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思
想
に
値
段
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
あ
る
思
想
の
値

段
は
高
く
、
あ
る
思
想
の
値
段
は
安
い
。
さ
て
思
想
の
代
金
は
、
な

に
に
よ
っ
て
支
払
う
の
か
。
勇
気
に
よ
っ
て
、
と
わ
た
し
は
思
っ
て

い
る
。

―
―
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

一
．
暴
力
の
根
源
性

　
本
稿
の
目
的
は
、
ス
ポ
ー
ツ
と
学
校
教
育
に
お
け
る
体
罰
・
暴
力
（
2
）

の
解
決
に
資
す
る
よ
う
な
視
座
の
獲
得
及
び
方
途
の
考
案
な
の
だ
が
、

シ
オ
ラ
ン
（E

m
il C

ioran, 1911

～1995

）
は
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て

い
る
。

　
人
間
関
係
が
か
く
も
む
ず
か
し
い
の
は
、
そ
も
そ
も
人
間
は

た
が
い
に
殴
り
あ
う
た
め
に
創
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
「
関
係

　rapports 

」
な
ど
を
築
く
よ
う
に
は
出
来
て
い
な
い
か
ら
だ
（
3
）

。

　
こ
の
箴
言
は
、
本
稿
の
目
的
を
根
底
か
ら
覆
す
よ
う
な
人
間
観
を
突

き
つ
け
て
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
問
題
の
解
決
を
諦
め

る
ほ
ど
シ
オ
ラ
ン
に
影
響
さ
れ
て
し
ま
う
必
要
は
な
い
。
だ
が
し
か

し
、
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
「
暴
力
の
根
源
性
」
に
は
目
を
向
け
る
必

要
が
あ
る
。

　
体
罰
・
暴
力
が
看
過
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
議
論
の
余
地
は

無
く
、
解
決
や
予
防
の
た
め
の
取
り
組
み
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
、
実
際
に
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
既
に
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
し
ば
し
ば
目
に
す
る
「
根
絶
」
と
い
う
表
現
の
な
か
で
は
、「
暴
力

の
根
源
性
」
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
。「
根
絶
」
と
い
う
表
現
に
込
め
ら

れ
た
「
想
い
」
ま
で
を
も
筆
者
は
軽
ん
じ
る
つ
も
り
は
な
い
が
、原
理

的
に
考
え
れ
ば
、「
根
絶
」
は
人
間
関
係
を
抹
消
さ
せ
る
こ
と
で
し
か

あ
り
え
な
い
以
上
、
そ
の
点
に
は
慎
重
に
注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
の
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で
あ
る
。
人
間
関
係
が
あ
る
限
り
「
根
絶
」
は
あ
り
え
な
い
（
4
）
。
見

落
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
暴
力
の
真
相
で
あ
る
（
5
）
。

　
解
決
に
向
け
た
姿
勢
が
極
端
化
し
た
場
合
、
「
な
ぜ
暴
力
は
起
き
る

の
か
」
と
い
う
本
質
的
な
問
い
が
暗
黙
に
傍
ら
に
置
か
れ
て
し
ま
う
き

ら
い
が
あ
る
。
他
の
行
為
と
比
較
し
た
と
き
、
暴
力
は
た
し
か
に
深
刻

な
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
そ
の
こ
と
と
、
暴
力
の
本
質
理
解
が
疎
か

に
な
る
こ
と
が
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
に
さ
れ
て
は
い
け
な
い
。
問
題
の
解

決
を
目
指
す
こ
と
そ
れ
自
体
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
全
く
な
い
が
、

今
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、
暴
力
の
本
質
理
解
が
蔑
ろ
に
さ
れ
て
し

ま
う
と
、
暴
力
に
力
強
く
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
い
う
「
暴
力
の
本
質
理
解
」
と
は
、「
人
間
は
暴
力
的
な
存

在
で
あ
る
」
と
い
う
徹
底
し
た
認
識
か
ら
出
発
し
、
暴
力
の
発
生
機
序

を
冷
厳
に
分
析
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
暴
力
は
人
間
の
行
為
に
他
な

ら
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
直
視
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、「
そ
う
い
う
理
屈
」
と
し
て
淡
白
に
な
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、「
時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
自
分
も
暴
力
的
に
な
り
う

る
」
と
い
っ
た
自
己
の
暴
力
性
の
省
察
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
暴
力
へ
の
共
感
的
理
解

0

0

0

0

0

に
つ
な
が
る
か
ら
だ
。

 

「
暴
力
へ
の
共
感
」
…
？
「
必
要
で
あ
る
」
と
こ
こ
で
は
言
っ
て
お
き

た
い
。
暴
力
へ
の
共
感
、
あ
る
い
は
実
感
が
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
な
け

れ
ば
暴
力
の
本
質
を
究
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
6
）

。
暴
力
が
身
体
と

い
う
場
で
発
現
す
る
以
上
、
ま
た
、
他
者
の
身
体
に
は
共
感
さ
え
で
き
て

も
、
そ
れ
を
完
全
に
は
知
り
え
な
い
の
だ
か
ら
、
自
己
の
暴
力
性
に
気
づ

き
、
内
省
す
る
以
外
に
暴
力
の
本
質
を
追
究
す
る
途
は
じ
つ
は
無
い
の

で
あ
る
。
暴
力
を
自
分
と
は
無
縁
な
も
の
と
し
て
対
象
化
す
る
の
で
は
な

く
、
自
己
の
暴
力
性
の
覚
知
に
も
と
づ
き
、
自
己
の
身
体
を
通
じ
て

0

0

0

0

0

0

言
語

化
に
挑
む
こ
と
が
暴
力
の
本
質
究
明
に
は
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
7
）

。

　
二
〇
一
二
年
の
大
阪
桜
宮
高
校
の
事
件
以
降
、
短
絡
的
な
批
判
（
と

も
言
え
な
い
よ
う
な
非
難
）
は
少
な
く
な
っ
た
よ
う
に
思
う
が
、
ま
ず

冒
頭
で
事
件
の
悲
惨
さ
が
強
調
さ
れ
、「
な
ぜ
起
き
る
の
か
」
と
い
う
こ

と
よ
り
も
、
体
罰
を
批
判
・
非
難
す
る
た
め
に
、
従
来
か
ら
言
わ
れ
て

き
た
よ
う
な
指
摘
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
研
究
は
依
然
と
し
て
少
な
く

な
い
。
問
題
・
事
件
が
起
き
た
以
上
、
そ
の
よ
う
に
し
て
体
罰
・
暴
力

を
扱
う
こ
と
は
或
る
意
味
で
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、「
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
」
と
い
う
当
為
は
、「
実
際
に
暴
力
が
起
き
て
い
る
」
と
い
う

実
在
と
は
異
な
る
。「
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
ば
か
り
強
調
し
た
い

人
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
不
都
合
な
事
実
だ
ろ
う
。
だ
が
、
実
在
を
ま
ず

究
明
し
な
け
れ
ば
当
為
は
ピ
ン
ト
を
外
し
て
し
ま
う
。
実
在
の
理
解
を

足
場
に
し
な
け
れ
ば
、
当
為
は
実
在
に
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
る
。

　
暴
力
の
実
在
を
分
析
・
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
人
間
が
暴

力
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
厳
し
い
現
実
か
ら
出
発
す
る
必
要
が
あ
る
。

暴
力
の
解
決
を
目
指
す
こ
と
そ
れ
自
体
は
市
民
的
態
度
と
し
て
然
る
べ

き
も
の
だ
が
、
「
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
見
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
疑
念
を
、
筆
者
は
多
く
の
言
論
や
研
究

に
対
し
て
拭
い
さ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
暴
力
を
め
ぐ
る
そ
の
よ
う
な

言
論
状
況
は
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

 

『
暴
力
の
人
類
史
』（

8
）

で
、
ピ
ン
カ
ー
（Steven Pinker, 1954

～
）
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が
暴
力
の
歴
史
を
描
い
て
い
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
暴
力
の
歴
史

と
は
、
暴
力
の
減
少
の
歴
史
で
あ
る
。
ピ
ン
カ
ー
は
、
ホ
メ
ロ
ス
の
時

代
の
暴
力
風
景
の
描
写
や
統
計
デ
ー
タ
等
の
証
拠
を
駆
使
し
て
暴
力
の
減

少
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」
と
し
て
の
統
治

機
構
の
出
現
、
マ
ナ
ー
・
エ
チ
ケ
ッ
ト
の
発
達
、
婚
姻
制
度
、
重
商
主
義

等
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
長
い
歳
月
の
間

に
暴
力
は
減
少
し
、
今
日
、
私
た
ち
は
人
類
が
地
上
に
出
現
し
て
以
来
、

最
も
平
和
な
時
代
に
暮
ら
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ず
、
暴
力
が
現
象
傾
向

に
あ
る
こ
と
自
体
は
間
違
い
な
く
、
こ
れ
は
数
千
年
単
位
で
も
数
十
年
単

位
で
も
、
ま
た
戦
争
か
ら
子
ど
も
の
体
罰
に
い
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の

暴
力
に
つ
い
て
も
見
て
取
れ
る
傾
向
な
の
だ
、
と
い
う
（
9
）

。
そ
う
し
た

見
解
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
ピ
ン
カ
ー
は
暴
力
へ
の
偏
狭
な
見
方
を
次

の
よ
う
に
揶
揄
し
て
い
る
。

　
左
派
の
「
批
判
理
論
」
の
思
想
家
た
ち
は
、
二
〇
世
紀
の
惨
劇
を

引
き
起
こ
し
た
責
任
は
啓
蒙
主
義
に
あ
る
と
主
張
し
、
バ
チ
カ
ン
の

保
守
派
神
学
者
や
ア
メ
リ
カ
の
右
派
知
識
人
は
啓
蒙
主
義
に
お
け
る

寛
大
な
世
俗
主
義
を
排
し
て
、
中
世
カ
ト
リ
ッ
ク
思
想
の
「
道
徳
的

明
確
さ
」
を
復
活
さ
せ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
は
穏
健
な

世
俗
主
義
の
論
者
た
ち
も
、
啓
蒙
主
義
を
さ
な
が
ら
「
ナ
ー
ズ
の
復

讐
」
（
体
育
会
系
の
学
生
に
い
じ
め
ら
れ
た
ガ
リ
勉
の
新
入
生
た
ち

が
復
讐
を
果
た
す
と
い
う
内
容
の
映
画
タ
イ
ト
ル
）
の
よ
う
な
も
の

だ
と
非
難
す
る
―
啓
蒙
主
義
者
は
、
人
類
を
と
が
っ
た
耳
を
し
た
理

性
的
な
生
き
物
だ
と
頭
か
ら
信
じ
込
ん
で
い
る
お
め
で
た
い
や
つ
ら

だ
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
う
し
た
広
大
な
健
忘
症
や
忘
恩
が
成
り
立
つ

の
は
、
（
…
）
過
ぎ
し
日
の
残
虐
行
為
の
背
後
に
あ
る
現
実
が
歳
月

と
と
も
に
記
憶
の
彼
方
へ
と
押
し
流
さ
れ
、
毒
気
を
抜
か
れ
た
慣
用

句
や
シ
ン
ボ
ル
の
な
か
に
し
か
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
な
い
こ
と
に
よ

る
。
本
章
の
冒
頭
の
記
述
が
い
さ
さ
か
ど
ぎ
つ
か
っ
た
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
読
者
に
、
啓
蒙
主
義
に
よ
っ
て
終
止
符
を
打
た
れ
た
現
実
を

思
い
起
こ
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
10
）

。

　
ピ
ン
カ
ー
の
「
ど
ぎ
つ
い
記
述
」
と
は
、
中
世
お
よ
び
近
代
初
期

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
拷
問
の
様
子
に
つ
い
て
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
筆
者

は
ピ
ン
カ
ー
に
つ
ら
れ
て
、
「
冒
頭
の
シ
オ
ラ
ン
か
ら
の
引
用
が
い
さ

さ
か
ど
ぎ
つ
か
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
読
者
に
、
己
の
善
性
を
疑
わ

な
い
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
評
論
家
、
ス
ポ
ー
ツ
や
体
育
（
教
育
）
の
研

究
者
た
ち
に
よ
っ
て
甘
く
見
ら
れ
て
い
る
暴
力
の
現
実
を
思
い
起
こ
し

て
い
た
だ
く
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
で
も
言
い
た
い
衝
動
に
駆
ら

れ
る
。
「
教
育
に
暴
力
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
「
愛
の
鞭
は
要
ら
な

い
」
「
科
学
を
用
い
れ
ば
暴
力
は
起
き
な
い
」
等
の
一
面
的
な
指
摘
の

背
後
に
、
暴
力
を
対
象
化
し
、
対
立
す
る
な
ん
ら
か
の
価
値
基
準
を
一

方
的
に
立
て
、
そ
こ
か
ら
断
定
的
に
非
難
し
よ
う
と
す
る
短
絡
さ
が
感

じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
こ
こ
で
は
ピ
ン
カ
ー
か
ら
距
離
を
取
っ
て
微
妙
な
問
題

を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
体
罰
の
発
生
件
数
は
、
平
成
二
四
年
度
以
降
、
減
少
傾
向
に
あ
る

が
、「
訓
告
等
を
含
め
た
懲
戒
処
分
等
」
の
件
数
に
注
目
す
る
と
、
同
年
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度
の
件
数
は
二
二
五
三
で
あ
り
、
前
年
の
四
〇
四
と
比
べ
て
異
様
に
増

加
し
て
い
る
（
11
）

。
平
成
二
五
年
度
の
発
生
件
数
は
四
一
七
五
で
あ
り
、

平
成
二
四
年
度
の
六
七
二
一
よ
り
減
少
し
て
い
る
が
、
「
訓
告
等
を
含

め
た
懲
戒
処
分
等
」
の
件
数
は
三
九
五
三
で
あ
り
、
前
年
の
平
成
二
四

年
度
を
上
回
っ
て
い
る
。
発
生
件
数
が
は
じ
め
て
一
〇
〇
〇
を
下
回
っ

た
平
成
二
七
年
度
以
降
は
、
発
生
件
数
・
処
分
件
数
と
も
に
、
現
在
に

至
る
ま
で
緩
や
か
な
減
少
傾
向
に
あ
る
。
こ
う
し
た
調
査
結
果
の
変
動

に
は
、
二
〇
一
三
年
に
文
部
科
学
省
が
体
罰
の
実
態
調
査
の
徹
底
を
通

知
し
た
こ
と
の
影
響
が
大
き
い
。
そ
れ
は
大
阪
桜
宮
高
校
の
事
件
を
受

け
て
発
生
し
た
動
き
だ
っ
た
。
平
成
二
四
年
度
の
発
生
件
数
・
処
分
件

数
の
両
方
の
突
然
の
激
増
は
、
そ
の
影
響
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
で

は
、
そ
の
後
の
緩
や
か
な
減
少
傾
向
は
、
桜
宮
高
校
の
事
件
が
き
っ
か

け
と
な
り
、
実
際
に
体
罰
の
発
生
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
願
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
れ
が
表
面
的
な

ム
ー
ド
に
過
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
無
邪
気
に
喜
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

そ
も
そ
も
調
査
の
徹
底
や
そ
れ
へ
の
誠
実
な
回
答
意
欲
が
継
続
し
て
い

る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
体
罰
そ
の
も

の
を
ど
う
考
え
る
か
」
「
ど
こ
ま
で
を
問
題
と
感
じ
る
の
か
」
と
い
っ

た
認
識
枠
組
や
感
覚
の
変
化
も
無
関
係
で
は
な
く
、
認
知
件
数
と
実
際

の
問
題
状
況
は
位
相
を
異
に
し
て
い
る
と
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

　
ピ
ン
カ
ー
が
示
す
暴
力
の
歴
史
は
、
ホ
メ
ロ
ス
の
時
代
か
ら
現
代
に

ま
で
至
る
非
常
に
長
い
ス
パ
ン
で
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

が
暴
力
の
減
少
の
歴
史
的
傾
向
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ

れ
か
ら
も
暴
力
が
順
調
に
減
少
す
る
と
い
う
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
全
く
な
い
。
ピ
ン
カ
ー
も
、
「
減
少
は
な
だ
ら
か
に
起
き
た

わ
け
で
は
な
い
」
（
12
）

と
し
て
い
る
。

　
私
た
ち
の
暴
力
の
体
験
は
ま
ず
は
現
実
的
な
さ
し
迫
っ
た
も
の
と
し

て
あ
る
が
、
そ
れ
が
暴
力
の
人
類
史
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ

る
の
か
は
、
予
想
は
で
き
た
と
し
て
も
、
今
現
在
に
生
き
る
私
た
ち
に

は
わ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
暴
力
に
対
し
て
私
た
ち
が
為
す
べ
き
こ
と

は
、
暴
力
の
現
実
を
考
え
、
立
ち
向
か
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
努

力
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
も
ま
た
、
暴
力
が
人
間
の
本
性
で
あ
る
こ
と

同
じ
よ
う
に
私
た
ち
人
間
の
本
性
で
あ
る
だ
ろ
う
。
暴
力
の
減
少
の
歴

史
は
暴
力
と
の
格
闘
の
歴
史
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
目
の
前
で
起
き
る

暴
力
と
い
う
深
刻
な
現
実
に
私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
も
立
ち
向
か
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。

　
暴
力
に
先
立
っ
て
法
や
非
暴
力
の
思
想
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

逆
で
あ
る
。
歴
史
を
見
れ
ば
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
先
人
た
ち
の
格

闘
と
労
苦
の
結
晶
と
し
て
の
法
や
倫
理
に
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
す
る
か
の
よ

