世
界
」
、
文

化
的
世
界
は
共
同
体
と
同
じ
広
が
り
を
持
つ
の
で
あ
る
。
ア
ン
リ
に
お
け
る
生
の
目
的
論
と
は
、
〈
基
底
〉
へ
向
け
て
の
個
体
の
生
の

超
過
と
、
「
生
の
世
界
」
へ
向
け
て
の
個
体
の
生
の
超
過
と
い
う
二
つ
の
超
過
の
運
動
を
含
む
が
、
文
化
は
ま
さ
に
、
こ
う
し
た
生
の

目
的
論
の
二
重
の
超
過
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
個
々
の
個
体
が
生
き
る
「
生
の
世
界
」
は
、
同
時
代
性
に
よ
っ
て
、
あ
ら

ゆ
る
個
体
に
開
か
れ
た
世
界
、
あ
ら
ゆ
る
個
体
に
共
有
さ
れ
る
世
界
で
あ
り
、
個
体
の
生
に
基
づ
く
文
化
が
た
え
ず
共
同
体
の
う
ち
に

現
出
す
る
の
は
、
生
の
目
的
論
と
い
う
個
体
の
生
に
固
有
の
運
動
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 
 

(

10) 
(

11) 

(

12) 
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４ 

文
化
の
多
性
と
共
生 

  

こ
こ
ま
で
、
個
体
の
生
に
と
っ
て
外
的
で
あ
る
か
に
思
わ
れ
る
文
化
が
、
生
け
る
個
体
の
生
の
目
的
論
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
文
化
は
、
生
の
目
的
論
に
含
ま
れ
る
二
重
の
超
過
に
よ
っ
て
歴
史
や
伝
統
に
開
か
れ
、

共
同
体
に
開
か
れ
、
さ
ら
に
は
、
生
の
世
界
を
彩
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

だ
が
、
文
化
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
開
在
性
を
本
質
と
す
る
一
方
で
、
常
に
同
時
に
、
あ
る
種
の
閉
域
性
を
含
み
持
つ
も
の

と
し
て
現
れ
て
く
る
。
あ
ら
ゆ
る
文
化
は
、
本
質
的
に
は
、
い
っ
さ
い
の
他
の
文
化
に
開
か
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
し
ば
し
ば
、
あ
る

地
域
、
時
代
、
民
族
な
ど
に
固
有
の
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
様
々
な
表
現
形
式
、
制
度
、
祭
儀
な
ど
に
特
化
し
た
も
の
と
し
て
現

れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
文
化
の
多
性
が
由
来
す
る
。
そ
し
て
、
文
化
が
多
様
な
形
態
で
現
れ
て
く
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
文
化

と
文
化
と
の
関
係
と
い
う
問
題
、
つ
ま
り
、
文
化
間
の
対
立
、
背
反
、
序
列
、
調
和
、
共
生
な
ど
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
最
後

に
は
、
こ
う
し
た
文
化
の
多
性
と
間
文
化
性
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
ア
ン
リ
の
文
化
の
現
象
学
か
ら
引
き
出
し
う
る
観
点
を
確
認
し

て
お
き
た
い
。 

 

個
体
の
生
に
内
属
す
る
「
同
時
代
性
」
か
ら
文
化
の
開
在
性
を
説
明
す
る
ア
ン
リ
の
文
化
の
現
象
学
か
ら
、
文
化
の
多
性
は
い
か
に

説
明
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
関
し
て
は
、
ア
ン
リ
が
「
文
化
の
高
次
の
諸
形
態
」(B

, 85 / PhV
4, 22 / D

H
, 119)

と
規
定

す
る
芸
術
、
倫
理
、
宗
教
に
つ
い
て
の
ア
ン
リ
の
議
論
を
手
引
き
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ン
リ
が
、
こ
れ
ら
芸
術
、
倫
理
、
宗

教
を
、
諸
々
の
文
化
の
中
の
「
高
次
の
諸
形
態
」
と
し
て
規
定
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
、
他
の
文
化
形
態
よ
り
も
強
固
に
、
個
体
の
生

を
〈
基
底
〉
に
、
つ
ま
り
、
〈
生
〉
や
〈
自
己
〉
に
結
び
つ
け
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
ン
リ
は
、
個
体
の
生
の
基
底
に
あ
る
〈
生
〉
の
忘

却
を
「
生
の
病
」(G

P, 269 / M
1, 263)

