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技
術
と
媒
介
の
社
会
学

門
部

昌
志

〈要
旨

〉

本
稿

は
、
中
井

正

一
の
著
作
を
手

が
か

り
と
し

て
、

メ
デ

ィ

ア
と
思
惟

の
関
連
性

、

及
び
媒
介

と
し

て
の
技
術

に

つ
い
て
議

論
す

る
も

の
で
あ
る
。

「
い
わ
れ
る
論
理
」
、

「書

か

れ
る
論
理
」
、

「印
刷

さ
れ
る
論
理
」

な
ど

の
術
語

に
見
ら
れ

る
よ
う

に
、
中
井
正

一

は

、
社

会
制
度

を
考

慮

し
な
が
ら
、
各
文
化

段
階

に
お
け
る

メ
デ
ィ
ア
と

思
惟

形
態

の

関
連

性
を
定
式
化

し
た
。
本

稿

で
は
、
中

井

に
よ

る
こ
の
メ
デ

ィ
ア
史
的

展
望

と
そ

の

理
論

的
背
景

に

つ
い
て
述
べ
る
。
私
見

で
は
、
こ

の
視
点

は
、
知
識

の
社
会

的
拘

束
性

に
着

目
す
る
も

の
で
あ
り

、
と
り
わ
け
、
知

識
に
内
在
す

る
と
同
時

に
外
在
す

る

メ
デ

ィ
ア
と

思
惟
形
態

の
関
連
を
指

摘
す

る
点

で
興
味
深

い
も

の
で
あ

る
。

一
九

三
〇
年

代

の
日
本

で
形
成

さ
れ
た
、
中

井

の
視
点

の
理
論
的
背
景
と

し
て
、
本
稿

で
は
、

ベ
ラ

・

バ
ラ
ー
ジ

ュ
の
映

画
理
論

や
実

体
概
念
か

ら
機
能
概
念

へ
の
移

行

に
注
目
す

る
。

そ
し

て
、
身
体

の
拡
大
と

し

て
の
機

械
と

い
う
視
点

に
加
え

て
、

機
能
概
念

の
発
展
と

し
て

位
置
づ

け
ら
れ
た
技

術

の
問
題

を
考
察
す

る
。

中
井

に
お
け

る
媒
介
と
し

て
の
技

術
と

は
、
自
然

系
列
/
人

間
的
系
列
を

関
連
づ
け

、
現
実
と
非
現
実
を

相
互

に
転
換
す

る
も

の
で
あ

る
。
本
稿

で
は
、
中
井

に
お
け
る

メ
デ
ィ
ア
、
お
よ
び

そ

の
背
景

で
あ

る
、
機

能
概
念
や
技
術
論
、
媒
介

に
つ
い
て
考
察
す

る
。

キ
ー

ワ
ー
ド

中
井
正

一

機
能

技
術

媒
介

メ
デ

ィ
ア
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一
.

は

じ

め

に

美
学
者
と
し
て
出
発
し
、
「委
員
会
の
論
理
」
で
知
ら
れ
る
中
井
正

一
は
、

一

九
五
〇
年
代
後
半
に
鶴
見
俊
輔
が
発
表
し
た
諸
論
考
を
契
機
と
し
て

「
マ
ル
ク

ス
主
義
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
」

の
文
脈
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た

[鶴
見

一
九
五
七

一
九
五
九

一
九
六
二
、
山
田

一
九
七
二
、
針
生

一
九
七
三
、

竹
内

一
九
八
○
]
。
と
こ
ろ
が
近
年
で
は
、
彼
の
著
作
は
メ
デ
ィ
ア
論
的
関
心

か
ら
読
み
直
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る

[上
野

一
九
九
五
、
桂

一
九
九
六
]。

一

見
し
た
と
こ
ろ
、
中
井
正

一
に
関
す
る
研
究
に
は

(、)、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

論
か
ら
メ
デ
ィ
ア
論

へ
の
移
行
が
見

い
だ
せ
る
か
の
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
と
メ
デ
ィ
ア
論
の
二
分
法
を
前
提
と
し
た
価
値
転
倒

が
重
要
で
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
と

い
う
の
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
論
に
よ

っ
て
な
き
れ
た
中
井
研
究
の
中
に
、
メ
デ
ィ
ア
論
的
視
点

が
既
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る

(、)。
中
井
自
身
の
著
作
に
も
ま
た
、
メ
デ

ィ
ア
論
的
視
点
と
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
論
的
視
点
の
両
者
を
潜
在
的
に
見
出

し
う
る
。
し
た
が

っ
て
、
メ
デ
ィ
ア
論
と

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
L
シ
ョ
ン
論
の
二
者
択

一
は
無
意
味
で
あ
る
。
中
井
正

一
の
メ
デ
ィ
ア
論
的
側
面
を
浮
き
彫
り
に
す
る

際
に
留
意
す
べ
き
点
は
、
メ
デ
ィ

ア
論
な
き
中
井
研
究
、
お
よ
び

コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
論
な
き
中
井
研
究
の
両
者
か
ら
距
離
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
対
象
は
、
主
体
と
主
体
の
問
に
お
け

る
伝
達
と
受
容
で
あ
る
と
し
、
メ
デ
ィ
ア
論
の
対
象
を
主
体
と
客
体
の
問
に
お

け
る
認
識
の
規
定
性
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
メ
デ
ィ
ア
論
と
コ

・、、
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
対
象
は
対
立
と
し
て
で
は
な
く
、
絡
み
合
い
の
関
係

923

に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
諸
主
体
間
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
・

ー
シ
ョ
ン
は
何
ら
か
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ

っ
て
媒
介
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、

客
体
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ァ
に
よ
る
主
体

の
認
識
の
規
定
は
何
ら
か
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
生
起
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
課
題
と
な
る

の
は
、
メ
デ
ィ
ア
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
相
互
的
前
提
を
考
慮
し
な
が
ら
、

中
井
研
究
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
社
会
学
的
視
点
を
評
価
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
私
が
メ
デ
ィ
ア
社
会
学
と
呼
ぶ
視
点
は
、
メ
デ
ィ
ア
を
社
会
的
コ
ン

テ
ク
ス
ト
か
ら
切
り
離
し
、
技
術
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
認
識
の
規
定
性