う
な
仕
方
で
暴
力
を
糾
弾
す
る
の
は
な
ん
と
容
易
い
こ
と
か
。
そ
う
し

た
仕
方
・
態
度
は
、
人
類
が
暴
力
と
格
闘
し
て
き
た
熾
烈
な
歴
史
と
現

在
の
暴
力
の
状
況
を
じ
つ
は
軽
く
見
て
い
る
。
だ
か
ら
、
歴
史
的
恩
恵

に
よ
っ
て
暴
力
を
日
常
的
に
ひ
と
ま
ず
忘
れ
て
過
ご
す
こ
と
が
で
き
て

い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
（
13
）
、
暴
力
に
力
強
く
立
ち
向
か
う
た
め
に
は
、

冒
頭
の
シ
オ
ラ
ン
の
よ
う
な
人
間
観
を
受
け
と
め
る
こ
と
か
ら
の
出
発

が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
暴
力
の
現
在
が
歴
史
的
に
ど
う
い
う
位
置

に
あ
る
か
は
歴
史
に
委
ね
る
ほ
か
な
く
、
か
と
い
っ
て
、
今
後
も
暴
力

が
減
少
し
て
い
く
保
証
も
ど
こ
に
も
無
い
の
だ
か
ら
（
14
）

、
私
た
ち
に
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今
で
き
る
こ
と
は
、「
人
間
は
暴
力
的
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
徹
底
し
た

認
識
に
も
と
づ
い
て
考
え
、
実
際
に
暴
力
に
向
き
合
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
私
た
ち
の
、
私
た
ち
自
身
に
よ
る
、
私
た
ち
の
た
め
の
私
た

ち
人
間
の
本
性
＝
暴
力
性
と
の
闘
い
で
あ
る
。

二
．
暴
力
の
社
会
哲
学

　
さ
て
、
で
は
、
ど
う
や
っ
て
考
え
る
の
か
。
こ
こ
で
は
、
筆
者
が
掲

げ
て
き
た
「
暴
力
の
社
会
哲
学
」
と
い
う
暴
力
研
究
の
一
つ
の
あ
り
方

を
ま
ず
振
り
返
っ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
人
間
関
係
や
集
団
、
そ
し
て

そ
れ
ら
が
展
開
さ
れ
て
い
る
場
が
根
源
的
に
含
み
も
っ
て
い
る
「
暴
力

性
」
へ
の
着
目
か
ら
、
暴
力
の
発
生
や
温
存
の
人
間
学
的
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
体
罰
・
暴
力
が
問
題
に
さ
れ
る
と
き
、「
体
罰
と
暴
力
の
定
義
の
区

別
を
す
る
必
要
が
あ
る
」「
ど
こ
か
ら
が
暴
力
で
ど
こ
ま
で
が
体
罰
な

の
か
」
と
い
う
議
論

0

0

が
ほ
と
ん
ど
必
ず
出
て
く
る
。
そ
こ
で
は
、
概
念

（
言
葉
）
の
定
義
・
整
理
の
重
要
性
が
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
る
。
そ
こ

で
意
味
さ
れ
て
い
る
の
は
、
多
く
の
場
合
、「
体
罰
・
暴
力
は
深
刻
な

問
題
で
あ
り
、
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
概
念
（
言
葉
）
を
整
理
し
、
然
る

べ
き
定
義
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
で
、
厳
し
い
取
り
締
ま
り
が
可
能
と
な

り
、
問
題
の
解
決
に
資
す
る
」
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
そ
れ
は
体
罰
だ
か
ら
／
暴
力
だ
か
ら
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
仕
方
で

明
確
な
「
ノ
ー
」
を
訴
え
た
い
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
加
害

者
」
を
ど
う
罰
し
、「
被
害
者
」
を
ど
う
救
う
の
か
と
い
う
議
論
に
も

つ
な
が
っ
て
い
く
（
15
）

。

　
た
し
か
に
、
概
念
（
言
葉
）
の
定
義
・
整
理
が
曖
昧
な
ま
ま
で
は
共

通
認
識
が
得
ら
れ
ず
、
体
罰
・
暴
力
に
限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
生

活
に
支
障
を
き
た
す
。
そ
の
意
味
で
、
概
念
（
言
葉
）
の
定
義
・
整
理

の
問
題
、
処
分
や
法
の
あ
り
方
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
正
当

な
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
既
に
そ
う
し
た
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
長
年
に
わ
た
っ
て
問
題
が
発
生
し
続
け
て
い
る
現
実
は
、

概
念
（
言
葉
）
の
定
義
・
整
理
や
法
の
問
題
と
し
て
体
罰
・
暴
力
を
捉

え
る
だ
け

0

0

で
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
16
）

。

　
も
っ
と
も
、
概
念（
言
葉
）の
レ
ベ
ル
に
こ
だ
わ
る
人
々
は
、
「
ま
だ

適
切
な
定
義
・
整
理
が
な
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
だ
」
と
言
う
か
も
し
れ

な
い
（
17
）

。
し
か
し
、
ど
れ
ほ
ど
厳
密
な
概
念
定
義
で
あ
っ
て
も
、
そ

れ
は
概
念
以
上
の
も
の
、
つ
ま
り
、
そ
の
対
象
＝
指
示
し
て
い
る
と
こ

ろ
の
も
の
＝
複
雑
な
現
実
と
の
関
係
に
お
い
て
構
築
・
使
用
さ
れ
る
の

だ
か
ら
（
18
）

、
概
念（
言
葉
）の
定
義
・
整
理
だ
け
で
人
間
の
行
為
や
社

会
を
統
制
し
よ
う
と
考
え
る
の
は
現
実
的
で
は
な
く
、
実
際
に
も
不
可

能
で
あ
る
。
概
念（
言
葉
）の
問
題
と
し
て
だ
け

0

0

人
間
の
行
為
や
複
雑
な

社
会
現
実
に
整
理
を
与
え
、
統
制
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
究

極
に
は
現
実
の
複
雑
性
を
徹
底
的
に
消
滅
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
最
た
る
暴
力
で
あ
る
（
19
）

。
ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル

ス
（B

ernhard W
aldenfels, 1934

～
）
で
あ
れ
ば
、
「
暴
力
の
特
殊

形
態
」
と
し
て
指
摘
す
る
だ
ろ
う
（
20
）

。

　
こ
れ
ま
で
の
体
罰
・
暴
力
研
究
の
問
題
性
を
以
上
の
よ
う
に
捉
え
た
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う
え
で
、
筆
者
は
「
暴
力
の
社
会
哲
学
」
と
い
う
自
身
の
研
究
上
の
視

座
を
標
榜
し
た
（
21
）

。
「
暴
力
の
社
会
哲
学
」
は
、
暴
力
を
天
か
ら
降

り
か
か
っ
て
来
る
災
い
か
の
よ
う
に
嘆
く
の
で
は
な
く
、
本
質
的
・
根

源
的
に
暴
力
的
存
在
で
あ
る
人
間
が
、
他
者
と
の
関
係
の
中
で
ど
の
よ

う
に
暴
力
を
ひ
き
起
こ
す
の
か
を
探
究
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
採
っ
た
重
要
な
戦
略
は
、
「
暴
力
」
と
「
暴
力
性
」
と
い
う
区
別
を

設
け
た
こ
と
で
あ
る
。
「
暴
力
」
と
は
、
物
理
的
に
人
に
危
害
を
加
え

る
具
体
的
な
力
で
あ
り
、
「
暴
力
性
」
と
は
、
暴
力
の
現
出
の
基
盤
に

あ
り
、
見
え
な
い
レ
ベ
ル
で
人
間
関
係
に
或
る
種
の
ひ
ず
み
を
生
み
出

す
状
況
、
あ
る
い
は
、
暴
力
の
発
生
を
可
能
的
に
は
ら
ん
で
い
る
あ
ら

ゆ
る
社
会
的
状
況
の
こ
と
、
と
定
義
し
た
。
「
暴
力
の
社
会
哲
学
」
は

「
暴
力
性
」
へ
の
着
目
を
重
視
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
可
視
的
な
暴

力
現
象
に
一
喜
一
憂
す
る
の
で
は
な
く
、
暴
力
現
象
の
根
源
・
基
盤
に

目
を
向
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

 

「
暴
力
性
」
の
場
と
し
て
の
ス
ポ
ー
ツ
と
学
校
。
そ
の
磁
場
を
生
み

出
す
ス
ポ
ー
ツ
指
導
と
教
育
と
い
う
営
み
。
こ
の
暴
力
性
の
磁
場
を

規
定
し
て
い
る
要
因
と
し
て
着
目
し
た
の
が
、
「
何
ら
か
の
目
的
に

向
か
っ
て
人
間
関
係
の
充
実
が
否
応
な
く
求
め
ら
れ
る
」
と
い
う
構
造

で
あ
る
。
こ
の
構
造
の
中
で
生
き
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
状

況
が
、
体
罰
・
暴
力
の
根
源
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
体
罰
・
暴
力
を

単
な
る
逸
脱
現
象
と
し
て
性
急
に
ラ
ベ
リ
ン
グ
し
て
し
ま
う
の
で
は
な

く
、
そ
の
問
題
の
長
い
歴
史
を
踏
ま
え
、
ス
ポ
ー
ツ
指
導
や
学
校
教
育

と
い
う
場
や
営
み
と
根
元
的
な
次
元
で
強
く
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
見
方
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
ス
ポ
ー
ツ
や
学
校
教

育
の
何
が
指
導
者
―
選
手
関
係
、
教
師
―
生
徒
関
係
に
ど
の
よ
う
に
影

響
し
、
暴
力
性
を
促
し
、
体
罰
・
暴
力
の
発
生
を
規
定
し
て
い
る
の

か
。
こ
う
し
た
問
い
が
「
暴
力
の
社
会
哲
学
」
の
出
発
点
で
あ
る
。

三
．
指
導
者
―
選
手
関
係
、
教
師
―
生
徒
関
係
の
暴
力
性

　
　
―
―
体
罰
・
暴
力
の
根
源
（
22
） 

　
体
罰
・
暴
力
が
特
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
運
動
部
活
動
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
ス
ポ
ー
ツ（
指
導
）と
教
育
が
交
わ
る
独
特
な
空
間
で
あ

る
（
23
）

。
そ
の
こ
と
は
暴
力
性
の
亢
進
に
強
く
関
与
し
て
い
る
（
24
）

。

　
運
動
部
活
動
は
ス
ポ
ー
ツ
を
行
う
以
上
、
「
勝
利
」
と
い
う
明
確
な

目
的
に
向
か
う
営
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
教
師
・
指
導
者
や
生
徒
・
選

手
が
「
い
い
教
師
・
指
導
者
」
「
い
い
生
徒
・
選
手
」
に
向
か
っ
て

日
々
の
活
動
を
頑
張
っ
て
い
く
た
め
の
存
在
論
的
な
作
用
と
し
て
も
機

能
す
る
。
し
か
し
こ
の
作
用
に
は
、
人
間
を
常
に
不
完
全
な
存
在

0

0

0

0

0

0

と
し

て
扱
う
暴
力
性
も
同
時
に
含
ま
れ
て
い
る
。
「
い
い
教
師
・
指
導
者
」

「
い
い
生
徒
・
選
手
」
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
は
「
今
の
ま
ま
で
は
だ

め
」
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
運
動
部
活
動
と
い

う
空
間
の
中
で
は
、
「
自
己
規
律
的
な
主
体
」
で
あ
る
教
師
・
指
導
者

と
生
徒
・
選
手
が
、
自
分
自
身
を
自
ら
律
し
な
が
ら
、
日
々
指
導
力
や

技
能
の
向
上
に
努
め
、
厳
し
い
練
習
を
課
し
、
そ
れ
に
耐
え
て
い
く
。

そ
の
あ
り
方
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
側
面
は
、
諦
め
ず
に
頑
張
っ
て
い
く

心
性
で
あ
り
う
る
が
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
面
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
教

師
・
指
導
者
で
は
体
罰
・
暴
力
を
行
う
心
性
に
、
生
徒
・
選
手
で
は
体
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罰
・
暴
力
を
甘
受
す
る
心
性
に
つ
な
が
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。

 
「
自
己
規
律
的
な
主
体
」
と
は
、
自
己
へ
の
反
省
性
と
し
て
の
「
良

心
」
を
持
つ
主
体
で
あ
る
。
自
己
規
律
的
主
体
と
し
て
の
生
徒
・
選
手

は
、
「
良
心
」
に
も
と
づ
き
、
自
分
自
身
を
或
る
意
味
で
は
罰
し
な
が

ら
、
「
い
い
生
徒
・
選
手
」
に
向
か
っ
て
自
己
を
形
成
し
て
い
く
。

そ
こ
で
は
、
日
常
生
活
で
は
経
験
し
な
い
よ
う
な
「
苦
痛
」
が
、
自
分

自
身
を
形
成
す
る
た
め
の
「
快
」
に
錯
覚
的
に
変
換
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
も
し
「
良
心
」
が
強
く
働
い
て
い
る
段
階
で
、
教
師
・
指
導
者

か
ら
体
罰
・
暴
力
が
く
わ
え
ら
れ
た
場
合
、
生
徒
・
選
手
は
そ
の
苦
痛

を
自
己
形
成
の
た
め
の
快
に
変
換
す
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
。
外
側

か
ら
見
れ
ば
そ
れ
は
非
道
な
事
態
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
運
動
部

活
動
と
い
う
空
間
で
懸
命
に
生
き
て
い
る
生
徒
・
選
手
に
と
っ
て
は
真

剣
・
深
刻
な
努
力
で
す
ら
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
い
い
生
徒
・
選
手
」
、

そ
の
先
に
あ
る
「
勝
利
」
に
向
か
っ
て
い
く
た
め
に
乗
り
越
え
ら
れ
る

べ
き
苦
痛
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
一
方
、
教
師
・
指
導
者
も
「
い
い
教
師
・
指
導
者
」
に
な
ろ
う
と

し
、
理
想
の
教
師
・
指
導
者
像
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
指
導
や
教
育
の

反
省
・
改
善
に
取
り
組
み
つ
つ
、
生
徒
・
選
手
に
日
々
働
き
か
け
る
。

そ
れ
も
教
師
・
指
導
者
と
し
て
当
然
求
め
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、
或
る
時

点
か
ら
暴
力
性
を
高
め
始
め
る
。

　
教
師
・
指
導
者
の
理
想
像
は
、
生
徒
・
選
手
と
の
関
係
を
無
視
で
き

な
い
。
教
師
・
指
導
者
と
い
う
存
在
は
、
生
徒
・
選
手
と
い
う
存
在
と

相
互
依
存
的
な
関
係
に
あ
り
、
生
徒
・
選
手
に
慕
わ
れ
て
い
な
い
教

師
・
指
導
者
像
は
理
想
的
な
像
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
だ
。
生
徒
・
選

手
に
慕
わ
れ
た
り
尊
敬
さ
れ
た
り
し
て
い
る
自
分
の
姿
が
、
し
た
が
っ

て
理
想
像
と
し
て
措
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
徒
・
選
手
た

ち
の
こ
と
を
過
剰
に
配
慮
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
理
想
像
は
全
て
の
生

徒
・
選
手
を
気
づ
か
う
こ
と
で
ど
ん
ど
ん
膨
れ
上
が
っ
て
い
っ
て
し
ま

う
。
肥
大
化
し
た
こ
の
理
想
像
は
、
バ
ラ
ン
ス
を
崩
さ
ぬ
よ
う
あ
ら
ゆ

る
危
機
か
ら
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
育
・
指
導
に
対
す
る
生

徒
・
選
手
の
不
徹
底
や
不
満
。
あ
る
い
は
部
の
成
績
不
振
。
こ
れ
ら
は

理
想
像
の
危
機
で
あ
る
。
し
か
し
肥
大
化
し
た
理
想
像
は
も
は
や
修
正

不
可
能
な
ほ
ど
に
膨
れ
上
が
っ
て
お
り
、
か
と
い
っ
て
「
理
想
」
像
で

あ
る
以
上
、
放
棄
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
教
師
・
指
導
者
に
は
、
理

想
像
と
あ
わ
な
い
現
実
を
否
定
す
る
し
か
な
く
な
る
。
そ
の
と
き
に
体

罰
・
暴
力
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
暴
力
的
な
振
る

舞
い
は
或
る
種
の
教
師
・
指
導
者
ら
し
さ
と
し
て
表
象
さ
れ
る
風
土
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
体
罰
・
暴
力
を
行
う
教
師
・
指
導
者
は

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
教
師
性
・
指
導
者
性
を
回
復
し
よ

う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
．
身
体
感
性
論
（so

m
aethetics

）
へ

　
体
罰
・
暴
力
の
現
実
と
そ
の
根
源
と
し
て
の
暴
力
性
。
そ
れ
ら
は

単
な
る
逸
脱
現
象
・
異
常
事
態
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
ス
ポ
ー
ツ
（
指

導
）
や
学
校
教
育
と
い
う
場
、
及
び
、
そ
こ
で
形
成
・
展
開
さ
れ
る
人

間
関
係
の
構
造
や
求
め
ら
れ
る
理
念
・
価
値
と
表
裏
一
体
の
関
係
に

あ
る
。
体
罰
・
暴
力
の
長
い
歴
史
は
、
そ
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
だ
ろ
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う
。
体
罰
・
暴
力
が
発
生
す
る
よ
う
な
場
の
構
造
が
存
在
し
て
い
る
か

ら
い
つ
ま
で
も
発
生
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
当
為
で
は
な
く
実
在
で

あ
り
、
だ
か
ら
、
私
た
ち
の
「
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
は
裏
切
り
続
け

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
理
解
は
終
点
で
は
な
く
出
発
点
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら

は
、「
ど
う
す
れ
ば
暴
力
は
な
く
な
る
か
」
で
は
な
く
、「
ど
う
す
れ
ば

暴
力
（
性
）
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
か
」
「
い
か
に
暴
力
（
性
）
に

向
き
合
い
続
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
発
想
へ
の
転
換

が
求
め
ら
れ
る
。
人
間
が
存
在
す
る
以
上
、
暴
力
（
性
）
も
存
在
し
続

け
る
の
だ
か
ら
、
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
「
向
き
合
い
続
け
る
」
と
い
う