と
呼
ぶ
が
、
ア
ン
リ
に
お
い
て
、
文
化
と
は
、
「
生
の
病
」
に
陥
っ
た
個
体
に
〈
生
〉
を
恢
復

(

13) 
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さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
文
化
の
本
質
は
、
生
け
る
個
体
と
〈
生
〉
と
の
結
び
つ
き
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
生

け
る
個
体
を
〈
生
〉
に
結
び
つ
け
る
〈
道
〉
は
一
つ
で
は
な
い
。
文
化
の
高
次
の
諸
形
態
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
〈
道
〉
の
役
割
を
負
う

も
の
で
あ
り
、
他
の
諸
々
の
文
化
も
、
そ
れ
が
文
化
と
呼
ば
れ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
〈
道
〉
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
だ
と
言
え
よ
う
。
文

化
の
多
性
は
こ
こ
に
由
来
す
る
。
生
け
る
個
体
を
〈
生
〉
に
結
び
つ
け
る
諸
々
の
〈
道
〉
が
文
化
の
多
性
を
な
す
の
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
文
化
の
多
性
は
、
生
け
る
個
体
に
内
在
す
る
矛
盾
、
つ
ま
り
、
生
に
本
質
的
な
矛
盾
に
基
づ
く
と
も
考
え
ら
れ

る
。
生
け
る
個
体
は
、
自
己
受
苦
の
中
で
自
己
を
享
受
し
、
自
己
享
受
の
中
で
自
己
を
苦
し
み
、
自
己
超
過
の
中
で
徹
底
的
に
自
己
に

呪
縛
さ
れ
、
自
己
否
定
の
中
で
自
己
を
引
き
受
け
ざ
る
を
え
ず
、
欲
求
の
充
足
の
中
で
根
源
的
な
欲
求
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
生
に
内
在
す
る
こ
う
し
た
往
還
運
動
、
あ
る
い
は
、
弁
証
法
的
運
動
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
各
運
動
が
反
対
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
を

持
つ
だ
け
で
な
く
、
多
様
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
う
し
た
多
様
な
運
動
の
そ
れ
ぞ
れ

が
生
け
る
個
体
を
〈
生
〉
に
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
〈
多
〉
と
し
て
展
開
さ
れ
る
〈
一
〉
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
け
る

個
体
を
〈
生
〉
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
文
化
が
、
多
様
な
形
態
を
取
る
こ
と
の
根
拠
は
、
こ
う
し
た
個
体
の
生
に
内
在
す

る
矛
盾
、
個
体
に
内
在
的
な
多
性
に
基
づ
く
と
言
え
よ
う
。
文
化
の
多
性
は
、
生
が
そ
れ
自
身
に
与
え
ら
れ
る
道
の
多
性
を
表
現
し
て

い
る
の
で
あ
る
。 

 

だ
が
、
も
し
諸
々
の
多
様
な
文
化
が
同
じ
一
つ
の
本
質
を
持
つ
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
常
に
調
和
や
共
生
の
関
係
に
あ
る
は
ず
で
、
文

化
間
に
対
立
、
背
反
、
比
較
、
序
列
の
関
係
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
各
方
面
で
、
多
様
な
文
化
間
の

「
共
生
」
が
議
論
の
的
と
さ
れ
て
お
り
、
文
化
間
の
共
生
や
調
和
は
社
会
的
な
課
題
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
ア

ン
リ
の
文
化
の
現
象
学
、
文
化
の
系
譜
学
は
、
こ
う
し
た
現
実
に
い
か
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

先
に
見
た
よ
う
に
、
文
化
が
〈
多
〉
と
〈
一
〉
の
統
一
と
し
て
現
れ
て
く
る
の
は
、
生
の
目
的
論
の
観
点
か
ら
文
化
を
と
ら
え
た
場

(

14) 
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合
、
言
い
換
え
れ
ば
、
生
の
自
己
展
開
に
内
在
的
な
視
点
か
ら
文
化
を
と
ら
え
た
場
合
で
あ
る
。
そ
の
時
、
個
々
の
文
化
と
文
化
は
〈
生
〉

に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
文
化
に
対
し
て
外
的
な
視
点
が
取
ら
れ
、
文

化
が
表
象
さ
れ
る
と
、
文
化
は
そ
の
現
出
様
態
を
転
換
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
に
は
、
各
々
の
文
化
の
「
本
質
」
を
な
す
と
同
時

に
、
そ
れ
ら
の
「
関
係
」
を
な
し
て
い
る
〈
生
〉
が
見
失
わ
れ
、
個
々
の
文
化
は
、
〈
生
〉
を
離
れ
て
実
体
的
に
存
在
す
る
も
の
と
み