を
過
度
に
強
調
す
る
技
術
決
定
論
と
は
異
な
る
。
さ
ら
に
、
知
識
の
社
会
的
拘

束
性
と
い
う
問
題
に
お
い
て
、
メ
デ
ィ
ア
社
会
学
の
視
点
は
社
会
的
要
因
の
み

を
重
視
す
る
も
の
で
は
な
く
、
メ
デ
ィ
ア
と
認
識
と
の
関
連
性
も
ふ
ま
え
た
も

の
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
社
会
学
の
視
点
は
、
技
術
決
定
論
と
社
会
決
定
論
の
両

者
を
回
避
す
る
。
そ
れ
は
、
メ
デ
ィ
ア
と
社
会
を
二
元
的
対
立
に
お
い
て
で
は

な
く
、
相
互
的
な
規
定
性
に
お
い
て
把
握
す
る
。
中
井
正

一
の
著
作
を
再
考
す

る
本
稿
の
試
み
は
、
技
術
決
定
論
、
お
よ
び
経
済
決
定
論
と
は
異
な
り
、
メ
デ

ィ
ア
と
社
会
の
相
互
的
な
条
件
づ
け
と
い
う
視
点
を
考
慮
し
な
が
ら
行
う
こ
と

に
な
る
。
た
だ
し
、
全
て
の
メ
デ
ィ
ア
論
が
技
術
決
定
論
で
あ
る
わ
け
で
は
な

い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
メ
デ
ィ
ア
社
会
学
と
メ
デ
ィ
ア
論
は
重
複
し
う
る
。

以
下
、
本
稿
で

「
メ
デ
ィ
ア
論
」
と
述
べ
る
際
に
は
、
先
に
述
べ
た

「メ
デ
ィ

ア
社
会
学
」
と
し
て
の
意
味
を
込
め
て
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
。

以
下
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
/
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
及
び
社
会
に
関
し
て
、

中
井
正

一
の
著
作
に
潜
在
す
る
視
点
を
再
構
成
す
る
。
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、



メ
デ
ィ
ア
史
的
視
点
と
思
惟
形
態
の
関
連
性
と
い
う
問
題
系
で
あ
る
。
知
ら
れ

る
よ
う
に
、
中
井
正

一
は
、
「
い
わ
れ
る
論
理
」
「書
か
れ
る
論
理
」
「印
刷
さ
れ

る
論
理
」
、
そ
し
て

「電
送
せ
る
言
葉
」
や

「見
る
言
葉
」
な
ど
の
術
語
を
用
い

て
お
り
、
各
メ
デ
ィ
ア
に
対
応
す
る
思
惟
形
態
を
想
定
し
て
い
る
。
中
井
正

一

の
著
作
を
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
り

、
私
た
ち
は
メ
デ
ィ
ア
史
と
思
惟
形
態
の

図
式
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
中
井

の
著
作
か
ら
得
ら
れ
る
メ
デ
ィ

ア
史
的
展
望
の
価
値
を
す
ぐ
に
肯
定

し
よ
う
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
私
見
で

は
、
二
〇
世
紀
前
半
に
な
さ
れ
た
中
井
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
史
的
展
望
の
定
式
化

は
、
マ
ク
ル
ー

ハ
ン
や
オ
ン
グ
、
そ
し
て
ポ
ス
タ
ー
な
ど
に
よ
る
現
代
的
な
定

式
化
と
は
異
な

っ
て
い
る
。
こ
の
相
違
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
中
井
の
定
式
化
を

詳
細
に
検
討
し
、
現
代
に
拡
張
し
う
る
か
否
か
を
評
価
す
る
の
は
本
稿
の
課
題

で
は
な

い
。
本
稿
で
試
み
た
い
の
は
、
中
井
の
メ
デ
ィ
ア
史
的
図
式
の
解
説
や

現
代

へ
の
適
用
可
能
性
を
模
索
す
る
こ
と
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
メ
デ
ィ
ア
と

思
惟
形
態
に
関
す
る
彼
の
思
考
の
形
成
過
程
を
辿
り
、
そ
の
地
層
の
周
囲
に
広

が
る
思
考
の
鉱
脈
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
中
井
正

一
に
お

け
る
メ
デ
ィ
ア
と
思
淮
形
態

の
関
連
と
い
う
問
題
系
が
展
開
さ
れ
る
過
程
を
時

代
を
お

っ
て
確
認
す
る

(第
二
章
)。
次
に
、
そ
の
理
論
的
背
景
と
し
て
、
機
能

概
念
の
受
容
と
形
而
上
学
的
対
立

へ
の
批
判
に
注
目
す
る

(第
三
章
)。
そ
し
て
、

身
体
の
拡
大
と
し
て
の
機
械
と
い
う
視
点
に
加
え
、
機
能
概
念
を
中
井
が
発
展

さ
せ
る
過
程
で
現
れ
た
技
術
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
、
芸
術
に
お
け
る
媒
介

に
つ
い
て
言
及
す
る

(第
四
章
)。

二
.

メ
デ

ィ
ア
と
思
惟
形
態

㈲

音
声
/
文
字
/
活
字

一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
書
か
れ
た
初
期
の
論
文
の
中
で
、
中
井
正

一
は
既
に
メ
デ
ィ
ア
と
思
惟
形
態
の
結
び

つ
き
に
関
心
を
示
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
・我
々
が
今
日
用
い
る
意
味
で

「メ
デ
ィ
ア
」
と

い
う
術
語
を
中
井
が
用

い

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
メ
デ
ィ
ア
論
的
と
思
わ
れ
る
中
井
の
視
点

は
幾
つ
か
の
論
文
に
分
散
し
て
お
り
、
時
に
断
片
的
な
場
合
も
あ
る
。
以
下
で

行
う
の
は
、
現
代
の
視
点
か
ら
中
井
の
諸
論
考
に
潜
在
す
る
諸
要
素
を
再
構
成

す
る
作
業
で
あ
り
、
こ
れ
は
メ
デ
ィ
ア
の
歴
史
的
変
遷
と
思
惟
形
態
の
変
容
の

関
連
性
と
い
う
問
題
系
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
(3)。
こ
の
際
、