発
想
や
そ
れ
に
も
と
づ
く
対
策
と
実
践
に
よ
っ
て
も
暴
力
を
完
璧
に
抑

え
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
暴
力
の
根
源
性
を
理
解
し
た
私
た

ち
は
「
ど
こ
に
危
険
が
あ
る
の
か
」
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ

ば
、
危
険
を
避
け
る
た
め
の
ブ
レ
ー
キ
と
な
る
よ
う
な
方
策
や
実
践
を

考
え
る
こ
と
は
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
か
ら
議
論
す
べ

き
は
暴
力
の
否
定
で
は
な
く
、
そ
の
政
治
学
で
あ
る
。

　
さ
て
、
場
の
影
響
や
人
間
関
係
に
お
い
て
暴
力
（
性
）
を
考
え
る
と

き
、
「
暴
力
の
社
会
哲
学
」
で
は
精
神
分
析
学
を
参
照
し
た
の
だ
が
、
そ

の
こ
と
は
暴
力
（
性
）
の
問
題
が
意
識
的
な
レ
ベ
ル
だ
け
で
は
な
く
無
意

識
的
な
レ
ベ
ル
、
つ
ま
り
身
体
（
性
）
に
も
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
暴
力
が
発
生
す
る
の
は
身
体
と
い
う
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
暴
力
に
係
る
身
体
を
い
か
に
変
容
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
の
か
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
そ
こ
で
こ
こ
か
ら
は
、
「
身
体
感

性
論
」
に
着
目
し
、
暴
力
（
性
）
へ
の
向
き
合
い
方
を
考
え
て
み
た
い
。

 

「
身
体
感
性
論
（som

aesth
etics

）
」
と
は
、
シ
ュ
ス
タ
ー

マ
ン
（R

ichard Shusterm
an, 1949

～
）
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ

た
「
経
験
と
身
体
の
使
用
に
つ
い
て
の
批
判
的
、
改
良
主
義
的

（am
eliorative

）
研
究
」
（
25
）

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
身
体
は
「
感

性
的
受
容
（sensory-aesthetic appreciation

（aisthesis

）
）
」
と

「
自
己
創
造
（creative self-fashioning

）
」
の
場
と
し
て
捉
え
ら

れ
、
鋭
敏
な
感
覚
を
持
っ
た
身
体
、
感
覚
の
機
能
が
高
め
ら
れ
た
身

体
、
ま
た
、
身
体
＝
自
己
を
知
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
正
義
や
倫
理
の

意
志
を
適
切
な
行
為
・
実
践
に
結
び
つ
け
る
こ
と
等
が
目
指
さ
れ
て
い

る
（
26
）

。
以
下
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
身
体
感
性
論
へ
の
着
目
は
、
暴

力
に
係
る
身
体
の
批
判
的
検
討
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
身
体
の
適
切
な

使
用
、
あ
る
い
は
暴
力
に
向
き
合
う
身
体
の
あ
り
方
を
考
え
る
た
め
に

有
益
な
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
身
体
感
性
論
が
言
説
分
析
の
み
な
ら

ず
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
行
為
や
実
践
ま
で
を
も
含
め
、
そ
れ
を
「
哲
学

だ
」
と
強
調
す
る
点
が
、
私
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い

る
。
暴
力
（
性
）
を
考
え
る
こ
と
が
、
身
体
を
通
じ
、
あ
る
い
は
、
身

体
を
舞
台
と
し
て
、
暴
力
（
性
）
に
実
際
に
立
ち
向
か
う
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
考
え
方
（
＝
哲
学
）
が
私
た
ち
に
は
求
め
ら

れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

五
．
暴
力
（
性
）
の
調
整

　
　
―
―
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
の
ラ
ッ
プ
論
か
ら

　
「
暴
力
―
身
体
の
政
治
学
」
を
考
え
る
た
め
に
、
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
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の
研
究
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
が
ラ
ッ
プ
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
ラ
ッ
プ
の
美
学
的
・
哲
学
的
価
値
の
考
察
を
通
し
て
、
ド

グ
マ
化
し
た
伝
統
的
な
美
学
へ
の
異
議
申
し
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
は
、
ラ
ッ
プ
を
含
め
た
「
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
芸
術
を
、

野
蛮
な
趣
味
に
し
か
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
無
知
蒙
昧
で
操
作
さ
れ
や
す

い
群
衆
の
愚
鈍
な
知
恵
で
あ
る
と
非
難
す
る
こ
と
は
、
自
分
の
属
す
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
だ
け
で
な
く
、
わ
れ
わ
れ
自
身
を
も
分
断
す
る
こ
と
に

な
る
」（
27
）

と
い
う
問
題
意
識
を
持
ち
、
ラ
ッ
プ
等
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
芸
術

の
美
的
価
値
を
主
張
・
擁
護
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
（
28
）

。
彼

は
次
の
よ
う
な
見
解
を
ま
ず
提
示
す
る
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
、
美
学
者
は
し
ば
し
ば
芸
術
作
品
を
ひ
と

つ
の
有
機
的
全
体
と
み
な
し
て
き
た
。
（
…
）
そ
れ
ば
か
り
で
な

く
、
ロ
マ
ン
主
義
と
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
は
、
芸
術
作
品
を
超
越
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
、
自
分
自
身
の

な
か
に
聖
別
さ
れ
た
虚
構
の
目
的
を
も
つ
も
の
と
し
て
扱
う
習
慣
を

強
化
し
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し
た
作
品
の
保
全
に
敬
意
を
払

い
、
決
し
て
そ
れ
を
冒
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
と
。
こ
の
厳

格
な
有
機
的
統
一
に
対
し
て
、
ラ
ッ
プ
の
行
う
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
や
サ

ン
プ
リ
ン
グ
は
、「
分
裂
病
的
断
片
化
」
や
「
コ
ラ
ー
ジ
ュ
効
果
」
と

い
っ
た
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
美
学
の
特
徴
を
反
映
し
て
い
る
。
固
定
さ

れ
た
不
可
侵
の
作
品
に
捧
げ
ら
れ
た
賞
賛
の
美
学
に
対
し
て
、
ヒ
ッ

プ
ホ
ッ
プ
が
提
供
す
る
の
は
、
解
体
構
築
的
（deconstructive

）

な
芸
術
の
愉
し
み
な
の
で
あ
る
（
29
）

。

 

（
近
代
）
美
学
と
い
う
学
問
の
暴
力
性
（
30
）

。
そ
れ
へ
の
「
侵
犯

者
（infraction

）
」
と
し
て
の
ラ
ッ
プ
（
31
）

。
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
は

そ
こ
に
ラ
ッ
プ
の
価
値
を
見
て
い
る
。
そ
れ
は
、
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ

（cutting

）
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ
（sam

pling

）
、
歌
詞
（lyrics

）
の

具
体
的
な
三
つ
の
技
巧
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
。

　
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
は
、
リ
リ
ッ
ク
（
歌
詞
）
か
ら
ラ
ッ
パ
ー
た
ち
の

哲
学
的
洞
察
を
掘
り
出
し
て
く
る
。
そ
こ
に
は
、
自
分
た
ち
の
ラ
イ
フ
・

ス
タ
イ
ル
へ
の
強
力
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
や
社
会
体
制
へ
の
痛
烈
な
批
判

が
あ
り
、
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
と
サ
ン
プ
リ
ン
グ
は
そ
れ
を
効
果
的
＝
暴
力
的

に
表
現
す
る
た
め
の
技
法
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
点
に
お
い
て
ラ
ッ
プ
は
美

学
的
に
評
価
さ
れ
る
の
だ
と
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
は
言
う
の
で
あ
る
（
32
）

。

　
ラ
ッ
パ
ー
た
ち
は
、
実
際
に
銃
殺
事
件
や
レ
イ
プ
事
件
に
関
わ
っ

て
し
ま
う
面
も
あ
る
の
だ
が
、
一
方
で
、
そ
の
よ
う
な
「
破
滅
的
暴
力

（bad/destructive violence

）
」
（
33
）

を
意
識
的
に
取
り
上
げ
、

「
暴
力
を
止
め
ろ
！
」
と
ラ
ッ
プ
に
よ
っ
て
主
張
す
る
面
も
ま
た

も
っ
て
い
る
（
34
）

。
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
は
、
そ
う
し
た
ラ
ッ
プ
の
側

面
を
「
積
極
的
暴
力
（positive violence

）
」
（
35
）

「
美
的
暴
力

（aesthetic violence

）
」
（
36
）

と
し
て
強
調
し
、
そ
の
意
義
を
取
り

だ
し
て
い
る
。
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
に
は
、
ラ
ッ
パ
ー
た
ち
に
は
彼
ら
が

直
面
し
て
い
る
実
際
の
過
酷
な
現
実
に
対
し
、
暴
力
以
外
に
対
抗
す

る
術
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
が
あ
る
（
37
）

。
「
無
い
」
と
い
う
の

が
、
彼
の
見
解
で
あ
る
。
極
限
的
な
生
活
状
況
の
中
で
、
ラ
ッ
プ
は
、

美
的
暴
力
と
し
て
、
破
滅
的
な
暴
力
を
調
整
す
る
（handle

）
と
い
う

実
際
的
な
工
夫
に
取
り
組
む
点
に
お
い
て
、
生
活
か
ら
乖
離
し
て
し
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ま
っ
た
「
卑
し
い
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
」
（
38
）

よ
り
も
、
は
る
か
に
「
哲
学

的
な
生
き
方
（philosophical life

）
」
（
39
）

で
あ
る
と
シ
ュ
ス
タ
ー
マ

ン
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
の
ラ
ッ
プ
論
か
ら
は
、
「
暴
力
（
性
）
の
調
整
」
と

い
う
視
座
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
暴
力
の
現
実
に
破
滅

的
暴
力
を
さ
ら
に
向
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
暴
力
性
を
社
会
化
・
文
化

化
・
芸
術
化
さ
せ
て
い
く
と
い
う
、
い
わ
ば
暴
力
の
政
治
学
の
実
践
で
あ

る
。
樋
口
の
用
語
で
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
暴
力
の
政
治
学
は
、
「
身
体

の
ア
ー
ト
」
（
40
）

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
身
体
の
ア
ー
ト
」
と
は
、
シ
ュ

ス
タ
ー
マ
ン
と
同
様
に
、
近
代
的
な
芸
術
概
念
へ
の
批
判
か
ら
提
唱
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
「
人
間
が
身
体
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
、

そ
れ
を
基
軸
に
し
た
想
像
力
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
展
開
さ
れ
る
テ
ク

ネ
ー
、
ミ
ー
メ
ー
シ
ス
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
行
為
、
そ
こ
に
開
花
す
る
美

と
表
現
、
身
体
的
経
験
に
根
ざ
し
た
活
き
た
知
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
も

の
が
生
成
さ
れ
る
場
を
生
き
る
技
法
」
（
41
）

を
意
味
す
る
。

　
破
滅
的
で
は
な
い
仕
方
で
暴
力
（
性
）
に
対
峙
す
る
た
め
の
暴
力
の

政
治
学
、
身
体
の
ア
ー
ト
。
つ
ま
り
、
暴
力
―
身
体
の
政
治
学
。
そ
の

視
座
か
ら
、
体
罰
・
暴
力
問
題
の
解
決
と
予
防
の
た
め
の
視
点
や
方

途
・
実
践
を
考
え
て
み
よ
う
。

六
．
経
験
の
省
察
―
―
身
体
の
二
重
性

　
体
罰
・
暴
力
は
、
教
師
・
指
導
者
の
理
想
像
の
肥
大
化
と
そ
れ
に
対

す
る
危
機
へ
の
防
衛
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
バ
ラ
ン
ス
感

覚
を
欠
い
た
自
己
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
理
想
像
と
現
実
と
の

ギ
ャ
ッ
プ
を
大
き
く
さ
せ
て
し
ま
う
一
つ
の
大
き
な
要
因
は
、
現
実
の

不
適
切
な
把
握
で
あ
る
。
教
師
・
指
導
者
は
、
生
徒
・
選
手
を
ど
う
に

か
し
よ
う
と
し
、
そ
の
意
識
は
、
お
そ
ら
く
多
く
の
時
間
、
自
己
の
外

側
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
外
界
の
情
報
を
自
己
に
向
け
返
し
、
外
界
と

自
己
の
間
の
調
節
を
す
る
時
間
を
持
つ
こ
と
が
あ
ま
り
で
き
て
い
な
い

は
ず
で
あ
る
。

　
ス
ポ
ー
ツ
指
導
や
教
育
の
成
否
が
教
師
・
指
導
者
の
資
質
・
能
力
に

か
か
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
間
違
い
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
教
師
・
指
導
者
の
資
質
・
能
力
の
み

0

0

に
か
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
実
際
に
は
人
間
関
係
や
社
会
状
況
が
複
雑
に
絡
み
あ
っ
て
い
る

の
で
あ
り
（
42
）

、
教
師
・
指
導
者
の
働
き
か
け
が
直
接
的
・
因
果
的
に

な
ん
ら
か
の
状
況
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
教
師
・
指
導
者
の
資
質
・
能
力
が
問
題
に
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に

は
、
教
師
・
指
導
者
の
働
き
か
け
が
生
徒
・
選
手
に
対
し
て
直
線
的
・

因
果
的
に
作
用
す
る
、
と
い
う
単
純
な
図
式
が
想
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て

は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
教
師
・
指
導
者
が
ス
ポ
ー
ツ
や
学
校
と
い
う
場
に
生
き
る
身
体
的
存

在
で
あ
る
以
上
、他
者
や
環
境
と
の
相
互
作
用
の
中
で
経
験
し
、ま
た
行

為
し
て
い
る
。
こ
の
見
方
は
、
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
が
重
視
す
る
「
身
体

の
両
義
性（am

biguity of the body

）」
と
い
う
視
点
と
重
な
る
（
43
）

。

そ
れ
は
、
私
た
ち
が
私
た
ち
自
身
の
経
験
を
適
切
に
把
握
・
理
解
す
る

た
め
の
重
要
な
観
点
で
あ
る
。

　
体
罰
・
暴
力
に
つ
な
が
る
よ
う
な
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た
自
己
を
調
整
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し
て
い
く
た
め
に
は
、
教
師
・
指
導
者
の
経
験
を
、
そ
の
授
業
観
や
信

念
と
い
っ
た
意
識
的
な
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
身
体
の
両
義
性
の
観
点

か
ら
、
そ
の
経
験
に
そ
の
都
度
照
ら
し
合
わ
せ
つ
つ
自
己
を
振
り
返
る

必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
単
に
生
徒
・
選
手
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
評
価
を

も
ら
う
と
か
、
同
僚
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
を
超

え
て
、「
教
育
と
は
何
か
」
「
ス
ポ
ー
ツ
を
教
え
る
意
味
は
何
か
」
「
自

分
は
な
ぜ
教
師
・
指
導
者
な
の
か
」
と
い
っ
た
省
察
ま
で
を
も
含
め
た

「
自
分
自
身
を
知
る
」
と
い
う
哲
学
の
、
そ
し
て
、
身
体
感
性
論
の
課

題
と
し
て
の
「
哲
学
的
な
生
き
方
」
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る

の
だ
。
む
ろ
ん
、
そ
の
際
の
「
哲
学
」
と
は
、
巷
間
で
し
ば
し
ば
用
い

ら
れ
る
「
○
○
監
督
の
指
導
哲
学
」
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
（
研
究

者
の
中
で
も
こ
の
ち
が
い
の
混
同
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
と

き
ど
き
見
ら
れ
る
）
。

七
．
身
体
訓
練
法
（so

m
atic training

）

　
自
己
を
振
り
返
る
こ
と
は
、
暴
力
の
感
情
的
ト
リ
ガ
ー
で
あ
る
「
怒

り
」
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
も
有
効
で
あ
る
。
身
体
感

性
論
は
、
自
己
省
察
を
人
為
的
・
意
図
的
に
行
う
た
め
の
方
法
と
し
て

身
体
訓
練
法
を
考
え
て
い
る
。

　
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
は
、Thinking through the B

ody

の
中
で
、
差

別
や
偏
見
に
伴
う
否
定
的
な
感
情
を
身
体
性
の
問
題
と
し
て
捉
え
、

そ
の
改
善
は
、
身
体
感
性
論
の
中
心
的
な
課
題
（central task of 
som

aesthetics

）
だ
と
し
て
い
る
（
44
）

。
そ
の
た
め
の
第
一
歩
が
否
定

的
な
感
情
へ
の
気
づ
き
だ
と
さ
れ
（
45
）

、
フ
ェ
ル
デ
ン
ク
ラ
イ
ス
・
メ

ソ
ッ
ド
や
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
テ
ク
ニ
ッ
ク
、
ヨ
ガ
、
禅
が
有
効
な

身
体
訓
練
法
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
書
に
は
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン

自
身
の
禅
体
験
が
記
さ
れ
て
い
る
（
46
）

。
彼
は
、
客
員
教
授
と
し
て
広

島
大
学
に
滞
在
し
て
い
た
時
期
（
二
〇
〇
二
―
二
〇
〇
三
年
）
に
道
場

で
一
定
期
間
生
活
し
、
数
度
の
座
禅
体
験
を
し
て
い
る
。
印
象
的
に
記

さ
れ
て
い
る
の
は
六
度
目
の
体
験
で
あ
る
。

　
突
如
と
し
て
、
ス
リ
リ
ン
グ
な
感
覚
が
訪
れ
た
。
「
耳
を
通
し
て

呼
吸
し
て
い
る
」
と
い
う
感
覚
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
今
ま
で
一
度
も

体
験
し
た
こ
と
の
な
い
、
概
念
的
理
解
の
及
ば
な
い
も
の
だ
っ
た
。

（
…
）
頭
、
首
、
肩
、
胸
、
腹
部
が
ひ
と
つ
の
全
体
と
し
て
共
振
的

に
動
い
て
い
た
。
心
臓
の
音
が
は
っ
き
り
と
聞
こ
え
、
心
に
は
静
け

さ
が
訪
れ
て
い
た
（
47
）

。

　
こ
の
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
の
体
験
が
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