な
さ
れ
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
が
互
い
に
切
り
離
さ
れ
て
、
並
置
さ
れ
、
比
較
さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
現
出
す
る
こ
と
に
な

る
。
ア
ン
リ
は
、
『
マ
ル
ク
ス
』
第
一
巻
で
、
実
在
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
生
に
基
づ
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
解
釈

さ
れ
る
こ
と
で
、
個
体
の
生
か
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
系
譜
が
抽
象
化
さ
れ
、
忘
却
さ
れ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
実
体
的
、
自
立
的
な

も
の
と
し
て
現
れ
、
今
度
は
、
こ
の
実
体
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
個
体
の
生
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
が(M

1, 

434) 

、
お
そ
ら
く
は
、
こ
う
し
た
ア
ン
リ
の
分
析
を
文
化
に
当
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
文
化
は
、
個
体
の
生
か
ら

発
生
し
て
き
た
の
だ
が
、
い
っ
た
ん
文
化
が
制
度
化
さ
れ
、
客
観
化
さ
れ
る
と
、
個
体
の
生
か
ら
の
文
化
の
由
来
、
つ
ま
り
、
文
化
の

系
譜
が
忘
却
さ
れ
、
文
化
は
実
体
化
さ
れ
て
、
生
を
離
れ
て
実
在
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
今
度
は
、
こ
の
制
度
化
さ
れ
た
文
化
か
ら

個
体
の
生
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
個
体
の
生
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
文
化
は
、
そ
の
本
質
的
由
来
か
ら
切
り
離
さ
れ
、

独
立
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
ま
た
、
文
化
を
相
互
に
結
び
つ
け
る
紐
帯
と
し
て
の
生
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
て
、
相
互
に
並
列
さ
れ
、

比
較
さ
れ
、
序
列
づ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
は
、
対
立
し
、
背
反
す
る
も
の
と
し
て
さ
え
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
別
の
観
点
か
ら
は
、
諸
文
化
間
の
分
離
、
並
置
、
対
立
、
背
反
の
起
源
を
、
「
分
業
」
の
う
ち
に
、
あ
る
い
は
「
分
業
」
の

本
質
を
な
す
存
在
論
的
態
度
の
う
ち
に
求
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
、
分
業
は
、
生
産
力
や
生
産
諸
関
係
を

改
変
す
る
こ
と
で
、
歴
史
を
動
か
す
原
動
力
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
ア
ン
リ
は
、
こ
の
分
業
の
本
質
を
個
体
の
生
の
分
割
の
う

ち
に
見
出
し
て
い
る
。
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
個
体
と
は
、
そ
の
う
ち
に
潜
在
的
な
多
性
を
含
み
つ
つ
、
こ
の
多
性
の
統
一
体
、
多
性
の
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全
体
性
と
し
て
存
在
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い(M

1, 263-264)

。
分
業
は
、
生
産
過
程
の
全
体
を
個
々
の
特
殊
労
働
に
分
割
し
、
そ

の
特
殊
労
働
を
個
々
の
個
体
に
割
り
当
て
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
個
体
の
持
つ
、
統
一
さ
れ
た
多
様
な
潜
在
力
は
、
相
互
に
切

り
離
さ
れ
、
あ
る
一
つ
の
能
力
だ
け
が
労
働
に
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
個
体
は
、
潜
在
的
な
全
体
性
と
し
て
で
は

な
く
、
あ
る
一
つ
の
特
殊
労
働
の
担
い
手
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
個
体(individu)

と
は
、
本
来
、

潜
在
的
な
多
性
の
分
割
で
き
な
い(indivisible)

統
一
で
あ
る
の
に
、
分
業(division du travail)

は
、
こ
の
不
可
分
な
多
性
を
分
割
し

(diviser)

、
な
お
か
つ
、
個
体
の
生
を
あ
る
一
つ
の
特
殊
労
働
に
切
り
詰
め
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
ア
ン
リ
は
、
分
業

を
、
個
体
の
生
を
破
壊
す
る
も
の
と
し
て
、「
生
の
病(m

aladie de la vie)

」(M
1, 263)

と
も
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
と

同
様
、
ア
ン
リ
に
と
っ
て
も
、
分
業
と
は
存
在
論
的
な
概
念
で
あ
り
、
そ
の
本
質
は
、
〈
不
可
分
な
多
性
〉
を
〈
可
分
的
な
多
性
〉
に