特
に
初
期
中
井
に
お
け
る
諸
論
文
に
注
目
す
る

[
「言
語
」

(
一
九
二
七
～

一
九

二
八
)、
「機
械
美
の
構
造
」
(
一
九
二
九
)、
「春
の
コ
ン
テ
ィ
ニ
ュ
イ
テ
ィ
i
」

(
一
九
三

一
)、
「委
員
会
の
論
理

-

一
つ
の
草
稿
と
し
て
」

(
一
九
三
六
)]
。

ま
ず
、
注
目
し
た
い
の
は
論
文

「言
語
」
(
一
九
二
七
～

一
九
二
入
)
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
メ
デ
ィ
ア
と
思
惟
形
態
の
関
連
性
に
関
す
る
記
述
が
見
い
だ
せ
る
。

前
半
部
分
で
中
井
は
、
「言
語
の
概
念
的
、
意
味
志
向
的
」
研
究
の
み
な
ら
ず
、

「言
語
の
芸
術
的
意
味
」
の
研
究
に
注
目
し
て
い
る
。
言
語
の
芸
術
的
意
味
の
研

究
は
、
概
念
的
意
味
の
研
究
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
両
者
は

「交
錯
」
し
で
成
立
す
る
。
中
井
正

一
は
、
言
語
音
響
の
実
験
心
理
学
的
研
究
に

言
及
し
た
後
、
言
語
を
伝
達
器
と
し
て
見
る
立
場
を
否
定
す
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
従
来
、
言
語
は

「単
な
る
伝
達
器
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
「そ
れ
が
単
な
る

技術と媒介の社会学393



壷
で
あ

っ
た

の
で
は
な
く
し
て
酒

で
も
あ

っ
た
」

の
で
あ
る

[中
井
、

一
九
入

一
蝉
、
二

一
六
頁
]
。
中
井
に
お
い
て
、
言
語
は
単
に
概
念
的
内
容
を
伝
達
す
る

だ
け
の
、

い
わ
ば
透
明
な
も

の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、

「言
語
そ
の
も

の
が

「感
覚
的
意
味
」
を
持
ち
う
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
意
味
の
透
明
な

「伝
達
器
」
と
し
て
の
言
語
と

い
う
前
提
を

つ

き
崩
す
こ
の
視
点
に
関
連
し
て
注

目
さ
れ
る
の
は
、
数
年
後
、
中
井
が
内
容
と

形
式
の
区
別
を
否
定
し
て

「形
式
と
内
容

の
対
立
が
自
己
解
消
す
る
」
と
述
べ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
第
三
章
で
再
び
取
り
上
げ
る
こ
と

に
な
る
。

論
文

「言
語
」

(
一
九
二
七
～

一
九
二
八
)
で

「伝
達
器
」
と
し
て
の
言
語
を

否
定
し
た
後
、
中
井
は
、
『ギ
リ
シ
ャ
天
才
の
諸
相
』
に
お
け
る
ブ
チ
ャ
ー
の
主

張
を
紹
介
し
な
が
ら
、
「話
さ
れ
た
る
言
葉
」
か
ら

「書
か
れ
た
言
葉
」

へ
の
移

行
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
「
『話
さ
れ
た
る
言
葉
』
か
ら

『書
か
れ
た
言
葉
』

へ
の
過
渡
は
、

『書
か
れ
た
言
葉
』
か
ら

『印
刷
さ
れ
た
言

葉
』
へ
の
過
渡
よ
り
も
、
想
像
力
に
と

っ
て
い
っ
そ
う
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
結
果
に
お
い
て
い
っ
そ
う
革
命
的
で
あ

っ
た
」
[中
井
、

一
九
八

一
9
、
二

一
七
頁
]。
で
は
、
い
か
な
る
意
味

で
、
「話
さ
れ
た
る
言
葉
」
か
ら

「書
か
れ

た
言
葉
」

へ
の
移
行
が

「驚
く
べ
き

こ
と
」
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

中
井
に
よ
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
に
お

い
て
、
「ポ
イ

ニ
ケ
ー
の
符
牒
㌧
、
.、
す
な

わ
ち

「書
く
こ
と
」
が
思
惟
の
変
容
を
要
求
し
て
い
た
。
「
『ポ
イ

ニ
ケ
ー
の
符

牒
』
が
思
惟

の
領
域
の
変
様
を
要
求
し

つ
つ
あ
り
し
当
時
の
あ
り
さ
ま
を
想
像

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
[
中
井
、

一
九
八

}
9
、
二
一
コ

頁
]。
口
承
の

文
化
に
文
字
が
現
れ
、
普
及
し
た
こ
と
に
対
応
し
て
生
じ
た

「思
惟
の
領
域
の

変
様
」
と
し
て
言
及
さ
れ
る
の
は
、
「問
答
」
か
ら

「説
話
」
へ
の
移
行
で
あ
る
。

「問
答
」
は
、
言
う
こ
と
と
聴
く
こ
と
か
ら
な
り
、
二
者
間
に
お
け
る

「思
惟
の

交
易
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「説
話
」
は
、

一
つ
の
こ
こ
ろ
の

「自
己
生

産
」
で
あ
り
、
「自
己
消
費
」
で
あ
る
。
口
頭
に
よ
る

「問
答
」
と
文
字
を
通
じ

た

「説
話
」
と
い
う
こ
の
対
比
に
関
連
す
る
の
は
、
他
人
に
語
ら
れ
る

「外
な

る
言
葉
」
と
自
ら
に
語
り
か
け
る

「内
な
る
言
葉
」
と
い
う
対
比
で
あ
る
。
し

た
が

っ
て
、
書
く
こ
と
が
要
求
し
た
思
惟
の
領
域
の
変
容
と
は
、
二
者
間
に
お

け
る

「思
惟

の
交
易
」
と
し
て
の

「問
答
」
か
ら
、
「自
己
生
産
」
と
し
て
の

「説
話
」

へ
、
換
言
す
れ
ば
、
他
人
に
語
ら
れ
る

「外
な
る
言
葉
」
か
ら
自
己
に

語
り
か
け
る

「内
な
る
言
葉
」

へ
の
変
容
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

中
井
は
、
こ
の
対
比
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
を
関
連
づ
け
て
い
る
(,v。