身
体
訓
練
に
お
い
て
重
要
な
の
は
呼
吸
、
ま
た
、
そ
れ
へ
の
意
識
的
集

中
で
あ
る
（
48
）

。
呼
吸
へ
の
集
中
が
、
自
己
の
身
体
と
感
情
の
動
き
へ

の
気
づ
き
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
体
罰
・
暴
力
問
題
に
限
ら
ず
、
ア
ン
ガ
ー
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
有
効

性
が
昨
今
盛
ん
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
怒
り
は
六
秒
は
継
続
し
な
い
か

ら
怒
り
を
覚
え
て
か
ら
六
秒
数
え
る
」
「
怒
り
が
爆
発
す
る
前
に
ど
こ

か
に
移
動
す
る
」
「
深
呼
吸
を
す
る
」
と
い
っ
た
方
法
が
ひ
ろ
く
知
ら

れ
て
も
い
る
。
だ
が
、
究
極
的
に
は
思
い
通
り
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
き
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な
い
場
合
に
こ
そ
怒
り
は
感
情
と
し
て
問
題
に
な
る
の
で
は
な
か
っ
た

の
か
。
ア
ン
ガ
ー
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
そ
れ
自
体
が
無
意
味
だ
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
が
、
感
情
の
変
化
に
後
追
い
的
に
振
り
回
さ
れ
る
の
で
は

な
く
、
感
情
を
含
め
た
身
体
的
存
在
と
し
て
の
自
己
の
ト
ー
タ
ル
な
あ

り
様
を
感
じ
、
そ
の
異
変
や
変
化
に
鋭
敏
な
身
体
感
性
の
獲
得
が
、
よ

り
根
本
的
な
怒
り
へ
の
向
き
合
い
方
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
ア
ン
ガ
ー
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
一
つ
の
方
略
と
し
て
身
体
訓
練
を
用

い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
教
育
・
指
導
の
場
に
お
け
る
自
己
＝
身
体
の
あ

り
様
と
身
体
訓
練
と
い
う
場
に
お
け
る
自
己
＝
身
体
の
あ
り
様
の
差
異

に
気
づ
く
こ
と
が
教
師
・
指
導
者
に
と
っ
て
自
己
の
変
容
に
向
け
た
契

機
と
な
り
う
る
。
「
暴
力
の
社
会
哲
学
」
に
お
い
て
、
教
師
・
指
導
者

の
自
己
が
、
生
徒
・
選
手
に
注
意
を
向
け
る
あ
ま
り
、
外
界
へ
の
或
る

種
の
異
様
な
気
に
か
け
に
よ
っ
て
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
、
暴
力
性
を
高
め

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
た
だ
し
そ
う
し
た
事
態
に
関
わ
る
こ
と
は
、
教

師
・
指
導
者
に
と
っ
て
は
或
る
種
の
宿
命
で
も
あ
ろ
う
。
身
体
訓
練
の

場
の
よ
う
に
、
教
育
・
指
導
の
場
は
教
師
・
指
導
者
が
自
分
自
身
と
向

き
合
う
こ
と
だ
け
に
集
中
し
て
い
ら
れ
る
場
で
は
む
ろ
ん
な
い
か
ら

だ
。
生
徒
・
選
手
と
関
わ
り
、
彼
・
彼
女
た
ち
の
こ
と
を
考
え
、
対
応

す
る
身
体
性
。
そ
れ
も
ま
た
教
師
・
指
導
者
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
の
は
明
白
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
で
自
己
の
暴
力

性
の
調
整
が
難
し
く
な
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
身
体
訓
練
の
場
と
教
育
・

指
導
の
場
を
く
り
返
し
行
き
来
す
る
こ
と
で
、
自
己
の
あ
り
様
の
相
対

化
を
試
み
る
こ
と
は
有
益
で
あ
ろ
う
。
自
己
＝
身
体
の
状
態
の
差
異
を

繰
り
返
し
知
覚
・
体
験
す
る
こ
と
で
、
自
己
＝
身
体
の
状
態
と
そ
の
変

化
へ
の
気
づ
き
の
鋭
敏
さ
が
養
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。

　
ア
ン
ガ
ー
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
極
端
に
強
調
さ
れ
る
と
、「
怒
り
」と
い

う
感
情
そ
れ
自
体
ま
で
も
が
否
定
さ
れ
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
怒
り
は

人
間
が
抱
く
感
情
と
し
て
或
る
意
味
で
は
自
然
な
も
の
な
の
だ
か
ら
、

ア
ン
ガ
ー
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
一
面
的
な
強
調
は
、
教
師
・
指
導
者
た

ち
に
か
え
っ
て
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
与
え
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
そ
の
意

味
で
、
怒
り
を
抱
く
こ
と
そ
れ
自
体
よ
り
も
（
49
）

、
教
師
・
指
導
者
自
身

が
、
怒
り
に
向
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
自
己
の
身
体
の
状
態
の
変
化
・
異

変
に
鋭
敏
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
身
体
感
性
を
自
覚
的
に
育
む

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
身
体
訓
練
は
あ
り
う

る
。
教
師
・
指
導
者
自
身
の
身
体
感
性
を
直
接
的
・
主
観
的
に
知
覚
・
調

整
で
き
る
の
は
そ
の
人
自
身
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
の
だ
か
ら
、
主
体
身

体
の
実
存
を
等
閑
視
し
た
単
に
介
入
的
な
だ
け
の
ア
ン
ガ
ー
・
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
の
提
示
は
空
虚
な
も
の
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

八
．
現
象
学
的
運
動
学

　
身
体
訓
練
は
、
そ
の
場
の
設
定
に
よ
っ
て
自
己
＝
身
体
の
相
対
化
を

目
指
す
が
、
実
際
に
は
、
実
践
の
中
で
い
か
に
暴
力
性
を
調
整
・
制
御

で
き
る
の
か
と
い
う
点
が
体
罰
・
暴
力
問
題
の
難
し
さ
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、「
現
象
学
的
運
動
学
」
と
い
う
ス
ポ
ー
ツ
指

導
の
思
想
と
実
践
の
可
能
性
を
考
え
て
み
た
こ
と
が
あ
る（
50
）

。

 

「
現
象
学
的
運
動
学
」
と
は
、
運
動
学
習
者
＝
主
体
身
体
の
運
動
感

覚
世
界
を
尊
重
し
、
そ
れ
へ
の
指
導
者
の
身
体
的
共
感
を
運
動
・
ス
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ポ
ー
ツ
指
導
の
基
盤
・
出
発
点
と
し
て
最
重
要
視
す
る
観
方
及
び
指
導

の
実
践
で
あ
る
。
こ
の
指
導
観
は
、
マ
イ
ネ
ル
（K

urt M
einel, 1898

～1972
）
や
金
子
明
友
（1927

～
）
の
運
動
学
か
ら
き
て
い
る
。
そ
こ

で
は
、
運
動
技
術
の
獲
得
は
究
極
的
に
は
偶
然
に
発
生
す
る
も
の
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
マ
イ
ネ
ル
と
金
子
の
表
現
は
独
特
な
の
で
、
こ

こ
で
は
、
マ
イ
ネ
ル
ら
と
同
様
に
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
論
か
ら
学
習
を
考
え

る
木
田
の
指
摘
を
取
り
あ
げ
て
み
る
。

　
ケ
ー
ラ
ー
は
、
（
…
）
学
習
は
、
け
っ
し
て
反
応
の
頻
度
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、
状
況
へ
の
あ
る
種
の
〈
洞
察
〉
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
ば
あ
い
、
成
功
し

た
反
応
が
学
習
さ
れ
、
定
着
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
反
応
が
お
こ

な
わ
れ
た
と
き
、
つ
ま
り
、
あ
る
志
向
が
充
た
さ
れ
た
特
権
的
瞬
間

に
、
数
々
の
失
敗
を
ふ
く
む
こ
れ
ま
で
の
経
験
が
再
構
造
化
さ
れ
、

そ
れ
ら
が
こ
の
成
功
に
い
た
る
た
め
の
試
行
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い

う
意
味
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
い
わ

ゆ
る
〈
「
あ
あ
、
そ
う
か
」
と
い
う
体
験
〉
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
で

あ
る
（
51
）

。

　
こ
の
「
洞
察
」
が
生
起
す
る
た
め
に
は
、
教
師
・
指
導
者
の
努
力
だ

け
で
は
な
く
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、「
知
的
な
協

力
（intellectual cooperate

）
」
（
52
）

と
で
も
言
え
る
よ
う
な
学
習
者

の
側
の
努
力
も
必
要
と
な
る
。
つ
ま
り
、
教
師
・
指
導
者
の
働
き
か
け

が
因
果
的
に
「
洞
察
」
を
引
き
起
こ
す
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ

か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
教
師
・
指
導
者
に
は
、
生
徒
・
選
手
の
側
の
洞

察
や
、
そ
の
た
め
の
努
力
を
待
つ
以
上
の
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
教
師
・
指
導
者
が
で
き
る
こ
と
は
、
生
徒
・
選
手
の
「
知

的
な
協
力
」
を
創
発
す
る
た
め
の
様
々
な
工
夫
を
、
そ
の
都
度
の
状
況

に
応
じ
て
展
開
し
て
い
く
と
こ
ろ
ま
で
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
の
こ
と
を

求
め
始
め
た
と
き
、
教
師
・
指
導
者
は
暴
力
に
近
づ
い
て
い
っ
て
し
ま

う
。

　
た
だ
し
、
「
待
つ
」
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
放
任
す
る
こ
と
で
は
な

く
、
精
確
に
予
測
な
ど
で
き
な
い
生
徒
・
選
手
の
未
来
の
成
長
を
信

じ
、
そ
の
信
を
生
徒
・
選
手
よ
り
も
強
く
抱
く
こ
と
の
で
き
る
懐
あ
る

0

0

0

身
体

0

0

を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
身
体
か
ら
に
じ
み
出
て
く
る
生
徒
・
選

手
へ
の
期
待
や
見
守
り
の
ま
な
ざ
し
が
、
関
係
性
を
介
し
て
、
生
徒
・

選
手
の
た
め
の
創
発
剤
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
待
つ
こ
と
は
や
は
り
実
際
に
は
難
し
い
。
定
め
ら
れ
た

期
間
内
で
生
徒
・
選
手
を
成
長
さ
せ
る
こ
と
が
教
師
・
指
導
者
に
は
現
実

的
に
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
体
罰
・
暴
力
が
も
た
ら

す
「
苦
痛
」
と
い
う
感
覚
は
、
生
徒
・
選
手
の
身
体
運
動
が
彼
・
彼
女
た

ち
自
身
に
も
た
ら
す
そ
の
身
体
運
動
の
感
覚
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
そ
の

意
味
で
、
体
罰
・
暴
力
は
運
動
技
能
の
習
得
に
貢
献
し
な
い
。
現
象
学
的

運
動
学
の
立
場
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
教
師
・
指
導
者
に
は
、
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
知
覚
の
た
め
に
、
生
徒
・

選
手
の
運
動
感
覚
世
界
に
集
中
・
移
入
・
没
入
・
共
感
す
べ
く
、
生

徒
・
選
手
の
運
動
感
覚
に
耳
を
澄
ま
す

0

0

0

0

0

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
知
覚
体
験
の
継
続
的
内
省
も
、
で
あ
る
。
そ
う
し
た
身
体
的
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工
夫
と
努
力
か
ら
生
ま
れ
出
て
く
る
言
葉
や
働
き
か
け
。
そ
れ
は
、

生
徒
・
選
手
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
教
師
・
指
導
者
に
と
っ

て
も
自
己
＝
身
体
と
の
対
話
で
あ
る
限
り
、
両
者
に
と
っ
て
身
体
感
性

の
学
び
で
あ
り
う
る
。
つ
ま
り
、
生
徒
・
選
手
の
運
動
感
覚
世
界
へ
の

集
中
・
没
入
・
移
入
・
共
感
は
、
教
師
・
指
導
者
自
身
の
身
体
感
性
を

も
育
む
の
で
あ
る
。
教
育
や
指
導
も
ま
た
一
種
の
身
体
の
ア
ー
ト
で
あ

り
、
そ
う
し
た
観
方
は
、
体
罰
・
暴
力
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
方
向
性

に
お
い
て
、
教
育
・
指
導
の
理
想
を
指
し
示
し
て
い
る
。

九
．
倫
理
へ
の
向
か
い
方

　
し
か
し
、
ど
れ
ほ
ど
自
覚
的
な
努
力
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
暴
力

を
完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
や
、
「
完
全
な

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
と
い
っ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
想
定
せ
ず
、
暴
力
の
根
源

性
を
受
け
と
め
る
地
点
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
、
暴
力
の
社
会
哲
学
の

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
。

　
暴
力
の
社
会
哲
学
は
暴
力
の
必
然
性
を
暴
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は

或
る
意
味
で
は
当
然
で
あ
る
。
実
際
の
現
象
・
問
題
を
分
析
し
て
い
た

の
だ
か
ら
。
そ
こ
に
は
た
し
か
に
虚
し
さ
が
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
は
「
批
判
」
と
い
う
営
み
の
ひ
と
つ
の
本
質
な
の
か
も
し
れ

な
い
。
「
あ
る
対
象
を
批
判
す
る
と
は
、
そ
れ
を
正
し
く
評
価
す
る
事

で
あ
り
、
正
し
く
評
価
す
る
と
は
、
そ
の
在
る
が
ま
ま
の
性
質
を
、
積

極
的
に
肯
定
す
る
事
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
対
象
の
他
の
も
の

と
は
違
う
特
質
を
明
瞭
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
」
（
53
）

な
い
と
い
う
言
葉

を
、
小
林
秀
雄
が
遺
し
て
い
る
。

　
む
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
私
た
ち
は
暴
力
肯
定
論
者
に
な
る
わ
け

で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
暴
力
の
根
源
性
と
必
然
性
を
知
り
な
が
ら

も
、
暴
力
が
起
き
な
い
よ
う
に
願
う
こ
と
は
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ど

こ
ま
で
い
っ
て
も
暴
力
の
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
や
、

暴
力
の
根
源
性
を
知
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
願
い
に
は
価
値
が
あ
る
と

言
っ
て
い
い
は
ず
だ
（
54
）

。
そ
の
願
い
は
、
平
和
を
願
う
倫
理
へ
の
意

志
で
も
あ
る
。
で
は
、
そ
う
し
た
願
い
や
意
志
は
、
暴
力
に
対
し
て
ど

の
よ
う
に
さ
し
向
け
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
。

　N
etflix

の
オ
リ
ジ
ナ
ル
ド
ラ
マ
「
グ
ッ
ド
・
プ
レ
イ
ス
」
の
中
に
、

倫
理
学
の
定
番
「
ト
ロ
ッ
コ
問
題
」
を
実
写
化
し
た
シ
ー
ン
が
あ
る
。

路
面
電
車
の
運
転
席
に
は
、
慌
て
ふ
た
め
く
男
が
ハ
ン
ド
ル
を
握
っ
て

い
る
。
そ
の
横
に
は
倫
理
学
の
教
師
が
立
っ
て
い
て
、
慌
て
ふ
た
め
い

て
い
る
男
と
、
そ
の
横
に
同
乗
し
て
い
る
女
性
に
「
ど
ち
ら
の
路
線
に

す
る
か
早
く
選
べ
」
と
急
か
し
て
い
る
。
し
か
し
、
功
利
主
義
が
ど
う

だ
こ
う
だ
と
議
論
を
し
て
い
る
間
に
男
は
路
線
を
選
択
で
き
ず
に
五
人

を
轢
き
殺
す
。
男
は
呆
然
自
失
。
議
論
す
る
気
力
は
も
う
無
い
。
だ

が
、
こ
の
実
験
で
は
、
ど
ち
ら
の
路
線
を
選
ん
で
も
人
を
轢
き
殺
す
設

定
に
な
っ
て
い
る
。
五
人
と
一
人
。
も
う
一
度
。
男
は
遅
れ
ず
に
一
人

の
路
線
を
選
択
す
る
。
し
か
し
、
近
づ
い
て
み
る
と
そ
れ
は
男
の
友

人
だ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
男
は
友
人
を
轢
き
、
返
り
血
を
浴
び
て

実
験
終
了
。
再
び
呆
然
と
す
る
男
。
電
車
の
車
体
に
あ
る
「E

TH
IC

S 
E

X
P

R
E

SS
」
と
い
う
印
字
が
映
さ
れ
、
実
験
は
終
了
す
る
。
こ
の

シ
ー
ン
に
は
、
議
論
す
る
こ
と
の
虚
し
さ
が
よ
く
表
れ
て
い
る
よ
う
に
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思
わ
れ
る
。

　
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
倫
理
を
論
理
的
に
扱
う
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、「
世
界
の
限
界
は
論
理
の
限
界

で
も
あ
る
」（
55
）

と
い
う
彼
の
論
理
哲
学
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
彼
に

と
っ
て
論
理
と
は
、
世
界
の
実
在
を
叙
述
す
る
も
の
で
あ
り
、
倫
理
は

実
在
で
は
な
く
、
世
界
の
外
側
に
あ
る
価
値
だ
か
ら
で
あ
る
（
56
）

。
倫

理
は
、
例
え
ば
「
机
の
上
に
コ
ッ
プ
が
あ
る
」
と
い
う
仕
方
で
世
界
に

存
在
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
倫
理
学
の
命
題
は
論
理
的
に
は
存
在

し
え
ず
（
57
）

、
倫
理
を
論
理
的
に
語
る
こ
と
は
不
可
能
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
（
58
）

。

　
で
は
、
倫
理
は
ど
う
や
っ
て
表
現
さ
れ
う
る
の
か
。
論
理
以
外
に

よ
っ
て
、
で
あ
る
。
小
説
、
映
画
、
舞
台
劇
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
が