変
容
す
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、〈
そ
の
う
ち
に
矛
盾
を
含
ん
だ
多
性
の
統
一
〉
を
、〈
相
互
背
反
的
な
多
性
〉
に
変
容
す
る
こ
と
の

う
ち
に
存
し
て
い
る
。
分
業
の
本
質
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
分
業
を
可
能
に
す
る
存
在
論
的
態
度
が
、
そ
の
ま
な
ざ
し
を

文
化
に
向
け
る
こ
と
で
、
本
来
、
多
性
を
含
み
つ
つ
も
統
一
さ
れ
て
い
る
諸
々
の
文
化
が
、
相
互
に
切
り
離
さ
れ
、
並
置
さ
れ
、
対
立

し
、
背
反
す
る
諸
文
化
と
し
て
現
出
し
て
く
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
諸
々
の
文
化
は
、
本
来
、
相
互
に
矛
盾
し
つ
つ
も
、

調
和
と
統
一
を
保
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
諸
文
化
に
対
し
て
、
分
業
を
支
え
る
合
理
的
観
点
が
向
け
ら
れ
る
と
、
相
互
に
調
和

可
能
、
共
存
可
能
な
諸
々
の
〈
矛
盾
〉
が
、
調
和
不
可
能
、
共
生
不
可
能
な
〈
背
反
〉
と
し
て
現
出
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し

て
、
諸
文
化
が
、
相
互
に
分
離
さ
れ
、
並
置
さ
れ
、
対
立
し
、
背
反
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
分
業
が
「
生
の
病
」

で
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
同
時
に
「
文
化
の
病
」
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。 

 

だ
が
、
ア
ン
リ
の
生
の
現
象
学
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
文
化
は
い
か
に
生
を
捨
象
し
て
理
解
さ
れ
よ
う
と
も
、
決
し
て
生
か
ら

切
り
離
さ
れ
は
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
生
を
否
定
す
る
の
も
ま
た
生
で
あ
り
、
生
は
、
そ
の
自
己
否
定
に
よ
っ
て
、
再
び
強
く
自
己
自
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身
に
結
び
つ
か
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る(C

f. B
, 185-186 / G

P, 269)

。
そ
し
て
ま
た
、
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
生
の
忘
却
に
基
づ
く

文
化
が
生
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
の
も
、
実
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
解
釈
さ
れ
た
文
化
が
、
根
底
に
お
い
て
は
、

依
然
と
し
て
生
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い(M

1, 242-243)

。
し
た
が
っ
て
、
ア
ン
リ
の
生
の
現
象
学
の
立
場
に
立
て
ば
、

文
化
は
、
い
か
に
解
釈
さ
れ
よ
う
と
も
、
〈
生
〉
と
い
う
〈
基
底
〉
か
ら
切
り
離
さ
れ
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
ア
ン
リ
の
思

想
の
う
ち
に
、
多
文
化
共
生
の
可
能
性
の
根
拠
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
個
体
の
生
の
う
ち
に
、
つ
ま
り
、
〈
生
〉

と
同
じ
広
が
り
を
も
つ
個
体
の
生
の
う
ち
に
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。
多
文
化
共
生
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
し
て
、
ア
ン

リ
の
生
の
現
象
学
か
ら
は
、
個
体
の
生
に
立
脚
し
つ
つ
文
化
を
見
る
視
点
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
文
化
を
生
み
出
し
、

ま
た
同
時
に
、
そ
う
し
た
文
化
を
生
き
る
個
体
の
生
に
徹
底
的
に
立
脚
し
た
時
、
多
文
化
共
生
と
い
う
問
題
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
当
然
、
こ
う
し
た
問
い
が
浮
か
ん
で
こ
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
問
い
に
答
え
る

余
裕
は
な
い
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
ま
た
機
会
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。 
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注 （
１
） 

た
と
え
ば
、
ロ
ル
フ
・
キ
ュ
ー
ン
は
、
『
個
体
化
と
文
化
的
生
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
確
か
に
、
ア
ン
リ
に
と
っ
て
、

世
界
の
存
在
論
は
、
現
れ
る
こ
と
の
二
重
性

、
、
、
に
帰
着
す
る
が
、
こ
の
内
在
と
超
越
の
『
異
質
性
』
は
、
内
在
的

、
、
、
〈
生、
〉
が
同
時
に

、
、
、
、
〈
世
界
、
、
〉
の、

生
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
を
排
除
し
は
し
な
い
。
〈
世
界
〉
の
〈
開
在
性
〉
と
、
そ
の
つ
ど
特
殊
化
さ
れ
た
世
界
の
状
況
性
が
根
源
的
情
感
性