口
承
文
化
か
ら
文
字
文
化
へ
の
移
行
の
次
の
段
階
は

「印
刷
さ
れ
た
る
言
葉
」

の
出
現
、
あ
る
い
は
文
字
か
ら
活
字

へ
の
移
行
で
あ
る
。
中
井
に
よ
る
と
、
プ

ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
は
、
中
世
に
お
い
て
、
「神
の
言
葉
の
了
解
」

の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
が
、
「書
か
れ
た
る
言
葉
」
が

「印
刷
さ
れ
た
る
言
葉
」

に
移
行
す
る
の
に
と
も
な

い
、
人
々
は
、
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を

「人
の
言
葉
」
と
し
て
了
解
し
は
じ
め
た

[中
井
、

一
九
八

一
9
、
二
二
五
頁
]
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
と
思
惟
形
態
の
関
連
性
が
明
確
化
さ
れ
て
い

る
と
は
言
い
が
た
い
。

中
井
が
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
哲
学
を
語
る
こ
と
で
概
念
化
し
た
の
は
、
口
承
文

化
か
ら
文
字
文
化

へ
の
移
行
に
並
行
し
て
、
思
惟

の
交
易
と
し
て
の

「外
な
る

言
葉
」
が
自
己
生
産
と
し
て
の

「内
な
る
言
葉
」

へ
と
変
質
し
た
こ
と
で
あ
る
。
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こ
れ
は
メ
デ
ィ
ア
と
思
淮
形
態
を
関
連
づ
け
る
視
点
で
あ
る
と
言
え
る
。
で
は
、

近
代
に
お
け
る

「印
刷
せ
る
言
葉
」

は
、
い
か
な
る
思
惟
形
態
に
対
応
す
る
も

の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が

へ
ー

ゲ
ル
の
弁
証
法
に
対
す
る
申
井
の
言
及
で
あ
る
。
論
文

コ
言
語
」
で
中
井
は
、

声
か
ら
文
字
、
そ
し
て
活
字

へ
と
向

か
う
言
語
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
推
移
と

弁
証
法
論
理
の
変
容
と
を
関
連
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「会
話
に
よ
る

思
想
交
易
」
と
し
て
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク

(哲
学
的
問
答
法
)
が
汎
論
理
主

義
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク

(弁
証
法
)
と
な
る
ま
で
に
は
、

二
千
年
の
時
と
、
「
い
わ
れ
る
言
葉
」
よ
り

「書
か
れ
る
言
葉
」
に
、
さ
ら
に

「印
刷
せ
る
言
葉
」

へ
の
言
語
の
運
命
の
推
移
と
、
さ
ら
に
、

ヘ
レ
ニ
ッ
ク
に

代
わ
れ
る
ヘ
ブ
ラ
イ
の
思
考
法
と
、
さ
ら
に
そ
れ
に
加
わ
る
前
者
の
復
活
、

す
な
わ
ち
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
、
ゼ
ノ
ン
、

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
再
生
な
ど
の
ご

と
き
も
の
が
渾
然
と
流
れ
交

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
結
果
は
、

「外
な
る
言
葉
」
と
し
て
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
イ
ク
の
、
「内
な
る
言
葉
」
と
し

て
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク

へ
の
転
生
と
い
う
興
味
深
い
現
象
と
し
て
、
私
た

ち
の
前
に
提
出
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た

[中
井
、

一
九
入

一
9
、
一
一二
七
頁
]
。

メ
デ
ィ
ア
と
思
惟
形
態
の
関
連
性
と

い
う
視
点
の

一
部
を
、
こ
こ
に
見
て
と

る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
メ
デ
ィ
ア
と
思
惟
形
態
が
関
連
す
る
と

し
て
も
、
メ
デ
ィ
ア
は
決
定
的
な
契
機
と
し
て
で
は
な
く
、
背
景
の

一
つ
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
論
文

「言
語
」
の
結
論
部
分
で
は
、
さ
ら
に
メ
デ

ィ
ア
に
注
目
し
た
表
現
が
見
い
だ
せ
る
。

問
答
の
形
式
を
そ
の
始
源
と
す
る
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
が
、
汎
論
理
主
義
的

形
式
を
も

っ
て
す
る
現
今
の
意
味
に
お
け
る
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
に
転
じ
た

る
そ
の
運
命
は
、
あ
た
か
も

「
い
わ
れ
た
る
言
葉
」
よ
り

「書
か
れ
た
る
言

葉
」、
さ
ら
に

「印
刷
さ
れ
た
る
言
葉
」
に
移

っ
た
言
葉
の
も

っ
た
運
命
に
似

通

っ
て
い
る

[中
井
、

一
九
八

一
"、
二
四
五
頁
]
。

「似
通

っ
た
」
と

い
う
控
え
目
な
表
現
に
よ

っ
て
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の

箇
所
は
言
語
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
移
行
と
思
惟
形
態
の
変
容
を
関
連
づ
け
る

も
の
と
し
て
解
釈
し
う
る
。
こ
の
際
、
言
語
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
移
行
と
関

連
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
思
惟

一
般
で
は
な
く
弁
証
法
論
理
の
変
容
で
あ

る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
点

で
あ
る
。
「委
員
会

の
論
理
」
を
構
成
す
る
の
は
、

「
い
わ
れ
る
論
理
」
「書
か
れ
る
論
理
」
「印
刷
さ
れ
る
論
理
」
の
各
々
が
他
の
も

の
に
転
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
で
あ
る
。
こ
の

「委
員
会
の
論
理
」
に
お
け
る

「論
理
」
と
い
う
術
語
か
ら
遡
行
す
る
時
、
初
期
中
井
に
お
い
て
は
、
デ
ィ
ア
レ

ク
テ
ィ
ブ
の
変
化
に
対
す
る
閑
心
が
そ
の
背
景
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ

し
、
メ
デ
ィ
ア
と
思
惟
形
態

の
関
連
を
問
う
際
に
、
理
論
的
思
考

の
み
を
重
視

し
、
常
識
的
知
識
を
軽
視
す
る
こ
と
は
制
約
に
も
な
り
う
る
。

メ
デ
ィ
ア
と
思
惟
形
態
の
関
連
性
の
問
題
が
展
開
さ
れ
る
軌
跡
を
辿

っ
て
き

た
。
論
文

「言
語
」
の
後
半
部
分
が
発
表
さ
れ
た

一
九
二
八
年
に
は
、
ソ
シ
ュ

ー
ル
の

『
一
般
言
語
学
講
義
』
が
小
林
英
夫
に
よ

っ
て
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
こ
れ
以
降
、
中
井
の
論
文
に
お
い
て
ソ
シ