考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
暴
力
（
性
）
の
分
析
と
調
整
に
取
り

組
ん
で
も
な
お
目
の
前
で
起
き
る
暴
力
に
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
立

ち
向
か
え
ば
い
い
の
か
。
最
後
に
、
暴
力
へ
の
抵
抗
の
最
後
の
砦
と
し

て
、
「
拒
絶
」
と
い
う
行
為
の
倫
理
性
を
考
え
て
み
た
い
。

一
〇
．
拒
絶
―
―
身
体
表
現
と
し
て
の
倫
理

　
徹
底
的
な
暴
力
分
析
の
先
で
私
た
ち
は
或
る
種
の
虚
し
さ
を
感
じ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
暴
力
が
起
き
な
い
こ
と
を
願

い
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
生
き
て
い
く
こ
と
を
意
志
し
、
選
択
す
る
こ

と
は
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
願
い
・
意
志
は
、
行
為
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

0

0

0

0

0

0

0

い0

。
さ
も
な
け
れ
ば
、
暴
力
が
起
き
な
い
こ
と
へ
の
願
い
や
意
志
が
粗

雑
に
扱
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
願
い
や
意
志
を
粗

雑
に
扱
う
と
い
う
こ
と
は
、
暴
力
が
起
き
な
い
こ
と
を
願
っ
た
そ
の
意

志
や
、
そ
れ
ら
と
共
に
在
る
生
そ
の
も
の
を
も
粗
雑
に
扱
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。
単
に
「
暴
力
は
い
け
な
い
か
ら
」
で
は
な
く
、
自
分

の
願
い
・
意
志
を
蔑
ろ
に
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
表
現

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
願
い
と
意
志
は
、
願
い
、
意
志

し
た
そ
の
時
か
ら
、
自
分
自
身
の
人
生
と
い
う
時
間
に
方
向
性
を
与
え

る
力
と
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
自
分
で
自
分
の
願
い
や
意
志
に
背
く
こ
と

は
、
い
わ
ば
人
生
に
背
く
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
願
い
・
意
志

に
忠
実
に
生
き
る
こ
と
は
義
務
で
す
ら
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
あ
る
野
球
監
督
は
、
練
習
試
合
の
際
、
相
手
チ
ー
ム
の
監
督
が
体
罰

を
行
っ
た
こ
と
に
怒
り
、
「
ば
か
に
す
る
な
」
と
言
い
放
ち
、
そ
の

チ
ー
ム
を
帰
ら
せ
た
の
だ
と
い
う
。
知
人
か
ら
の
伝
聞
に
よ
っ
て
知
っ

た
の
で
、
そ
の
詳
細
や
真
偽
を
筆
者
は
知
り
え
な
い
の
だ
が
、
た
と
え

そ
れ
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
っ
た
と
し
て
も
、
「
ば
か
に
す
る
な
」
と
い

う
言
葉
を
含
め
、
体
罰
を
行
っ
た
者
を
帰
ら
せ
る
と
い
う
振
る
舞
い

は
、
暴
力
に
対
す
る
「
拒
絶
」
と
い
う
行
為
の
具
体
的
な
あ
り
様
と
し

て
考
え
ら
れ
る
。
「
ば
か
に
す
る
な
」
と
い
う
言
葉
を
含
め
た
振
る
舞

い
の
意
味
を
、
こ
こ
で
は
ど
う
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
次

の
シ
ラ
ー
の
言
葉
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。

　
わ
れ
わ
れ
に
暴
力
を
く
わ
え
る
者
は
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
人
間
性

を
、
わ
れ
わ
れ
と
争
う
も
の
で
あ
る
。
卑
怯
に
も
暴
力
に
屈
す
る
者
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は
、
み
ず
か
ら
の
人
間
性
を
放
棄
す
る
も
の
で
あ
る
（
59
）

。

　
体
罰
を
行
っ
た
そ
の
指
導
者
に
は
、「
や
っ
て
も
何
も
言
わ
れ
な

い
」
と
い
う
暗
黙
の
心
理
的
前
提
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
体

罰
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
に
は
、「
誰
に
も
何
も
叱
責
さ
れ
る

は
ず
が
な
い
」
と
い
う
、
周
囲
の
人
々
の
人
間
性
を
見
く
び
る
下
劣
な

精
神
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
ば
か
に
す
る
な
」
と
言
っ
て
帰
ら
せ
た

監
督
は
、「
人
間
性
を
放
棄
す
る
」
こ
と
を
し
な
か
っ
た
、「
卑
怯
に
も

暴
力
に
屈
」
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
暴
力
の
現
実
が
自
分
の
目
の
前

で
起
き
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
激
し
く
「
拒
絶
」
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の

身
体
性
＝
人
間
性
に
暴
力
が
起
き
な
い
こ
と
を
願
い
、
意
志
す
る
魂
が

宿
っ
て
い
て
、
表
現
さ
れ
る
時
を
待
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

 

「
拒
絶
」
は
、
暴
力
へ
の
抵
抗
で
あ
る
と
同
時
に
、
和
平
を
望
ん
だ

自
分
自
身
の
選
択
を
尊
重
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
ま
た
「
拒
絶
」
は
、

他
者
へ
の
「
破
滅
的
な
暴
力
」
の
抑
止
に
も
な
り
う
る
。
「
拒
絶
」
が

荒
々
し
い
振
る
舞
い
だ
と
し
て
も
、
そ
の
根
源
に
は
和
平
へ
の
願
い
が

あ
る
以
上
、
他
者
へ
の
直
接
的
・
物
理
的
な
実
力
行
使
を
避
け
、「
積

極
的
暴
力
」
の
う
ち
に
留
ま
ろ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
拒
絶
」
の
よ
う
な
仕
方
で
表
現
さ
れ
る
倫
理
は
、
カ

ン
ト
倫
理
学
の
定
言
命
法
的
な
重
々
し
さ
を
思
わ
せ
る
か
も
し
れ
な

い
。
カ
ン
ト
（Im

m
anuel K

ant, 1724

～1804

）
の
定
言
命
法
に
限
ら

ず
、
倫
理
（
学
）
に
は
そ
う
い
う
面
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で

は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
を
参
照
し
て
考
え
て
み
て
も
、
倫
理
や
定
言
命
法

は
「
重
々
し
い
」
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
「
ど
う
し
て
も
そ
う
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
か
ほ
か
に
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
自
分

自
身
の
願
い
や
意
志
に
対
す
る
愚
直
さ
に

0

0

0

0

関
わ
る
或
る
種
の
信
の
話
で

あ
ろ
う
と
考
え
て
み
た
い
。

　
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
義
務
概
念 Pflichtbegriff 

は
直
接
に
法
則 G

esetz 

へ
と
関
係

し
て
い
る
（
た
と
え
私
が
、
法
則
の
実
質 M

aterie 

で
あ
る
目
的

　

Zw
eck 

の
す
べ
て
を
捨
象
す
る
と
し
て
も
）
。
こ
の
こ
と
は
す
で

に
、
義
務 Pflicht 

の
形
式
的
原
理
が
「
汝
の
行
為 H

andlung 

の
格

率 M
axim

e 

が
普
遍
的
法
則 allgem

eines G
esetz 

に
な
り
う
る
よ

う
に
行
為
せ
よ
」
と
い
う
定
言
命
法 kategorische Im

perativ 

で

示
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
（
60
）

。

　
必
ず
し
も
法
則
が
高
圧
的
に
命
令
を
下
し
て
く
る
の
で
は
な
く
、

法
則
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
行
為
と
な
り
う
る
よ
う
に

0

0

0

0

0

0

0

（handle so

（
…
）w

erden könne 

）
と
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
普
遍
的
な
も
の
に
主
体
の
意
志
が
先
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ

が
、
「
義
務
概
念
（
定
言
的
当
為 kategorische Sollen 

）
は
、
純
粋

理
性 reinen V

ernunft 

の
う
ち
に
の
み
そ
の
根
源
を
有
し
て
い
る
」

（
61
）

と
も
カ
ン
ト
は
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
を
見
る
と
、
主
体
の
意
志
は

倫
理
（
学
）
の
出
発
点
と
考
え
る
こ
と
が
難
し
く
思
わ
れ
る
が
、
し
か

し
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

 

「
法
則
の
実
質
」
と
さ
れ
て
い
た
「
目
的
」
は
、
「
選
択
意
志

　W
illkür 

の
対
象
で
あ
り
、
そ
の
対
象
を
表
象
す
る
こ
と
で
選
択
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意
志
は
、
こ
の
対
象
を
実
現
す
る
た
め
の
行
為
へ
と
規
定
さ
れ
る
」

（
62
）

か
ら
で
あ
り
、
や
は
り
倫
理
（
学
）
に
と
っ
て
、
選
択
意
志
は

要
件
と
な
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
た
し
か
に
意
志
か
ら
出
発
す
る

の
で
は
あ
る
が
、
「
目
的
は
、
同
時
に
客
観
的 objektiv 

＝
必
然
的　

notw
endiger 

な
目
的
と
し
て
、
つ
ま
り
人
間
に
は
義
務
と
し
て
表
象

さ
れ
る
も
の
」（
63
）

と
い
う
こ
と
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

「
そ
う
す
る
以
外
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
目
的
に
向
か
う
選

択
意
志
に
導
か
れ
る
よ
う
に
し
て
然
る
べ
き
場
面
で
行
為
す
る
」
こ
と

が
選
択
意
志
―
目
的
―
行
為
―
法
則
の
連
関
を
実
現
さ
せ
る
、
と
考
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
64
）

。

　
私
た
ち
は
、
暴
力
の
根
源
性
を
知
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
暴
力

が
起
き
な
い
こ
と
を
願
う
」
こ
と
を
意
志
と
し
て
選
択
で
き
る
。
そ
れ

は
、
ス
ポ
ー
ツ
や
教
育
に
関
わ
る
以
上
、
明
ら
か
に

0

0

0

0

必
然
的
な
選
択
意

志
で
あ
ろ
う
。
暴
力
が
起
き
る
こ
と
を
願
う
、
あ
る
い
は
、
「
暴
力
が

起
き
る
こ
と
も
や
む
を
え
な
い
」
と
い
っ
た
見
解
は
―
そ
れ
が
、
人
間

に
危
害
を
与
え
死
に
至
ら
し
め
る
可
能
性
を
暴
力
が
持
っ
て
い
る
こ
と

を
知
る
人
間
の
理
性
に
よ
る
も
の
な
ら
ば
―
人
間
＝
生
命
が
喪
わ
れ
て

し
ま
う
可
能
性
を
支
持
し
な
が
ら
ス
ポ
ー
ツ
と
教
育
に
関
わ
ろ
う
と
し

て
い
る
こ
と
に
な
り
、
「
ス
ポ
ー
ツ
と
教
育
に
関
わ
る
」
と
い
う
行
為

と
の
関
係
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
誤
っ
た
理
性
の
使
用
で
あ
る
。
人
間

＝
生
命
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
、
ス
ポ
ー
ツ
も
教
育
も
あ
り
え
な
い

の
だ
か
ら
。

　
カ
ン
ト
か
ら
そ
の
断
片
を
拾
っ
て
き
た
だ
け
で
は
あ
る
が
（
ラ
ッ
プ

的
サ
ン
プ
リ
ン
グ
？
）
、
そ
れ
ら
を
受
け
と
め
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
倫

理
学
は
、
「
自
分
に
と
っ
て
も
し
そ
れ
が
善
い
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
そ

れ
を
為
す
は
ず

0

0

で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
倫
理
学
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
基
礎
づ
け
が
な
さ
れ

た
後
に
倫
理
的
な
行
為
が
可
能
に
な
る
と
い
う
よ
り
も
、
倫
理
を
目
指

す
意
志
が
主
体
内
部
に
お
け
る
な
ん
ら
か
の
判
断
に
よ
っ
て
行
為
に
つ

な
が
る
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
そ
う
し
た
判
断
に
は

何
が
関
与
し
て
い
る
の
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
「
美
」
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
ひ
と
つ
の
倫
理
学
を
正
当
化
で
き
る
内
在
的
基
礎
が
不
在
で
あ
る

以
上
、
自
ら
に
も
っ
と
も
訴
え
か
け
て
く
る
も
の
を
そ
れ
と
し
て
選

ぶ
よ
う
促
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
か
ら
だ
。
そ
う
し
た
訴
え
か
け

を
、
究
極
に
は
美
的
な
問
題
、
す
な
わ
ち
、
も
っ
と
も
魅
力
的
で
完

全
な
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
を
打
つ
の
は
何
か
と
い
う
問
い
で
あ
る

と
考
え
る
こ
と
に
は
、
説
得
力
が
あ
る
の
だ
（
65
）

。

 

「
も
っ
と
も
魅
力
的
で
完
全
な
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
を
打
つ
の
は

何
か
」
と
問
う
こ
と
が
、
私
た
ち
を
美
的
な
判
断
へ
と
導
く
。
そ
れ
は

倫
理
学
説
の
問
い
で
は
な
く

0

0

0

0

、
自
分
自
身
へ
の

0

0

0

0

0

0

問
い
で
あ
る
。
体
罰
・

暴
力
の
場
合
、
「
生
徒
や
選
手
を
殴
る
人
生
を
望
む
の
か
望
ま
な
い
の

か
」
「
体
罰
・
暴
力
が
起
き
て
も
傍
観
す
る
人
生
と
傍
観
し
な
い
人
生

ど
ち
ら
を
選
ぶ
の
か
」
と
い
っ
た
こ
と
を
自
分
自
身
に
問
い
、
そ
れ

に
ど
の
よ
う
に
応
え
、
行
為
し
、
生
き
る
こ
と
が
美
で
あ
る
の
か
。
考

え
、
願
い
、
意
志
し
た
こ
と
で
育
ま
れ
た
身
体
感
性
は
き
っ
と
美
を
探
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り
あ
て
る
だ
ろ
う
。

　
先
の
監
督
の
例
の
よ
う
に
、
「
拒
絶
」
と
い
う
行
い
は
必
ず
し
も
穏

や
か
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
常
に
誤
解
さ
れ
る
可
能
性
に

晒
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
上
記
の
よ
う
な
倫
理
の
捉
え
方
は
誤
解
を
さ

れ
た
者
に
と
っ
て
、
重
々
し
い
定
言
命
法
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
る
で

自
身
の
行
為
を
励
ま
す
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
懸
命
に
生
き
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
そ
れ

以
外
に
信
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
状
況
で
行
為
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
誤
解
を
受
け
た
こ
と
で
ふ
さ
ぎ
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
者
に
、

「
き
み
は
き
み
の
道
徳
法
則
に
従
っ
た
だ
け
な
の
だ
！
」
と
、
そ
の
背

中
を
た
た
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
66
）

。

　
永
井
も
、
筆
者
の
こ
の
解
釈
に
似
た
見
解
を
カ
ン
ト
倫
理
学
に
対
し

て
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
「
カ
ン
ト
は
怖
い
」
と
言
う
。
ど
う

い
う
こ
と
か
。
そ
の
指
摘
は
、
彼
の
ゼ
ミ
に
参
加
し
て
い
た
作
家
の
川

上
未
映
子
と
の
対
談
の
中
に
あ
る
。

　
も
し
カ
ン
ト
的
意
味
で
絶
対
に
し
ち
ゃ
い
け
な
い
こ
と
が
存
在

す
る
な
ら
、
た
だ
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
を
し
た
い
し
、
で
き

る
。
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
そ
れ
を
す
る
動
機
に

な
っ
て
し
ま
う
。（
…
）
こ
れ
は
も
う
ル
サ
ン
チ
マ
ン
と
か
そ
う
い
う

人
間
く
さ
い
動
機
の
話
じ
ゃ
な
く
な
っ
て
、
そ
う
い
う
中
身
が
な
い
わ

け
だ
か
ら
、
人
間
じ
ゃ
な
く
て
天
使
的
な
も
の
は
必
然
的
に
悪
魔
的
な

も
の
に
転
化
し
う
る
っ
て
水
準
の
話
な
ん
で
す
よ
ね
。
と
こ
ろ
が
場
合

に
よ
っ
て
は
そ
れ
に
近
い
こ
と
が
可
能
だ
っ
て
い
う
の
が
人
間
の
恐
ろ

し
い
と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
っ
て
い
う
の
は
動
機
は
違
っ
た
け
ど
、
実
は

そ
の
構
造
を
見
せ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。（
…
）
一
般
的
な
倫
理
規

範
と
し
て
成
立
し
て
い
る
価
値
全
般
を
、
た
だ
そ
れ
が
成
立
し
て
い

る
価
値
で
あ
る
が
ゆ
え
に
否
定
す
る
と
い
う
、
中
身
の
な
い
否
定
が

で
き
ち
ゃ
う
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
他
者
が
存
在
し
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ

は
な
ん
だ
か
ん
だ
言
っ
て
も
他
者
が
い
ま
す
か
ら
ね
（
67
）

。

　
で
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
に
は
他
者
が
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か

に
定
言
命
法
に
自
閉
的
な
側
面
を
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
が
（
68
）

、
そ
れ
だ
け
で
カ
ン
ト
倫
理
学
の
意
義
そ
の
も
の
が
失
わ

れ
る
こ
と
は
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
（
69
）

。

 

「
中
身
の
無
さ
」
へ
の
不
満
が
、
倫
理
的
行
為
の
具
体
的
な
内
容
を
規

定
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
意
志
か
ら
の
出
発
で
は
な
く
、
善
行
リ
ス

0

0

0

0

ト0

か
ら
の
出
発
と
い
う
倒
錯
を
生
み
出
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
し
か

し
、「
善
行
リ
ス
ト
」
か
ら
出
発
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
意
志
な
ど
要
ら