に
帰
属
し
、
ま
た
、
こ
の
根
源
的
情
感
性
が
絶
え
ざ
る
自
己
の
増
大
の
情
感
性
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
開
示
さ
れ
た
世
界
は
、
そ

れ
自
身
が
歴
史
的
、
文
化
的
世
界
と
し
て
与
え
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、
ま
さ
に
世
界
と
し
て
与
え
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。
」(R

olf K
ühn, 

Individuation et vie culturelle. Pour une phénom
énologie radicale dans la perspective de M

ichel H
enry, Édition de l'institut supérieur 

de philosophie Louvain-la-N
euve, Peeters, 2012, p. 191) 

（
２
） 

以
下
で
展
開
さ
れ
る
第
一
節
の
議
論
は
、
拙
論
「
文
化
の
誕
生─

ア
ン
リ
の
生
の
現
象
学
の
視
点
か
ら
」
（
『
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
研

究
』
第
四
号
、
二
〇
一
四
年
、
所
収
）
で
展
開
さ
れ
た
議
論
の
一
部
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
上
記
論
文
を
参

照
。 

（
３
） 

C
f. PhV

4, p.34. et Paul A
udi, C

réer. Introduction à l'esth/éthique, V
erdier, 2010, p. 66. 

（
４
） 

ア
ン
リ
は
、
『
マ
ル
ク
ス
』
第
一
巻
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
集
団
的
存
在
、
共
同
的
存
在
、
『
社
会
的
な
も
の
』
に
対
し
て
、

そ
れ
ら
を
構
成
し
て
い
る
諸
々
の
個
体
と
は
独
立
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
つ
ま
り

、
、
、
、
そ
れ
に
固
有
の
存
在
論
的
実
在
に
よ
っ
て
社
会
に
と
っ
て
唯
一
可
能
な
実
在

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
与
え
て
い
る
諸
々
の
個
体
と
は
独
立
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
単
一
で
実
効
的
な
実
体
的
存
在
と
い
う
意
味
で
の
存
在
を
与
え
る
こ
と
、
そ
れ
は
社
会
を
実
体
化

す
る
こ
と
で
あ
り
、
存
在
し
な
い
も
の
を
あ
る
特
定
の
存
在
と
し
て
扱
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
『
そ
れ
は
社
会
を
一
つ
の
人
格
と
し

て
扱
う
こ
と
で
あ
る
』
と
述
べ
て
い
る
。
〈
人
格
と
し
て
の
社
会

、
、
、
、
、
、
、
、
〉
の
排
斥
は
あ
る
厳
密
な
存
在
論
的
意
味
を
持
っ
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
。
そ
れ
は

、
、
、
、
普
遍
、
、
、

全
体
、
、
、
組
織
、
、
、
総
体
、
、
、
構
造
、
、
、
そ
し
て

、
、
、
、
一
般
的
な
る
も
の
の
あ
ら
ゆ
る
様
相
と
あ
ら
ゆ
る
偏
差
が

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
そ
れ
ら
自
身
に
お
い
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ま
た
、
、
、
そ
れ
、
、

ら
自
身
に
よ
っ
て

、
、
、
、
、
、
、
、
実
在
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
対
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
そ
れ
を
き
っ
ぱ
り
と
は
ね
つ
け
る
の
で
あ
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
。
」(M

1, 185) 

（
５
） 

以
下
の
制
度
化
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
ア
ン
リ
が
、『
マ
ル
ク
ス
』
第
一
巻
で
、
マ
ル
ク
ス
の
概
念
を
援
用
し
つ
つ
、「
系
譜
学(généalogie)

」

と
呼
ん
で
い
る
考
察
態
度
を
、
制
度
化
の
問
題
に
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ン
リ
は
、
そ
こ
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
階
級
、
経
済
的
・
社
会

的
諸
規
定
な
ど
が
、
個
体
の
生
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
お
り
、
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
主
義
で
な
く
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
本

意
も
そ
こ
に
あ
っ
た
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。 

（
６
） 

生
の
目
的
論(téléologie vitale / téléologie de la vie)

と
い
う
言
葉
が
、
ア
ン
リ
の
テ
ク
ニ
カ
ル
・
タ
ー
ム
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
『
マ