ュ
ー
ル
へ
の
言
及
が
現
れ
る
よ

う
に
な
る
。
例
え
ば
、
「発
言
形
態
と
聴
取
形
態
な
ら
び
に
そ
の
芸
術
的
展
望
」
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(
一
九
二
九
)、
「意
味
の
拡
延
方
向
な
ら
び
に
そ
の
悲
劇
性
」
(
一
九
三
〇
)
な

ど
に
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
名
が
散
見
さ

れ
る
。
し
か
し
、
中
井
に
お
け
る
言
語
論
の

展
開
、
お
よ
び
ソ
シ

ュ
ー
ル
と
中
井
と
の
理
論
的
立
場
の
相
違
は
本
稿
で
は
扱

う
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
以
下
の
こ
と
を
再
確
認
す
る
に
と
ど
め
た

い
。
そ
れ
は
、
メ
デ
ィ
ア
ど
思
惟
形
態
の
関
連
性
の
問
題
を
中
井
が
展
開
し
た

背
景
に
は
言
語
論
が
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
久
野
収
も
ま
た
、
中
井
に

お
け
る
言
語
論
と
メ
デ
ィ
ア
へ
の
関
心
に
着
目
し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
「中
井
哲
学

の
言
語
理
込魍

は
、
「現
世
紀
の
開
拓
し
た
レ
ン
ズ
、
真
空
管
、

フ
ィ
ル
ム
の
言
語
、
さ
ら
に
は
オ
ー
デ
ィ
オ
や
テ
レ
ビ
の
言
語
と
い
っ
た
機
械

的
機
能
言
語
装
置
ま
で
を
包
括
的

に
含
み
う
る
射
程
の
遠
さ
と
広
さ
を
持

つ
」

の
で
あ
る

[久
野
、

一
九
入

一
]
。

砌

「
電
送
せ
る
言
葉
」
と

「見
る
言
葉
」

先
に
検
討
し
た
論
文

「言
語
」

(
一
九
二
七
～

一
九
二
入
)
の
後
、
メ
デ
ィ
ア

と
思
惟
形
態
の
関
連
性
の
問
題
は
、
拡
張
さ
れ
た
形
で

「機
械
美
の
構
造
」
(
一

九
二
九
)
に
現
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
中
井
は
、
「言
う
言
葉
」
よ
り
.「書
く
言
葉
」
、

そ
し
て

「印
刷
せ
る
言
葉
」
の
み
な
ら
ず
、
「カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
」
と

「電
送
せ

る
言
葉
」
に
言
及
し
、
先
の
問
題
系

を
さ
ら
に
拡
張
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

ベ
ラ

・
赭
ラ
ー
ジ

ュ
は
印
刷
機
械
が
人
の
思
惟
形
態
の
意
味
を
変
え
た
る
ご

と
く
、
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
の
出
現
は
人
の
視
覚
形
態
の
意
味
を
変
え
た
と
の

べ
て
い
る
。
印
刷
機
械
と
人
の
思
惟
の
関
連
に
関
し
て
は
、
そ
れ
に
関
連
し

て
、
さ
き
に
ブ
チ
ャ
ー
が

「言
う
言
葉
」
よ
り

「書
く
言
葉
」

へ
の
転
換
に

お
い
て
ギ
リ
シ
ャ
が
示
し
た
思
惟
形
態
の
変
革
を
指
摘
し
て
い
る
。
「書
く
言

963

葉
」
よ
り

「印
刷
せ
る
言
葉
」

へ
の
転
換
に
つ
い
て
は
ユ
ー
ゴ
ー
、
お
よ
び

タ
ル
ド
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
示
し
た
思
惟
形
態
の
変
革
を
指
摘
し
て
い
る
。

「印
刷
せ
る
言
葉
」
よ
り

「電
送
せ
る
言
葉
」
に
転
じ
た
現
代
に
お
い
て
そ
れ

が
思
惟
な
ら
び
に
人
の
感
覚
に
も
た
ら
す
変
革
は
何
も
の
か
注
意
す
べ
き
も

の
が
あ
る
で
あ
ろ
う

[中
井
、

一
九
八

一
。、
二
四
三
頁
]。

こ
の
よ
う
に
、
論
文

「機
械
美
の
構
造
」
(
一
九
二
九
)
で
は
、
立里
尸
と
文
字
、

活
字
に
加
え
、
「電
送
せ
る
言
葉
」
に
ま
で
展
開
さ
れ
た
形
で
、
メ
デ
ィ
ア
と
思

」

惟
形
態
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
井
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア

論
的
発
想
の
背
景
と
し
て
は
、
ル
カ
ー
チ

〔、〕と
交
流
の
あ

っ
た
バ
ラ
ー
ジ

ュ
の

サ
イ
レ
ン
ト
映
画
論
が
指
摘
で
き
る
。
「機
械
美
の
構
造
」
(
一
九
二
九
)
に
お

け
る
中
井
の
記
述
は
明
ら
か
に
バ
ラ
ー
ジ

ュ
の

『視
覚
的
人
間
』

(
一
九
二
四
)

を
ふ
ま
え
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る

(,v。
「今
や

一
つ
の
別
の
機
械
が
文
化
を
あ

ら
た
に
視
覚
的
な
も
の
の
方
に
転
回
さ
せ
、
人
間
に
新
し
い
顔

つ
き
を
与
え
は

じ
め
て
い
る
。
こ
の
機
械
は
シ
ネ

マ
ト
グ
ラ
フ
イ
ー

(活
動
写
真
)
と
呼
ば
れ

る
。
印
刷
術
と
同
じ
く
、
そ
れ
は
人
間
の
精
神
の
生
産
物
を
複
製
し
普
及
す
る

た
め
の
技
術
的
装
置
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
人
間
文
化
に
及
ぼ
す
影
響
は
印
刷
術

に
く
ら
べ
て
勝
る
と
も
劣
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
」
[バ
ラ
ー
ジ