な
い
。
願
い
も
必
要
な
い
。
そ
こ
に
は
、
永
井
が
「
構
造
」
と
い
う
表

現
で
指
摘
し
て
い
る
の
と
は
別
種
の
形
式
主
義
が
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
か

ら
、
永
井
が
批
判
す
る
意
味
で
の
カ
ン
ト
の
形
式
主
義
は
、
私
た
ち
の

行
為
の
多
様
性
を
保
証
し
て
い
る
も
の
だ
と
む
し
ろ
捉
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
中
身
は
、
議
論
に
よ
っ
て
事
前
に
決
定
さ
れ
る
と
い
っ
た
次
元

の
事
柄
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
具
体
的
な
行
為
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
カ
ン
ト
倫
理

学
の
中
身
の
無
さ
は
、永
井（
と
川
上
）が
心
配
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

個
々
人
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
課
題
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
と
言
え
よ
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う
。「
行
為
の
何
ら
か
の
目
的
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、自
然

0

0 

0

N
atur 

0の

作
用 W

irkung 

で
は
な
く
、
行
為
す
る
主
体
の
自
由

0

0 

0

Freiheit 

の
活
動

な
の
で
あ
る
」（
70
）

と
も
カ
ン
ト
は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
倫
理
学
に
は
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
で
筆
者
が

強
い
疑
問
を
感
じ
る
の
は
、
カ
ン
ト
の
議
論
の
論
理
的
な
誤
謬
を
細
々

と
指
摘
す
る
類
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
言
及
し
た
ト
ロ
ッ
コ

問
題
や
、
カ
ン
ト
が
行
為
・
実
践
の
レ
ベ
ル
ま
で
を
も
射
程
に
入
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
は
、
倫
理
が
、
私
た
ち
の
生
＝
時
間
の
な
か
で
行
為
と

し
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
無
時
間
的
・
論
弁
的
な

決
定
の
み
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
倫
理
を
無
時
間

的
に
議
論
し
て
い
る
限
り
は
、
例
え
ば
、
行
為
の
失
敗
を
受
け
と
め
る

よ
う
な
身
体
性
は
育
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
イ
ン
テ
リ

0

0

0

0

は
、

カ
ン
ト
と
は
ま
た
別
の
哲
学
者
を
召
喚
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
説
や
倫

理
学
説
で
そ
の
失
敗
を
解
釈

0

0

す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
悪
し
き
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ろ
う
か
（
71
）

。
私
た
ち
が
目
指
す
身
体
感
性
は

悪
し
き
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
は
与
し
な
い
。

一
一
．
暴
力
に
立
ち
向
か
う
身
体
感
性
へ

　
暴
力
の
根
源
性
を
見
据
え
た
と
き
、
「
積
極
的
暴
力
」
ま
で
を
も
悪

だ
と
短
絡
的
に
見
な
す
べ
き
で
は
な
い
。
「
積
極
的
暴
力
」
と
は
―
本

稿
が
考
え
た
の
は
「
拒
絶
」
だ
っ
た
が
そ
の
他
の
形
態
も
あ
り
う
る
―

暴
力
へ
の
抵
抗
の
最
後
の
砦
だ
か
ら
で
あ
る
。
砦
を
な
く
し
て
し
ま
う

と
、
私
た
ち
に
は
ア
ノ
ミ
ー
が
待
っ
て
い
る
。

　
既
に
引
用
し
た
が
、
シ
ラ
ー
が
「
崇
高
に
つ
い
て
」
の
中
で
暴
力
と

の
対
峙
を
論
じ
て
い
る
こ
と
は
意
味
深
長
で
あ
る
。
私
た
ち
の
人
間
性

を
卑
怯
に
も
試
し
て
く
る
暴
力
。
そ
れ
に
力
強
く
向
き
合
う
こ
と
が
で

き
る
身
体≒

魂
は
、
崇
高
で
美
的
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
善
行
リ
ス

ト
」
か
ら
の
出
発
で
は
な
く
、
願
い
・
意
志
・
魂
か
ら
の
倫
理
的
行
為

の
必
然
的
発
生
と
い
う
そ
の
順
序
性

0

0

0

が
、
崇
高
や
美
を
顕
現
さ
せ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
逆
転
し
て
い
る
と
き
、
私
た
ち
は
そ
の
行
為
に
お
そ

ら
く
感
動
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
倫
理
が
前
も
っ
て
措
定

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
行
為
に
よ
っ
て
見
出
す
し
か
な
い
未
来
に
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
行
為
に
は
勇
気
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
さ
に
為
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
勇
気
は
何
に
よ
っ
て
充
填
さ
れ

る
の
か
。
「
哲
学
に
よ
っ
て
」
と
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
な
ら
言
う
だ
ろ

う
。
あ
る
い
は
カ
ン
ト
は
、
「
手
強
く
し
か
も
不
正
な
敵
に
抵
抗
す

る
能
力 V

erm
ögen 

お
よ
び
熟
考
さ
れ
た
決
意 V

orsatz 

が
、
勇0

気0　0 

0

Tapferkeit

（fortitudo

）
」
（
72
）

だ
と
し
て
い
る
。
私
た
ち
の
文
脈
で

言
え
ば
、
暴
力
（
性
）
を
徹
底
し
て
考
え
る
こ
と
が
勇
気
に
つ
な
が
る

は
ず
で
あ
る
。

 
「
拒
絶
」
を
考
え
る
際
に
想
像
さ
れ
た
よ
う
に
、
暴
力
へ
の
抵
抗
は
誤

解
の
可
能
性
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
積
極
的
暴
力
」
と
し
て

の
ラ
ッ
プ
の
よ
う
に
社
会
化
・
文
化
化
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
ス
ポ
ー
ツ
と
教
育
に
関
わ
る
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
と

き
、
「
拒
絶
」
に
至
る
願
い
・
意
志
は
必
然
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

ミ
ッ
チ
ャ
ー
リ
ヒ
が
言
う
よ
う
に
、
荒
々
し
い
行
為
は
周
囲
で
は
な
り
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を
ひ
そ
め
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
（
73
）

。
だ
か
ら
、
和
平
を
望
ん
だ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
自
身
の
荒
々
し
い
行
為
に
よ
っ
て
周
囲
に
波
紋
を
起

こ
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
「
拒
絶
」
の
主
体
は
懊
悩
す
る
か
も
し
れ
な

い
（
74
）

。
し
か
し
、
何
度
振
り
返
っ
て
も
そ
う
す
る
し
か
な
い
よ
う
な
願

い
・
意
志
が
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
入
れ
る
こ
と
も
ま
た
勇
気
の
実
践
な

の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
願
い
・
意
志
が
身
体
内
部
で
ど
う
し
よ
う
も
な

く
燃
え
上
が
っ
た
こ
と
へ
の
究
極
的
な
肯
定
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
は
言
っ
た
。
哲
学
を
学
ぶ
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
哲
学
す
る

こ
と
を
学
び
う
る
の
み
で
あ
る
（
75
）

、
と
。
そ
れ
に
倣
い
、
私
た
ち
は

次
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
。
倫
理
を
学
ぶ
こ
と
は
で
き
ず
、
倫
理
を

為
す
瞬
間
の
た
め
に
た
だ
哲
学
す
る
こ
と
、
倫
理
を
考
え
る
こ
と
を
学

び
う
る
の
み
で
あ
る
、
と
。
だ
が
、
カ
ン
ト
は
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
微
妙
な
自
己
矛
盾
―
「
哲
学
す
る

こ
と
を
学
べ
」
と
言
語
化
し
た
瞬
間
、
そ
れ
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
に

「
カ
ン
ト
哲
学
」
と
し
て
固
定
さ
れ
参
照
さ
れ
て
し
ま
う
！
―
を
お
か

し
て
ま
で
。
彼
を
誤
解
す
る
人
々
が
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
自
分
自
身
の

葛
藤
に
向
き
合
う
の
で
は
な
く
、
彼
の
議
論
を
反
芻
す
る
だ
け
の
者
た

ち
に
違
和
を
感
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
倫
理
学
を
仰
ぐ
ば
か
り

の
倫
理
学
の
教
師

0

0

0

0

0

0

に
、
そ
う
し
た
カ
ン
ト
の
違
和
感
は
理
解
で
き
は
し

ま
い
。

　
哲
学
や
倫
理
（
学
）
は
、
イ
ン
テ
リ

0

0

0

0

た
ち
の
お
し
ゃ
べ
り

0

0

0

0

0

の
た
め
に

提
供
さ
れ
る
ネ
タ
な
ど
で
は
な
く
、
自
己
の
身
に
引
き
受
け
て
身
体
感

性
を
育
む
た
め
に
血
肉
化
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

は
そ
の
ま
ま
本
稿
（
筆
者
）
に
も
向
け
ら
れ
る
。
ず
い
ぶ
ん
議
論
を
し

て
し
ま
っ
た
。
本
稿
を
自
分
に
向
け
返
す
こ
と
で
、
筆
者
も
ま
た
自
己

の
身
体
感
性
を
育
ん
で
ゆ
こ
う
。
そ
こ
に
は
、
哲
学
（
や
倫
理
学
）
を

学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
良
い
生
を
目
指
す
身
体
感
性
論
と
の
共
鳴
が

あ
る
。
暴
力
の
哲
学
も
ま
た
、
ひ
と
つ
の
身
体
感
性
論
と
し
て
私
た
ち

の
身
に
引
き
受
け
ら
れ
、
非
暴
力
へ
の
願
い
へ
と
向
け
て
身
体
化
・
具

現
化
さ
れ
た
と
き
、
は
じ
め
て
そ
の
価
値
を
躍
動
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

（
1
） 

本
稿
は
、
拙
論‟

T
he B

ody F
acing the V

iolence in 
E

ducation : C
ritical O

ptions from
 Som

aesthetics „

（in 
Satoshi H

iguchi Som
aethetics and the Philosophy of 

Culture : Projects in Japan , Routledge, 2021, pp.93-113.

）

か
ら
の
訳
出
と
、
同
「
身
体
感
性
論
を
手
が
か
り
に
し
た
ス

ポ
ー
ツ
と
学
校
に
お
け
る
暴
力
へ
の
対
処
―
暴
力
批
判
へ
の
批

判
を
添
え
て
―
」
（
樋
口
聡
教
授
退
職
記
念
論
集
・
編
集
委
員

会
（
編
）『
身
心
文
化
学
習
論
』
創
文
企
画
、
二
〇
二
一
年
、

八
六
―
九
五
頁
）
の
内
容
を
含
ん
で
い
る
が
、
元
々
は
そ
れ
ら

の
草
稿
で
あ
り
、
そ
れ
に
増
補
・
修
整
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
）「
体
罰
・
暴
力
」
と
い
う
表
記
の
妥
当
性
に
関
す
る
筆
者
の

検
討
に
つ
い
て
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
拙
著
『
体
罰
・
暴

力
・
い
じ
め
―
ス
ポ
ー
ツ
と
学
校
の
社
会
哲
学
』
青
弓
社
、

二
〇
一
九
年
、
三
八
―
四
一
頁
。

（
3
）
シ
オ
ラ
ン,E.

（
出
口
裕
弘
訳
）
『
告
白
と
呪
詛
』
紀
伊
国
屋
書

店
、
二
〇
一
二
年
、
一
七
九
頁
。
（E

m
il C

ioran, Aveux et 
Anathèm

es, G
allim

ard, 1987, p.111.

）
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（
4
）
脳
科
学
に
よ
れ
ば
、
暴
力
に
関
係
し
て
い
る
部
位
を
切
除
す
る

と
、
ヒ
ト
を
含
め
た
様
々
な
動
物
は
社
会
生
活
不
全
に
な
る

と
い
う
。
そ
れ
も
一
つ
の
「
根
絶
」
か
。
以
下
を
参
照
。
ニ
ー

ホ
フ,D

.

（
吉
田
利
子
訳
）
『
平
気
で
暴
力
を
ふ
る
う
脳
』

草
思
社
、2003

年
。（D

ebra N
iehoff, T

he B
iology of 

Violene:H
ow

 U
nderstanding the B

rain, B
ehavior, and 

Environm
ent Can Break the Circle of Aggression,  Free 

Press, 1999.

）

（
5
）
以
下
で
は
、
暴
力
の
根
源
性
が
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
谷
徹
ほ
か
『
暴
力
と
人
間
存
在
』
筑
摩
書
房
、

二
〇
〇
八
年
。

（
6
）
筆
者
は
、
「
暴
力
的
な
人
間
の
気
持
ち
を
あ
る
程
度

0

0

0

0

は
理
解
で

き
て
し
ま
う
」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
著
、
二
五
〇
頁
。

（
7
）
奥
村
は
、
『
エ
リ
ア
ス
・
暴
力
へ
の
問
い
』
（
勁
草
書
房
、

二
〇
〇
一
年
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
私
は
と
き
ど

き
、
私
の
な
か
に
あ
る
ふ
た
つ
の
こ
と
に
、
恐
ろ
し
く
な
る
こ

と
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
私
の
な
か
に
、
そ
こ
か
ら
あ
ふ
れ
出

そ
う
と
す
る
も
の
、
例
え
ば
怒
り
や
憎
し
み
、
嫉
妬
や
羨
望
、

と
き
に
は
激
し
い
愛
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
（
…
）

そ
の
激
し
さ
は
と
き
に
、
他
の
人
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
力
、
つ

ま
り
暴
力
を
、
私
の
言
葉
や
身
体
を
通
し
て
発
揮
す
る
可
能
性

を
持
つ
。
し
か
し
、
私
は
も
う
ひ
と
つ
の
こ
と
に
よ
り
強
い
恐

ろ
し
さ
を
感
じ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
あ
ふ
れ
出
そ
う
と

す
る
も
の
を
、
私
が
抑
え
切
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
、
と
い

う
こ
と
だ
。
（
…
）
怒
り
や
憎
し
み
や
激
し
い
愛
を
内
側
に
抱

え
持
ち
な
が
ら
、
そ
れ
を
他
の
人
に
見
え
な
い
場
所
に
閉
じ
込

め
て
、
私
は
や
さ
し
く
き
ち
ん
と
し
た
私
と
し
て
ふ
る
ま
い
続

け
る
」
（i

－ii

頁
）
。
「
こ
の
よ
う
な
「
私
」
は
ど
の
よ
う
に

し
て
で
き
あ
が
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
こ
に
行

く
の
だ
ろ
う
。
社
会
学
と
い
う
学
問
に
取
り
組
み
な
が
ら
、
私

は
こ
の
「
恐
れ
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
と

思
う
よ
う
に
な
っ
た
」
（ii

頁
）
。

（
8
）
ピ
ン
カ
ー,S.

（
幾
島
幸
子
・
塩
原
通
緒
訳
）『
暴
力
の
人
類
史

（
上
・
下
巻
）』青
土
社
、
二
〇
一
五
年
。（Steven Pinker, 

The B
etter Angels of O

ur N
ature : W

hy Violence H
as 

D
eclined , Viking, 2011.

）

（
9
）
同
書
（
上
巻
）
、一
一
頁
。
（Ibid, p.xxi.

）
た
だ
し
、
「
二
〇

世
紀
は
、
暴
力
が
歴
史
的
に
見
て
減
少
し
て
い
る
と
い
う
見
方

そ
の
も
の
に
対
す
る
侮
辱
と
も
い
え
る
世
紀
だ
っ
た
」（
同
書

（
上
巻
）
、
三
五
〇
頁
（Ibid,p.190.

）
）
。
ち
な
み
に
日
本

は
、
殺
人
件
数
が
「
と
く
に
」
「
低
い
国
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
同
書
（
上
巻
）
、
一
七
六
頁
。
（Ibid, p.88.

）

（
10
）
同
書
（
上
巻
）
、
二
五
三
頁
。
（Ibid, p.133.

）

（
11
）
各
年
度
の
数
字
は
、
文
部
科
学
省
に
よ
る
「
体
罰
の
実
態
把
握

に
つ
い
て
」
と
「
体
罰
に
係
る
懲
戒
処
分
等
の
状
況
一
覧
」
の

各
年
度
版
で
確
認
し
た
。
ち
な
み
に
、
参
議
院
で
は
体
罰
の
実

態
調
査
の
あ
り
方
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
以
下
を
参
照
。
平
井

祐
太
「
体
罰
実
態
調
査
の
在
り
方
を
考
え
る
―
桜
宮
高
校
体
罰
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事
案
か
ら
学
ぶ
も
の
―
」
『
立
法
と
調
査
』
第
三
四
七
号
、

二
〇
一
三
年
、
一
〇
二
―
一
一
一
頁
。

（
12
）
ピ
ン
カ
ー
、
前
掲
書
（
上
巻
）
、
一
一
頁
。
（Pinker, op.cit., 

p.xxi.

）

（
13
）「
私
た
ち
は
基
本
的
に
は
、
暴
力
を
受
け
る
こ
と
を
念
頭
に
置

き
な
が
ら
生
活
を
送
る
こ
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
（
…
）
日

常
的
な
場
面
で
暴
力
を
受
け
る
確
率
を
高
く
見
積
も
っ
て
い

て
は
、
平
静
を
保
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら

だ
」
。
拙
著
、
一
四
頁
。

（
14
）
ピ
ン
カ
ー
、
前
掲
書
（
上
巻
）
、
一
一
頁
。
（Pinker, op.cit., 

p.xxi.