ル
ク
ス
』
第
二
巻
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
使
用
価
値
を
生
み
出
す
生
産
‐
消
費
と
い
う
生
の
欲
求
の
実
現
の
プ
ロ
セ
ス
が
生
の
目
的
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論
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
生
け
る
個
体
は
、
み
ず
か
ら
の
欲
求
の
充
足
の
た
め
に
、
労
働
を
通
し
て
、
も
の

を
生
産
し
、
生
産
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
を
み
ず
か
ら
消
費
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
生
産
と
消
費
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
生
の
根
本
的
な
欲
求
の

実
現
で
あ
り
、
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
得
ら
れ
た
生
産
物
は
生
の
欲
求
を
満
た
す
使
用
価
値
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
こ
で
も
、
生
の
目
的
論
は
、
生
け
る
個
体
が
自
己
を
超
過
し
、
生
の
世
界
の
う
ち
に
価
値
を
生
み
出
し
、
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
通

し
て
自
己
を
成
長
さ
せ
て
い
く
運
動
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

（
７
） 

M
ichel H

enry, Paroles du C
hrist, Seuil, 2002, p. 123 et R

olf K
ühn, op. cit., p. 9. 

（
８
） 

『
決
定
版 

カ
フ
カ
全
集
』
第
三
巻
「
田
舎
の
婚
礼
準
備
、
父
へ
の
手
紙
」
、
新
潮
社
、
一
九
九
二
年
、
三
一
頁
。 

（
９
） 

周
知
の
よ
う
に
、
ア
ン
リ
の
こ
う
し
た
思
想
は
、
後
に
、
『
我
は
真
理
な
り
』
に
お
い
て
、
「
自
己
触
発
」
の
「
強
い
概
念
」
と
「
弱
い

概
念
」
の
区
別
へ
と
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。M

ichel H
enry, C

'est m
oi la vérité. Pour une philosophie du christianism

e, Seuil, 1996, 
p. 135 sqq. 

（
10
） 

だ
か
ら
こ
そ
、
先
に
論
じ
た
制
度
化
に
お
い
て
、
以
前
の
世
代
の
活
動
の
取
り
上
げ
直
し
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
世
代
間
の
影
響
関

係
は
、
同
時
代
性
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
言
え
る
。 

（
11
） 

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
同
時
代
性
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
『
哲
学
的
断
片 

或
い
は 

一
断
片
の
哲
学
』
第
四
章
「
同
時

代
の
弟
子
の
関
係
」
を
参
照
。
（
『
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
著
作
全
集
』
第
六
巻
、
創
言
社
、
七
四
頁
以
下
。
） 

（
12
） 

前
掲
の
拙
論
「
文
化
の
誕
生
」
を
参
照
。 

（
13
） 

同
論
文
を
参
照
。 

（
14
） 

こ
う
し
た
ア
ン
リ
の
議
論
は
、
『
マ
ル
ク
ス
』
第
一
巻
、
第
五
章
、
第
二
節
「
観
念
の
系
譜
学
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
概

念
」
に
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
ア
ン
リ
は
、
ま
ず
、
社
会
的
・
経
済
的
規
定
だ
け
で
な
く
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
個
体
の
生
に
由
来
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
ア
ン
リ
は
、
個
体
の
生
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
、
た
だ
ち
に
、
実
在
と
非
実
在
と
し
て
対
立
さ
せ
る
の
で
は

な
く
、
「
観
念
の
系
譜
学
」
と
い
う
発
想
に
基
づ
い
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
生
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
あ
く
ま
で
生
に
基
づ
き
、

生
の
本
質
を
保
っ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
生
に
基
づ
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
し
て
、
そ
れ
を
さ
ら
に
表
象
す
る
立
場
が

現
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
概
念
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

概
念
」
に
よ
っ
て
、
本
来
、
生
に
基
づ
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
生
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
そ
れ
だ
け
で
自
立
す
る
も
の
、
実
体
的
に
存
在
す
る
も

の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
延
い
て
は
、
本
来
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
起
源
に
あ
る
生
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
そ
こ
か
ら
由
来
す
る
生
を
、
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。(M

1, 401-435) 
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日
本
哲
学
会
第
七
三
回
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会
（
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〇
一
四
年
六
月
二
八
、
二
九
日
、
北
海
道
大
学
）
に
お
い
て
口
頭
で
発
表
し
た
原
稿
に
若
干

の
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
研
究
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究 (

Ｃ)(

課
題
番
号25370039)

、
お
よ
び
、
科
学
研
究
費

補
助
金
基
盤
研
究 (

Ｂ)(

課
題
番
号26284007

の
助
成
を
う
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 

 