ュ
、

一
九
八

六
、
二
七
～
二
八
頁
]
。
バ
ラ
ー
ジ
ュ
が
指
摘
し
た
印
刷
機
械
と
カ
メ
ラ
の
効
果

へ、)と
い
う
視
点
に
対
し
、
中
井
は

「電
送
せ
る
言
葉
」
が
思
惟
と
感
覚
に
与
え

る
効
果
と
い
う
視
点
を

つ
け
加
え
た
。
た
だ
し
、
こ
の
術
語
は

「機
械
美
の
構

造
」
で
明
確
に
説
明
さ
れ
て
い
る
と
は
言

い
難
く
、
論
文

「委
員
会
の
論
理
」



の
図
式
で
も
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

論
文

「春
の
コ
ン
テ
ィ
ニ
ュ
イ
テ
ィ
i
」

(
}
九
三

一
)
で
は

「映
画
証
巴

あ

る
い
は

「見
る
言
葉
」
と

い
う
術
語

が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
で
分
析

さ
れ
る
の
は
、
ワ
ン

・
シ

ョ
ッ
ト

が
平
均

一
・
七
九
秒
で
あ
り
、
時
に
は
、

○

・
六
秒
以
下
の
短

い
映
像
が
連
続
す
る
映
画

『春
』
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
各

映
像

の
も

つ
意
味
は
希
薄
と
な
り
、
映
画
は
絵
画
的
な
も
の
か
ら

「音
楽
的
要

素
な
ら
び
に
言
語
的
要
素
」
に
変
容
し

つ
つ
あ
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て

「言
語
構

造
で
も
聴
覚
構
造
で
も
な
い
新
し
い
感
覚
的
構
…成
」
が
出
現
し
て
い
る
。
こ
の

段
階
に
達
し
た
映
画
に
つ
い
て
中
井
は
、
「
い
う
言
葉
、
書
く
言
葉
、
印
刷
す
る

言
葉
、
電
送
す
る
言
葉
と
転
じ
た
言
葉
の
歴
史
は
、
今
い
ず
れ
の
国
語
に
も
飜

訳
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
見
る
言
葉

の
領
域
を
も
つ
に
い
た

っ
た
」
と
述
べ
て

い
る

[中
井
、

一
九
入

一
〇、

一
五
〇
頁
]
(9}。

㈲

論
文

「委
員
会
の
論
理
」
に
お

け
る
定
式
化

一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
、
中
井
正

一
は
メ
デ
ィ
ア
と

思
惟
形
態
の
関
連
性
の
問
題
に
注
目

し
て
い
た
。
こ
の
視
点
は
、
知
識
の
存
在

拘
束
性
を
メ
デ
ィ
ア
に
見
出
す
も
の
と
解
釈
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
中
井
が
メ

デ
ィ
ア
と
思
惟
形
態
の
関
連
性
を
指
摘
す
る
際
、
メ
デ
ィ
ア
は
必
ず
し
も
決
定

的
な
要
因
と
見
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
れ
ま
で
考
察
し
た
メ
デ
ィ
ア
と
思
惟
形
態
の
問
題
は
、
論
文

「委
員
会
の

論
理
」
(
一
九
三
六
)
で
、
社
会
制
度

へ
の
視
点
と
と
も
に
定
式
化
さ
れ
る
。
た

だ
し
、
「電
送
せ
る
言
葉
」
と

「見
る
言
葉
」
と
い
う
術
語
は
十
分
に
展
開
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
論
文

「委
員
会
の
論
理
」

の
図
式
で
は
使
用
さ
れ
て
い

な

い
。
こ
れ
以
外
に
論
文

「委
員
会

の
論
理
」
で
特
徴
的
な
変
化
は
、
言
語
メ

デ
ィ
ア
と
思
惟
形
態
の
関
連
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
い
わ
れ

る
言
葉
」
よ
り

「書
か
れ
る
言
葉
」
を
経
て

「印
刷
せ
る
言
葉
」

へ
の
移
行
が

あ
り
、
こ
の
過
程
が
論
理
の
変
容
と
並
置
さ
れ
る
と

い
う
間
接
的
な
記
述
は
も

は
や
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
「
い
わ
れ
る
言
葉
」
で
は
な
く
、
「
い
わ

れ
る
論
理
」
と
い
う
直
接
的
な
術
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

.中
井
に
よ
る
と
、
論
理
の
ギ
リ
シ
ャ
的
段
階
で
は
、
「
い
う
言
葉
」
の
合
理
性

(人
々
を
し
て
論
服
せ
し
め
る
た
め
の
合
理
性
)
が
そ
の
形
態
に
染
み
込
ん
で
い

た
。
「
い
う
言
葉
を
も
っ
て
の
み
考
え
る
こ
と
を
欲
し
た
ギ
リ
シ
ャ
人
は
、

い
う

形
態
に
お
け
る
論
理
を
も
っ
た
人
々
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」
[中
井
、

一
九
八

一
9
、
四
七
頁
]。
た
だ
し
、
氏
族
制
度
の
崩
壊
と
奴
隷
制
の
爛
熟
期
に
お
い
て
、

話
し
言
葉
が
論
理
を
規
定
す
る
点
の
み
な
ら
ず
、
「街
の
広
場
」
が

「論
理
の
発

生
す
る
酵
母
」
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
メ
デ
ィ
ア
の
み
が
注
目
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
て
、
「
い
わ
れ
る
論
理
」
の
次
の
段
階

は
洋
皮
紙
に
書
く
こ
と
で
あ
る
。
「洋
皮
紙
に
書
く
こ
と
の
性
格
は
、
そ
の
概
念

の
理
解
に
対
し
て
、

一
方
的
な

一
義
的
な
意
味
志
向
が
要
求
さ
れ
、

一
つ
の
言

葉
が

一
つ
の
意
味
を
志
向
す
る
と

い
う
、
言
語
意
味
お
よ
び
概
念
構
成
が
生
ず

る
」
[中
井
、

一
九
入

一
p
、
五
二
頁
]
。
こ
こ
で
は
、
言
語
の
意
味
は

一
義
的
な

意
味
志
向
を
も

つ
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て

「交
通
の
発
達
と

商
業
の
勃
興
」
に
よ
っ
て
紙
と
印
刷
術
が
普
及
し
、
活
字
的
な
思
惟
形
態
が
現

れ
る
。

こ

こ

で

は

す

で
に

、

技術と媒介の社会学

 