）
拙
著
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
「
暴
力

問
題
が
盛
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
暴
力
へ
の
嫌
悪
感
が
高
ま
れ
ば
、
本
書
の
よ
う
な
複
雑
な
学

術
的
議
論
な
ど
な
く
て
も
、
暴
力
の
抑
止
は
実
現
す
る
と
思
う

人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
は
楽
観
で
き
な
い

の
が
暴
力
問
題
の
闇
の
深
さ
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
暴
力
へ
の

批
判
的
な
言
及
が
な
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
も

私
た
ち
は
暴
力
へ
の
対
策
・
対
処
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
「
暴
力
は
い
け
な
い
」
と
い
う
社
会
的
な
ム
ー
ド
が

広
が
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
人
間
や
社
会
が
暴
力

と
は
無
縁
の
ク
リ
ー
ン
な
も
の
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
は

い
な
い
。
社
会
的
な
ム
ー
ド
は
、
や
は
り
あ
く
ま
で
も
ム
ー
ド

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
暴
力
の
本
質
に
力
強
く
向
き
合
う
も

の
で
は
な
い
」
（
拙
著
、
一
四
頁
）
。

（
15
）
概
念
（
言
葉
）
の
定
義
・
整
理
や
法
を
意
識
す
る
こ
と
が
解
決

に
資
す
る
と
い
う
考
え
は
、
多
く
の
研
究
で
示
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
以
下
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
鈴
木
麻
里
子
「
「
体

罰
」
に
関
す
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
―
桜
宮
高
校
体
罰
問
題
を

境
に
変
容
す
る
「
体
罰
」
概
念
―
」
『
流
通
経
済
大
学
ス
ポ
ー

ツ
健
康
科
学
部
紀
要
』
第
七
巻
、
二
〇
一
四
年
、
一
五
―
三
六

頁
。
中
沢
篤
史
『
そ
ろ
そ
ろ
、
部
活
の
こ
れ
か
ら
を
話
し
ま

せ
ん
か 

未
来
の
た
め
の
部
活
講
義
』
大
月
書
店
、
二
〇
一
七

年
、
一
五
一
―
一
六
四
頁
。
中
小
路
徹
『
脱
ブ
ラ
ッ
ク
部
活
』

洋
泉
社
、
二
〇
一
八
年
、
五
八
頁
。

（
16
）
概
念
（
言
葉
）
の
定
義
・
整
理
に
つ
い
て
の
批
判
的
な
見
方
に

つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
北
澤
毅
『
「
い
じ
め
自
殺
」
の
社

会
学
―
「
い
じ
め
問
題
」
を
脱
構
築
す
る
』
世
界
思
想
社
、

二
〇
一
五
年
、
一
二
三
―
一
四
二
頁
。
今
津
孝
次
朗
『
い
じ

め
・
虐
待
・
体
罰
を
そ
の
一
言
で
語
ら
な
い 

教
育
の
こ
と
ば

を
問
い
直
す
』
新
曜
社
、
二
〇
一
九
年
。

（
17
）
竹
田
は
、
体
罰
概
念
の
混
乱
の
克
服
を
目
指
し
、
エ
ラ
ス
ム
ス

（D
esiderius E

rasm
us, 1466

～1536

）
、
ル
ソ
ー
（Jean-

Jacques Rousseau, 1712

～1778

）
、
カ
ン
ト
ら
の
教
育
論

に
触
れ
な
が
ら
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
だ
が
、
「
学
校
教
育

法
第
一
一
条
但
書
は
体
罰
を
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の

重
み
を
知
る
べ
き
で
あ
る
」
（
竹
田
敏
彦
『
な
ぜ
学
校
で
の
体

罰
は
な
く
な
ら
な
い
の
か

：

教
育
倫
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
体

罰
概
念
を
質
す
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
六
年
、
一
三
五
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頁
）
と
結
論
し
、
法
規
を
改
め
て
強
調
す
る
に
終
わ
っ
て
い

る
。
こ
の
帰
結
は
、
竹
田
が
「
教
育
倫
理
」
を
引
き
出
し
て
く

る
さ
き
の
近
代
教
育
思
想
こ
そ
が
、
体
罰
禁
止
に
典
型
的
に
現

れ
て
く
る
よ
う
な
子
ど
も
の
人
権
や
命
を
尊
重
す
る
発
想
の
由

来
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
じ
つ
は
当
然
の
こ
と
だ
と
言
え

る
。
だ
が
一
方
で
、
寺
崎
が
ロ
ッ
ク
（John Locke, 1632

～

1704

）
の
教
育
論
と
統
治
論
に
着
目
し
な
が
ら
明
ら
か
に
し

て
い
る
よ
う
に
、
体
罰
と
近
代
教
育
（
思
想
）
の
間
に
は
密
接

な
連
関
が
あ
る
。
こ
の
近
代
教
育
（
思
想
）
の
二
律
背
反
は
、

体
罰
・
暴
力
問
題
の
難
し
さ
の
根
源
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か

し
そ
れ
は
、
論
理
に
よ
っ
て
解
消
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

く
、
私
た
ち
が
直
面
し
て
い
る
教
育
と
い
う
営
み
が
暴
力
性
を

内
包
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
粉
飾

0

0

の
た
め
に
教
育
思
想

0

0

0

0

と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
生
み
だ
し
て
く
る
矛
盾
と
い
う
か

た
ち
を
し
た
一
種
の
原
基
な
の
で
あ
る
。
寺
崎
の
研
究
は
以

下
を
参
照
。
寺
崎
弘
昭
『
イ
ギ
リ
ス
学
校
体
罰
史
―
「
イ
ー

ス
ト
ボ
ー
ン
の
悲
劇
」
と
ロ
ッ
ク
的
構
図
』
東
京
大
学
出
版

会
、
二
〇
〇
二
年
。
な
お
、
拙
論
「
「
教
育
の
暴
力
／
暴
力

の
教
育
」
に
い
か
に
向
き
合
う
か
―
信
じ
る
力
を
信
じ
て
」

（
『
福
音
と
世
界
』
第
七
六
巻
・
第
一
号
、
二
〇
二
〇
年
、

一
八
―
二
三
頁
）
で
は
、
寺
崎
の
研
究
に
依
拠
し
な
が
ら
、

体
罰
と
虐
待
を
解
決
す
る
た
め
の
方
向
性
を
検
討
し
た
。
ち
な

み
に
、
日
本
で
初
め
て
学
校
体
罰
が
禁
止
さ
れ
た
の
は
明
治

一
二
（
一
八
七
九
）
年
の
い
わ
ゆ
る
教
育
令
に
お
い
て
で
あ

る
。
こ
れ
は
世
界
的
に
見
て
も
か
な
り
早
い
時
期
で
、
そ
の
成

立
は
国
際
的
な
圧
力
に
因
る
可
能
性
や
田
中
不
二
麿
の
貢
献
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
寺
崎
、
前
掲

書
、
二
二
四
―
二
三
二
頁
。
利
谷
信
義
「
親
と
教
師
の
懲
戒

権
」
『
日
本
教
育
法
学
会
年
報
』
第
四
号
、
一
九
七
五
年
、

一
九
七
頁
。
学
校
体
罰
の
禁
止
は
、
明
治
一
八
（
一
八
八
五
）

年
の
教
育
令
と
明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
の
小
学
校
令
を
除

け
ば
、
現
在
ま
で
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
二
つ
の
年

は
森
有
礼
（
一
八
四
七
―
一
八
八
九
）
が
初
代
文
相
を
務
め
て

い
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
。
森
の
教
育
思
想
は
単
純
な
解

釈
を
許
さ
な
い
多
面
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
一
面
と
し
て
は
国

家
主
義
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
彼
が
軍

式
の
教
育
方
法
と
し
て
兵
式
体
操
を
教
育
界
に
持
ち
込
ん
だ
こ

と
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
、
体
罰
も
そ
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
し

て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
寺
崎
に
よ
れ
ば
、
明
治

二
三
（
一
八
九
〇
）
年
の
小
学
校
令
で
の
体
罰
禁
止
規
定
の
復

活
の
プ
ロ
セ
ス
を
追
う
限
り
、
体
罰
法
禁
条
項
が
消
失
し
た
要

因
は
「
森
の
思
想
内
在
的
な
も
の
の
な
か
に
で
は
な
く
外
的
な

要
因
の
な
か
に
見
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
」
（
寺
崎
、
前
掲
書
、

二
三
三
頁
）
と
い
う
。
と
は
い
え
、
当
時
の
師
範
生
ら
の
手
記

等
を
見
る
限
り
、
法
の
問
題
と
は
別
に
、
現
実
的
に
も
森
の
政

策
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
は
森
の
教
育

思
想
と
政
策
、
と
り
わ
け
師
範
学
校
の
兵
式
体
操
改
革
に
着
目

し
、
当
時
の
師
範
学
校
を
、
教
師
と
体
罰
が
密
接
な
関
係
を
持
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つ
こ
と
に
な
っ
た
歴
史
的
契
機
と
し
て
描
い
た
こ
と
が
あ
る
。

「
体
育
教
師
と
体
罰
の
歴
史
―
森
有
禮
の
師
範
学
校
に
お
け
る

兵
式
体
操
改
革
へ
の
着
目
―
」
修
士
論
文
（
岡
山
大
学
）
、

二
〇
一
四
年
。

（
18
）
こ
の
見
方
に
つ
い
て
は
特
に
以
下
を
参
照
し
た
。
ア
ド
ル

ノ,T
h.W

.
（
木
田
元
ほ
か
訳
）
『
否
定
弁
証
法
』
作
品
社
、

一
九
九
六
年
、
一
八
―
一
九
頁
。
（T

heodor W
. A

dorno, 
N

egative D
ialektik

, Suhrkam
p, 1966, S.23.

）
今
村
仁
司

「
暴
力
以
前
の
力 
暴
力
の
根
源
」
谷
徹
ほ
か
『
暴
力
と
人
間

存
在
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
七
〇
―
八
六
頁
。

（
19
）
こ
の
問
題
性
は
既
に
顕
在
化
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
拙
論

（
二
〇
二
二
年
）
の
註
20
を
参
照
さ
れ
た
い
。
一
方
、
そ
う
し

た
問
題
性
に
対
す
る
疑
義
も
既
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
猿
橋
善
宏
は
、
『
部
活
は
そ
ん
な
に
悪
者
な
の
か?!

脱
ブ

ラ
ッ
ク
部
活!

現
役
教
師
の
挑
戦
』（
イ
ン
プ
レ
ス
、
二
〇
二
〇

年
）
の
中
で
、
学
校
に
ブ
ラ
ッ
ク
な
面
が
あ
る
こ
と
自
体
は
認

め
な
が
ら
も
、「
ブ
ラ
ッ
ク
部
活
動
」
と
い
う
指
摘
の
仕
方
や

部
活
動
の
地
域
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
全
て
が
解
決
さ
れ
る
と

は
思
え
ず
、「
部
活
動
全
般
が
子
ど
も
た
ち
を
束
縛
し
、
自
由

と
学
習
の
機
会
を
奪
う
も
の
と
し
て”
ブ
ラ
ッ
ク“
と
名
付
け

ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
あ
ま
り
に
も
論
が
偏
り
す
ぎ
て
い
る
」

（
六
頁
）
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
神
内
聡
は
、
『
学
校
弁
護

士 

ス
ク
ー
ル
ロ
イ
ヤ
ー
が
見
た
教
育
現
場
』
（
角
川
新
書
、

二
〇
二
〇
年
）
の
中
で
、
「
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
て
一
方
的
に

部
活
動
を
批
判
す
る
あ
ま
り
、
「
教
師
が
部
活
動
顧
問
を
や
る

べ
き
か
ど
う
か
」
と
い
う
問
題
と
、
教
師
の
「
長
時
間
労
働
」

の
問
題
が
同
一
視
さ
れ
て
議
論
さ
れ
る
風
潮
」
（
一
八
六
頁
）

が
最
も
問
題
で
あ
る
、
と
然
る
べ
き
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
ち

な
み
に
、
筆
者
も
部
活
動
改
革
に
は
批
判
的
な
見
解
を
持
っ
て

い
る
。
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
最
も
強
い
疑
義
は
、
「
地

域
」
と
い
う
こ
と
で
具
体
的
に
何
が
指
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い

う
点
に
関
わ
っ
て
い
る
。
特
に
戦
後
以
降
、
日
本
社
会
で
地
域

共
同
体
が
失
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
「
移
行
す
る
」
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と

な
の
か
。
真
剣
に
「
地
域
」
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

部
活
動
改
革
な
ど
と
い
う
狭
い
範
囲
を
超
え
て
、
地
域
共
同
体

の
再
構
築
そ
の
も
の
に
な
っ
て
い
く
は
ず
だ
が
、
そ
こ
ま
で
の

こ
と
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
そ
こ
か
ら
憂

慮
さ
れ
る
の
は
、
ス
ポ
ー
ツ
指
導
業
者
間
で
生
じ
る
生
存
戦
略

の
激
化
、
そ
れ
に
伴
う
各
チ
ー
ム
の
差
異
化
＝
個
別
化
、
そ
の

結
果
と
し
て
の
同
質
集
団
内
で
の
固
着
と
同
質
集
団
間
の
分
断

で
あ
る
。
体
罰
・
暴
力
問
題
で
い
え
ば
、
戸
塚
ヨ
ッ
ト
ス
ク
ー

ル
が
想
起
さ
れ
る
。
あ
そ
こ
で
起
き
た
こ
と
は
、
「
困
っ
た
我

が
子
を
ど
う
に
か
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
親
の
ニ
ー
ズ
の
同
質

性
の
亢
進
に
よ
る
同
ス
ク
ー
ル
の
暴
力
性
の
暴
発
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
集
団
内
で
多
様
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
、
体
罰
・

暴
力
の
予
防
の
観
点
か
ら
し
て
危
険
で
あ
る
。

（
20
）
ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
暴
力
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の
正
当
化
は
事
後
的
に
の
み
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の

際
、
語
る
こ
と
や
行
う
こ
と
は
語
ら
れ
た
こ
と
や
行
わ
れ
た
こ

と
に
還
元
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
語
ら
れ

た
こ
と
や
行
わ
れ
た
こ
と
の
正
統
化
は
常
に
不
十
分
な
根
拠
を

提
供
す
る
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
も
し
こ
れ
ら
の
こ
と
が

正
し
い
と
す
る
と
、
い
か
な
る
正
当
化
に
よ
っ
て
も
埋
め
よ

う
も
な
い
真
空
地
帯
が
口
を
開
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

よ
う
な
事
情
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
し
人
が
正
当
化
の
空
隙

を
埋
め
よ
う
と
し
、
暴
力
的
な
る
も
の
の
あ
ら
ゆ
る
契
機
を
根

絶
し
よ
う
と
試
み
る
な
ら
（
…
）
そ
の
場
合
に
は
、
増
大
し

た
過
剰
正
当
化
（Ü

berlegitim
ierung

）
か
ら
帰
結
す
る
暴
力

の
特
殊
形
態
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
」
。
ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ
ェ

ル
ス,B

.

（
村
田
純
一
訳
）
「
正
当
化
の
限
界
と
暴
力
へ
の
問

い
」
現
象
学
・
解
釈
学
研
究
会
（
編
）
『
理
性
と
暴
力
』
一
九

―
二
〇
頁
。
（B

erm
hard W

aldenfels, ‟
G

renzen der 
Legitim

ierung und die Frage nach der G
ew

alt „ in D
er 

Stachel des Frem
den, Suhrkam

p, 1990, S.117.

）

（
21
）「
暴
力
の
社
会
哲
学
」
を
打
ち
出
し
た
の
は
、
博
士
学
位
論
文

「
学
校
教
育
の
暴
力
性
に
関
す
る
社
会
哲
学
的
研
究
―
ス
ポ
ー
ツ

集
団
へ
の
着
目
か
ら
」
（
広
島
大
学
、
二
〇
一
七
年
）
に
お
い
て

で
あ
る
。
な
お
、
拙
著
は
こ
の
博
士
論
文
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

（
22
）
詳
細
に
つ
い
て
は
拙
著
の
五
五
―
一
〇
四
頁
、
一
五
四
―

一
九
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
23
）
こ
の
こ
と
に
関
し
て
も
、
概
念
（
言
葉
）
の
定
義
・
整
理
の
問

題
が
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ス
ポ
ー
ツ
と
教
育
は

概
念
的
に
異
な
っ
て
お
り
、
運
動
部
活
動
は
そ
の
矛
盾
を
抱
え

て
い
る
こ
と
で
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
議
論
に
対
す
る
批
判
を
、
既
に
筆
者

は
、
「
ス
ポ
ー
ツ
の
論
理
」
と
「
教
育
の
論
理
」
を
め
ぐ
る
先

行
研
究
に
対
し
て
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
以
下
を
参
照
さ
れ
た

い
。
拙
著
、
二
三
五
―
二
三
六
頁
。

（
24
）
鳶
野
は
、
教
育
と
暴
力
の
密
接
な
連
関
を
考
え
る
際
、
そ
の
典

型
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
運
動
部
活
動
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
鳶

野
克
己
「
暴
力
の
教
育
的
擬
態
を
超
え
て
―
教
育
学
的
暴
力
研

究
に
お
け
る
人
間
学
的
展
開
の
た
め
に
」
谷
ほ
か
、
前
掲
書
、

一
二
四
―
一
二
五
頁
。
運
動
部
活
動
の
体
罰
に
つ
い
て
は
、
学

校
全
体
の
も
の
と
は
別
に
、
運
動
部
活
動
の
体
罰
に
つ
い
て
は

実
態
調
査
が
文
部
科
学
省
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
庄
形

は
、
高
校
に
つ
い
て
だ
け
だ
が
、
年
度
別
発
生
件
数
を
グ
ラ
フ

化
し
て
い
る
。
可
視
化
さ
れ
て
い
て
推
移
が
わ
か
り
や
す
い
。

庄
形
篤
「
体
罰
肯
定
意
識
の
形
成
過
程
と
〈
成
長
〉
に
収
斂
す

る
運
動
部
活
動
の
構
造

：

事
例
研
究
に
よ
る
可
能
性
の
示
唆
」

博
士
論
文
（
早
稲
田
大
学
）
、
二
〇
一
八
年
、
四
頁
。
な
お
庄

形
は
、
筆
者
の
体
罰
・
暴
力
研
究
が
「
演
繹
的
」
で
あ
る
が
ゆ

え
に
「
現
場
の
多
様
性
を
見
落
と
し
て
い
る
」
（
同
論
文
、
六

頁
）
と
し
て
い
る
が
、
拙
著
で
「
暴
力
の
記
憶
」
と
い
う
章
を

設
け
て
い
る
よ
う
に
、
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
い
わ
ば

一
人
の

0

0

0n
0

と
し
て
の
或
る
種
の
当
事
者
研
究
で
あ
り
、
自
身
の
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体
験
を
懸
命
に
言
語
化
し
、
そ
れ
が
他
の
場
合
に
も
有
益
な
か

た
ち
で
共
有
さ
れ
た
り
、
他
者
の
思
考
を
触
発
す
る
こ
と
を
目

指
し
た
も
の
だ
っ
た
。

（
25
）Richard Shusterm

an,‟
Som

aesthetics and E
ducation „  

in B
ulletin of the G

raduate School of E
ducation, 

H
iroshim

a U
niversity Part I , N

o. 51, 2002, p.17.