「
い
わ
れ
る
論
理
」
「書
か
れ
る
論
理
」
に
対
し
て
は
、

973



「印
刷
さ
れ
る
論
理
」
が
生
じ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
印
刷
の
も

つ
も
の
は
、

タ
ル
ド
が
示
す
ご
と
く
、
薯
σ
=
2
B
の
出
現
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
言
駈盟
忌
味

は
、
す
で
に

一
義
的
な
意
味
志
向
が
許
さ
れ
な
く
し
て
、
活
字
と
な

っ
て
公

衆
の
申
に
言
葉
が
手
わ
た
し
さ
れ
る
時
、
す
で
に
公
衆
の
お
の
お
の
の
生
活

経
験
と
お
の
お
の
異
な

っ
た
周

囲
の
情
勢
に
し
た
が

っ
て
解
釈
さ
れ
る
可
能

の
自
由
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

[中
井
、

一
九
八

一
曽
、
五
三
頁
]。

こ
れ
は
、
土
台
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
作
用
し
そ
の
反
伶
用
が
土
台
に
影
響
を
及

983

ぼ
す
と

い
う
議
論
と
は
、
論
理
の
自
己
否
定
と

い
う
点
で
異
な
る

[竹
内
、

一

九
八
○
、

一
六
九
頁
]
。
各
文
化
段
階
の
論
理
は
、
他
の
論
理
を
別
の
も
の
に
転

換
し
、
自
ら
の
も
の
と
し
て
保
持
す
る
が
、
そ
れ
自
身
も
薪
し
い
様
相
を
獲
得

し
て
い
く
。
制
度
か
ら
制
度

へ
の
移
行
に
お
い
て
媒
介
的
役
割
を
果
た
し
た
論

理
は
、
保
持
さ
れ
る
と
同
時
に
、
他
の
も
の
へ
と
転
化
す
る
。

書
き
言
葉
に

一
義
的
な
意
味
を
見
出
し
、
活
字
に
お
い
て
多
様
な
解
釈
を
見

出
す
中
井
の
視
点
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
移
行
と
意
味

へ
の
注
目
に
お
い
て
、

}
見
、

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
と
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
両
者
は
対
照
的

で
も
あ
る
。

マ
ク
ル
ー

ハ
ン
の
場
合
は
逆
に
、
写
本
文
化
に
お
け
る
文
字
に
多

義
性
が
想
定
さ
れ
、
活
字
の
中
に

一
義
性
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

中
井
の
図
式
で
は
、
「
い
わ
れ
る
論
理
」
「書
か
れ
る
論
理
」
「印
刷
さ
れ
る
論

理
」
は
そ
れ
ぞ
れ
古
代
、
中
世
、
近

代
の
文
化
に
対
応
す
る
。
メ
デ
ィ
ア
と
論

理
の
関
連
と

い
う
問
題
は
、
上
部
構

造
の
領
域
の
み
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な

く
、
各
時
代
の
社
会
的
文
脈
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
思
惟
形
態

は
技
術
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
の
と
同
様
、

社
会
に
よ
っ
て

一
方
的
に
規
定
さ
れ
る
わ
け
で
も
な

い
。
「論
理
は
、
常
に

一
つ

の
制
度
の
崩
壊
と
そ
の
ほ
か
の
も
の
に
よ
る
再
編
制
と
に
よ
る
危
機
に
お
い
て
、

何
ら
か
の
特
有
な
役
割
り
を
演
じ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
論
理
み
ず
か
ら
が
…

(省
略
)
…
媒
介
と
な

っ
て
い
る
」

[中
井
、

一
九
八

一
9、
六
入
頁
]
。
社
会
制

度
の
移
行
に
よ

っ
て
論
理
が
規
定
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
あ
る
社
会
的
制
度

か
ら
別
の
制
度

へ
の
移
行
に
お
い
て
論
理
は
媒
介
的
な
役
割
を
果
た
し
う
る
。

三
.
機
能
概
念
の
受
容

一
九
二
〇
年
代
後
半
の
論
文

「一三口語
」
を
始
め
と
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
と
思
惟

形
態
の
関
連
性
と

い
う
問
題
が
展
開
さ
れ
、
そ
れ
が

一
九
三
〇
年
代
半
ば

の

「委
員
会
の
論
理
」
に
結
実
し
て
ゆ
く
軌
跡
を
辿

っ
て
き
た
。
メ
デ
ィ
ア
と
思
惟

形
態
を
巡
る
中
井
の
思
考
が
形
成
さ
れ
た
の
は
、
マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア
が
日
本
に

現
れ
る
か
、
あ
る
い
は
普
及
し
て
い
っ
た

「第

一
の
メ
デ
ィ
ア
時
代
」
に
重
な

っ
て
い
る

(田
)。
例
え
ば
、

一
九
二
五
年
に
は
、
東
京
、
大
阪
、
名
古
屋
の
放
送

局
が
ラ
ジ
オ
放
送
を
開
始
し
て
お
り
、

　
九
二
八
年
に
は
高
柳
健
次
郎
が
テ
レ

ビ
ジ
ョ
ン
の
実
験
に
成
功
し
て
い
る
。

一
九
二
九
年
に
は
初
の
輸
入
ト
ー
キ
i

映
画
の
公
開
が
あ
り
、

一
九
三
二
年
に
は
ラ
ジ
オ
聴
取
者
は

一
〇
〇
万
を
突
破

す
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
中
井
の
思
考
の
理
論
的
な
背
景
に
照
準
を
定
め

た
い
。
第

一
に
注
目
し
た
い
点
は
、
『実
体
概
念
と
機
能
概
念
』
(
一
九

一
〇
)

〔、
)
に
お
け
る
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
主
張
を
中
井
が
い
っ
た
ん
受
け
入
れ
た
こ
と
で

あ
る

(揺)。
機
能
概
念
を
め
ぐ
る
問
題
系
は
、
メ
デ
ィ
ア
と
思
惟
形
態
の
関
連
性

と

い
う
問
題
系
と
共
に
、
論
文

「委
員
会
の
論
理
」
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ



と
か
ら
、
両
者
は
関
連
づ
け
て
理
解

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
二
に
注
目
し
た

い
の
は
、
機
能
概
念

の
受
容
に
伴

い
、
主
観
/
客
観
、
内
界
/
外
界
、
内
在
/

超
越
、
内
容
/
形
式
な
ど

の
形
而
上
学
的
対
立
を
中
井
が
批
判
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
で
は
、
「機
能
概
念
の
美
学