（
26
）Ibid., pp.17-18. 

身
体
感
性
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
ス

タ
ー
マ
ン
の
諸
著
作
及
び
樋
口
と
裵
に
よ
る
解
説
を
参
照
さ
れ

た
い
。
樋
口
聡
『
身
体
教
育
の
思
想
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
五

年
、
一
四
九
―
一
六
三
頁
。
裵
芝
充
「
訳
者
解
題
」
、
樋
口
聡

教
授
退
職
記
念
論
集
・
編
集
員
会
（
編
）
、
前
掲
書
、
四
一
―

四
三
頁
。
な
お
、
「
身
体
感
性
論
」
と
い
う
訳
語
は
、
樋
口
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
27
）
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン,R

.

（
秋
庭
史
典
訳
）
『
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

芸
術
の
美
学 

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
』
勁
草

書
房
、
一
九
九
九
年
、
一
〇
五
―
一
〇
六
頁
。(R

ich
ard 

Shusterm
an, Pragm

atist A
esthetics Living B

eauty, 
Rethinking Art , 2nd Ed., Row

m
an &

 Littlefield Pub Inc., 
2000, p.170.)

（
28
）
同
書
、
一
〇
八
頁
。
（Ibid., p.171.

）

（
29
）
同
書
、
一
六
八
頁
。
（Ibid., p.206.

）

（
30
）
樋
口
、
前
掲
書
、
一
四
〇
―
一
四
二
頁
。

（
31
）
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
、
前
掲
書
、
一
五
九
―
一
八
三
頁
。

（Shusterm
an, op.cit., p.201-215.

） 

（
32
）
同
書
、
一
五
九
―
一
八
三
頁
。
（Ibid., pp.201-215.

）

Richard Shusterm
an, ‟

Rap A
esthetics : V

iolence and 
the A

rt of K
eeping It Real „ in D

. D
arby and T. Shelby 

(eds.) H
ip H

op and Philosophy, Illinois : C
hicago and La 

Salle, 2005, pp.54-57.

（
33
）Ibid., p.60.

（
34
）Ibid., p.59.

（
35
）Ibid., p.63. 

（
36
）
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
は
、
「
す
ば
や
く
激
し
い
（sw

ift and 
intense

）
動
き
」
と
い
う
簡
便
な
暴
力
の
定
義
を
示
し
、
美
的

暴
力
は
、
ラ
ッ
プ
だ
け
で
は
な
く
、
偉
大
な
も
の
と
見
な
さ
れ

て
き
た
歴
史
的
な
芸
術
作
品
に
お
い
て
も
機
能
し
て
い
る
と
見

て
い
る
。Ibid., p.56.

（
37
）Ibid., pp.63-64. 

（
38
）
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
、
前
掲
書
、
一
九
九
九
年
、iii

頁
。
（
日
本

語
版
へ
の
序
文
）

（
39
）
同
書
、3-102

頁
。
（Shusterm

an, op.cit., 2000, pp.1-64.

） 

（
40
）
樋
口
聡
「
ス
ポ
ー
ツ
の
美
学
と
ア
ー
ト
教
育
」
『
子
ど
も
た
ち

の
想
像
力
を
育
む 

ア
ー
ト
教
育
の
思
想
と
実
践
』
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、
二
〇
〇
頁
。 

（
41
）
樋
口
聡
『
教
育
に
お
け
る
身
体
知
研
究
序
説
』
創
文
企
画
、

二
〇
一
七
年
、
一
二
九
頁
。

（
42
）
諏
訪
は
、
教
育
は
「
行
政
の
ち
か
ら
」
「
民
間
の
ち
か
ら
」

「
教
師
の
ち
か
ら
」
「
子
ど
も
の
力
」
の
四
つ
要
素
か
ら
構
成
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さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
力
や
考
え
が
絡
み
合
い
、
影
響
を

与
え
合
っ
て
動
い
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
諏
訪
哲
二
『
諏

訪
哲
二 

さ
い
ご
の
三
番
勝
負
』
文
藝
春
秋
、
二
〇
一
八
年
、

五
一
頁
。 

（
43
）Richard Shusterm

an, Body Consciousness A Philosophy 
of M

indfulness and Som
aesthetics , C

am
bridge 

U
niversity Press, 2008, pp.145-146. Richard Shusterm

an, 
Thinking through the B

ody Essays in Som
aesthetics, 

C
am

bridge U
niversity Press, 2012, pp.28-29. 

（
44
）Ibid., p.30. 

（
45
）Ibid., p.30. 

（
46
）Ibid., pp.302-314. 

（
47
）Ibid., p.313. 

（
48
）Shusterm

an, op.cit., 2008, p.155. 

（
49
）
樋
口
は
、
「
怒
り
」
と
い
う
行
動
の
表
面
だ
け
に
し
か
注
目
せ

ず
、
そ
れ
を
即
「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
だ
と
宣
言
し
、
処
理
す
る

よ
う
な
昨
今
の
社
会
的
な
風
潮
を
「
非
知
的
」
だ
と
厳
し
く
批

判
・
牽
制
し
て
い
る
。
樋
口
聡
「
感
性
教
育
論
の
展
開
（
四
）

―
技
能
―
」
『
広
島
大
学
大
学
院
人
間
社
会
科
学
研
究
科
紀
要

「
教
育
学
研
究
」
』
第
一
号
、
二
〇
二
〇
年
、
九
頁
。 

（
50
）
拙
論
「
ス
ポ
ー
ツ
指
導
の
問
題
性
」
高
橋
徹
（
編
）
『
は
じ
め

て
学
ぶ
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
哲
学
』
み
ら
い
出
版
、
二
〇
一
八

年
、
七
八
―
九
一
頁
。 

（
51
）
木
田
元
『
偶
然
性
と
運
命
』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
一
年
、
一
二

頁
。 

（
52
）
ポ
ラ
ン
ニ
ー,M

.

（
高
橋
勇
夫
訳
）
『
暗
黙
知
の
次
元
』
ち
く

ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
、
二
〇
頁
。
（M

ichael Polanyi, 
The Tacit D

im
ension, Peter Sm

ith, 1983, p.11. 

） 

（
53
）
小
林
秀
雄
「
批
評
」
『
考
へ
る
ヒ
ン
ト
』
文
藝
春
秋
、

一
九
六
四
年
、
一
七
一
頁
。 

（
54
）
暴
力
研
究
に
関
わ
る
筆
者
の
実
存
を
以
下
で
告
白
し
た
こ
と
が

あ
る
。
拙
報
「
体
罰
・
暴
力
に
向
き
合
う
と
は
い
か
な
る
こ
と

な
の
か
―
あ
る
い
は
、
平
和
を
願
う
魂
に
つ
い
て
」
『
体
育
哲

学
年
報
』
第
五
〇
号
、
二
〇
二
〇
年
、
三
八
―
四
三
頁
。 

（
55
）
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン,L.

（
奥
雅
博
訳
）
「
論
理
哲
学

論
考
」
『
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
全
集
一
』
大
修
館
、

一
九
七
七
年
、
一
六
七
頁
。
（L

udw
ig W

ittgenstein, 
T

ractatus Logico-Philosophicus, R
outledge, 1922, 

S.148.

） 

（
56
）
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン,L.

（
杖
下
隆
英
訳
）
「
倫
理
学

講
和
」
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
全
集
五
』
大
修
館
、

一
九
七
六
年
、
三
八
五
頁
。
（Ludw

ig W
ittgenstein, ‟

A 
Lecture on M

oral „ in The Philosophical V
iew

, 1965, 
p.11.

） 
（
57
）
黒
崎
宏
『
「
語
り
得
ぬ
も
の
」
に
向
か
っ
て 

ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
』
勁
草
書
房
、
一
九
九
一
年
、

一
五
五
頁
。 

（
58
）
し
か
し
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
倫
理
学
を
軽
視
し
て
い
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た
わ
け
で
は
な
い
。
「
倫
理
学
が
人
生
の
究
極
の
目
的
、
絶
対

的
善
、
絶
対
的
に
価
値
あ
る
も
の
に
つ
い
て
何
か
を
語
ろ
う
と

す
る
欲
求
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
科
学
で
は

あ
り
得
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
語
る
こ
と
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い

て
も
わ
れ
わ
れ
の
知
識
を
増
や
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
そ
れ
は
人
間
の
精
神
に
潜
む
傾
向
を
し
る
し
た
文
書

で
あ
り
、
私
は
個
人
的
に
は
こ
の
傾
向
に
深
く
敬
意
を
払
わ
ざ

る
を
得
ま
せ
ん
し
、
ま
た
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
私
は
そ
れ
を

あ
ざ
け
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
で
し
ょ
う
」
。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
、
前
掲
書
、
一
九
七
六
年
、
三
九
三
―
三
九
四

頁
。
（W

ittgenstein, op.cit., 1965, p.12.

） 

（
59
）
シ
ラ
ー,F

.v.

（
小
宮
曠
三
訳
）
「
崇
高
に
つ
い
て
」
『
世

界
文
学
大
系
一
八
』
筑
摩
書
房
、
一
九
五
九
年
、
六
五

頁
。
（Friedrich von Schiller, ‟

Ü
ber das E

rhabene „ 
in V

om
 Pathetischen und E

rhabenen : Schriften zur 
D

ram
entheorie, hrs. K

laus L. B
erghahn, Reclam

, 2009, 
S.99.

） 

（
60
）
カ
ン
ト,I.

（
樽
井
正
義
・
池
尾
恭
一
訳
）
「
人
倫
の
形
而
上

学
」
『
カ
ン
ト
全
集
一
一
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、

二
五
四
頁
。
（Im

m
anuel K

ant, ‟
D

ie M
etaphysik der 

Sitten „ in K
ants W

erke Akadem
ie Textausgabe B

d.VI, 
1968, SS.388-389. 

（
61
）
同
書
、
二
四
五
頁
。
（Ibid, S.382.

） 

（
62
）
同
書
、
二
四
三
頁
。
（Ibid, S.381.

） 

（
63
）
同
書
、
二
四
三
頁
。
（Ibid, S.380.

） 

（
64
）
カ
ン
ト
倫
理
学
が
示
す
行
為
と
法
則
の
繊
細
な
関
係
に
つ
い

て
、
ジ
ュ
パ
ン
チ
ッ
チ
（A

lenka Zupan či č, 1966

～
）
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
を
「
主
体
な
き
主
体
化
と
し
て
の
行
為
（act as 

subjectivation w
ithout subject

）
」
と
表
現
す
る
だ
ろ
う
。

ジ
ュ
パ
ン
チ
ッ
チ
は
、
ラ
カ
ン
（Jacques Lacan, 1901

～

1981

）
を
軸
に
カ
ン
ト
倫
理
学
の
精
神
分
析
学
的
翻
訳
を
試

み
る
な
か
で
こ
の
表
現
を
提
示
し
て
い
る
。
ジ
ュ
パ
ン
チ
ッ

チ, A.

（
冨
樫
剛
訳
） 

『
リ
ア
ル
の
倫
理 

カ
ン
ト
と
ラ
カ
ン
』

河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
一
七
頁
。
（A

lenka 
Zupan či č, Ethics of the Real: K

ant, Lacan
, Verso, 2000, 

p.96.

） 

（
65
）
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
、
前
掲
書
、
一
九
九
九
年
、
二
三
五
頁
。

（Shusterm
an, op.cit., 2000, p.243.

） 

（
66
）
こ
の
解
釈
に
は
、
中
島
の
カ
ン
ト
解
釈
の
影
響
が
あ
る
。
以
下

を
参
照
。
中
島
義
道
『
悪
に
つ
い
て
』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
五

年
。 

（
67
）
永
井
均
『
道
徳
は
復
讐
で
あ
る 

ニ
ー
チ
ェ
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン

の
哲
学
』
河
出
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
、
一
五
八
―
一
六
〇
頁
。 

（
68
）
ハ
イ
ト
は
、
カ
ン
ト
が
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
無
邪
気
な
問
い
を
発
し
て
い
る
。
ハ
イ
ト,J.

（
高
橋
洋
訳
）
『
社
会
は
な
ぜ
左
と
右
に
わ
か
れ
る
の
か 

対

立
を
超
え
る
道
徳
心
理
学
』
紀
伊
国
屋
書
店
、
二
〇
一
四
年
、

一
九
八
―
一
九
九
頁
。
（Jonathan H

aidt, The Righteous 



112

M
ind W

hy G
ood People are D

ivided by Politics and 
Religion , Penguin B

ooks, 2013, p.140.

） 
（
69
）
拙
論
「
ニ
ー
チ
ェ
は
か
く
語
ら
む
―
ニ
ー
チ
ェ
と
と
も
に
現
代

ス
ポ
ー
ツ
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
」
（
『
体
育
の
科
学
』
第

六
七
巻
・
第
二
号
、
二
〇
一
七
年
、
一
二
四
―
一
二
八
頁
）

で
、
「
定
言
命
法
は
残
虐
の
臭
い
が
す
る
」
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ

（Friedrich N
ietzsche, 1844

～1900

）
の
言
葉
を
引
用
し
た

こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ド
ー
ピ
ン
グ
や
暴
力
と
い
っ
た
問
題

の
闇
の
深
さ
に
迫
る
た
め
に
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
・
思
想
を
必
要
と

し
た
か
ら
だ
っ
た
。
当
時
は
、
こ
こ
で
示
し
て
い
る
よ
う
な
カ

ン
ト
倫
理
学
の
価
値
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
。 

（
70
）
カ
ン
ト
、
前
掲
書
、
二
四
八
頁
。
（K

ant, op.cit., S.385.

）
も
っ

と
も
、
カ
ン
ト
は
陰
口
や
嘘
を
言
っ
て
は
な
ら
な
い
と
、
具
体

的
な
言
及
も
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
陰
口
や
嘘
を
言
っ
て
は

い
け
な
い
」
と
い
う
「
教
え
」
で
は
な
く
、
「
な
ぜ
言
っ
て
は

い
け
な
い
の
か
」
と
い
う
「
説
明
」
で
あ
る
。
だ
が
、
特
に
嘘

に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
議
論
は
既
に
多
く
の
物
議
を
醸
し
て
き

た
。
具
体
的
な
レ
ベ
ル
に
な
る
と
、
状
況
の
多
様
性
が
あ
る
以

上
、
ど
う
し
て
も
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。 

（
71
）
小
林
秀
雄
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
今
日
の
イ
ン
テ
リ

と
い
う
の
は
実
に
無
責
任
で
す
。
（
…
）
責
任
な
ど
取
れ
な
い

よ
う
な
こ
と
ば
か
り
人
は
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
信
ず
る
と
い

う
こ
と
は
、
責
任
を
取
る
こ
と
で
す
。
僕
は
間
違
っ
て
信
ず
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。
万
人
の
如
く
考
え
な
い
の
だ
か
ら
。
僕

は
僕
流
に
考
え
る
ん
で
す
か
ら
、
勿
論
間
違
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
責
任
は
取
り
ま
す
。
そ
れ
が
信
ず
る
こ
と
な
の

で
す
。
信
ず
る
力
を
失
う
と
、
人
間
は
責
任
を
取
ら
な
く
な
る

の
で
す
」
。
小
林
秀
雄
「
信
ず
る
こ
と
と
知
る
こ
と
」
『
学
生

と
の
対
話
』
新
潮
社
、
二
〇
一
四
年
、
四
六
―
四
七
頁
。 

（
72
）
カ
ン
ト
、
前
掲
書
、
二
四
二
頁
。
（K

ant, op.cit., S.380.

） 

（
73
）
ミ
ッ
チ
ャ
ー
リ
ヒ, A

.

（
竹
内
豊
治
訳
）
『
攻
撃
す
る
人
間
』

法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
九
年
、
三
頁
。
（A

lexander 
M

itcherrich, D
ie Idee des Friedens und die m

enschliche 
Aggressivität : vierVersuche, Suhrkam

p, 1969, S.2.

） 

（
74
）
た
だ
、
養
老
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
の
「
世
間
」
や
集
団

が
「
無
思
想
と
い
う
思
想
」
を
特
性
と
し
て
持
っ
て
い
る
こ
と

を
考
え
た
と
き
、
倫
理
へ
の
行
為
は
、
「
言
っ
て
も
理
解
さ
れ

な
か
っ
た
」
こ
と
へ
の
最
終
手
段

0

0

0

0

と
い
う
（
危
険
な
）
性
格
を

帯
び
る
可
能
性
が
あ
る
。
養
老
の
議
論
は
以
下
を
参
照
。
養
老

孟
司
『
身
体
の
文
学
史
』
新
潮
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
。
同
『
無

思
想
の
発
見
』
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
五
年
。 

（
75
）
カ
ン
ト,I.

（
有
福
孝
岳
訳
）
「
純
粋
理
性
批
判
（
下
）
」
『
カ

ン
ト
全
集
六
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
一
一
五
―
一
一
六

頁
。
（Im

m
anuel K

ant, ‟
K

ritik der reinen V
ernunft „ 

in K
ants W

erke Akadem
ie Textausgabe. B

d. III, 1968, 
SS.541-542.

） 
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