へ
の
寄
与
」
(
一
九
三
〇
)
、
「
ノ
イ

エ
・
ザ

ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
カ
イ
ト
の
美
学
」
(
一
九
三
二
)
、
「委
員
会
の
論
理
」
(
一
九
三
六
)

な
ど
の
論
考
を
参
照
し
つ
つ
、
機
能
概
念

へ
の
転
換
、
お
よ
び
そ
れ
が
も
た
ら

し
た
理
論
的
帰
結
を
考
察
す
る
。

㈲

実
体
概
念
と
機
能
概
念

実
体
概
念
を
前
提
と
す
る
概
念
形
成
の
理
論
に
お
い
て
は
、
個
別
的
な
記
憶

表
象
か
ら
共
通
の
要
素
が
抽
象
さ
れ
、
そ
の
性
質
を

一
つ
の
類
に
結
合
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
概
念
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
、
こ

の
手
続
き
を
よ
り
高
い
水
準
に
ま
で
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
、
「概
念
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
」
が
現
れ
る
。
こ
の
場
合
、
概
念

の
意
味
内
容
と
し
て
の
内
包
が
少
な
く
な

る
に
つ
れ
、
概
念
の
適
用
範
囲
と
し

て
の
外
延
は
拡
大
す
る
。
逆
に
、
外
延
が

拡
大
す
る
に
は
内
包
の
制
限
が
伴
う
た
め
に
、
「も
っ
と
も
普
遍
的
な
概
念
」
は

「特
筆
す
べ
き
特
徴
や
規
定
性
を
も

た
な

い
と

い
う
こ
と
に
な
る
」。
そ
も
そ
も

概
念
と
は
表
象
内
容
の
無
規
定
性
と
曖
昧
さ
を

一
義
的
な
規
定
で
置
き
換
え
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
概
念
形
成
の
最
終
的
な
目
標
は
空
虚
な
も

の
と
な
り
、
「論
理
学
的
手
続
き
を
行
え
ば
行
う
ほ
ど
、
明
確
な
境
界
が
消
え
て

ゆ
く
よ
う
に
見
え
る
」
[カ
ッ
シ
ー
ラ
i
、

一
九
七
九
、
七
頁
]
。
こ
の
よ
う
に
、

実
体
概
念
に
は
抽
象
性
と

い
う
陥
穽

が
伴

っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
置
さ
れ
る
の

が
機
能
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
諸
事
物
と
そ
れ
ら
の
共
通
の
性
質
か
ら
で
は
な

く
、
概
念
対
象
問
の
〈
関
係
〉
か
ら
出
発
す
る
思
考
を
前
提
と
す
る
。
個
々
の

部
分
は
、
分
離
さ
れ
る
の
で
は
な
く
体
系
に
お
け
る
関
係
構
造
の
な
か
で
把
握

さ
れ
る
。
事
物
は
あ
ら
ゆ
る
関
連
に
先
行
す
る
自
立
的
実
在
と
し
て
措
定
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
観
念
的
な
相
互
性
に
お

い
て
は
じ
め
て
与
え
ら
れ
う
る
関
係

項

(幻
Φ一〇
冖一〇づ
ωけΦ
『冖口)
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。

中
井
は

「機
能
概
念
の
美
学

へ
の
寄
与
」
(
一
九
三
〇
)
の
中
で
機
能
概
念
に

つ
い
て
言
及
し
、
そ
れ
が

「純
粋
な
る
関
係
の
学
と
し
て
の
函
数
論
理
」
に
基

づ
い
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
論
理
で
は
、
「す
べ
て
は
有
機
的
組
織
と
し

て
各
要
素
は
そ
れ
自
身

一
々
の
働
き
を
も

っ
て
、

一
つ
の
複
合
的
関
連
的
組
織

を
構
成
す
る
」
。
こ
れ
は
量
的
な
考
え
方
か
ら
位
置
的
な
考
え
方

へ
の
転
換
だ
と

見
な
さ
れ
る
。
位
置
的
な
考
え
方
に
お
け
る
等
し
さ
は
、
あ
る

「集
合
要
素
の

他
の
集
合
要
素

へ
の
対
応
的
関
係
」・
を
、
い
わ
ば

「位
置
的
に
等
値
で
あ
る
こ

と
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る

[中
井
、

一
九
入

一
鋤
、

一
七

一
～
二
頁
]
。
中

井
の
理
解
す
る
機
能
概
念
に
お
い
て
、

一
般
的
概
念
は
諸
機
能

の
複
合
と
し
て

定
義
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
窓
の
概
念
は
、
円
や
四
角
な
ど
と

い
っ
た
個
人
の
記

憶
表
象
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
な
く
、
通
風
、
展
望
、
採
光
の
三
機
能
の
複
合

と
な
る

[中
井
、

一
九
八

一
9
、
九
頁
]。
こ
の
よ
う

に
、
カ

ッ
シ
ー
ラ
ー
の

「機
能
概
念
」
や
関
係
論
的
思
考
を
中
井
は
摂
取
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
中
井
は

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
機
能
概
念
は
技
術
に
ま
で
適
用
さ
れ
な
か

っ
た
と
述
べ
、
『実

体
概
念
と
機
能
概
念
』.

の
限
界
を
指
摘
し
て
い
る
。

甸

「可
動
の
境
界
」

『実
体
概
念
と
機
能
概
念
』

技術と媒介の社会学

 

の
中
で
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
形
而
上
学
的
区
別
の
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批
判
を
も
行

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と

「形
而
上
学
に
特
有

の
手
続
き
」
は
、

認
識
の
領
域
に
お
い
て
相
互
的
に
の
み
規
定
さ
れ
る

一
対
の
観
点
を
分
離
さ
せ

る
こ
と
、
論
理
的
に
相
関
す
る
も

の
を
事
物
的
に
対
立
す
る
も
の
へ
と
解
釈
し

直
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

一
つ
の
対
立
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
他

の
対
立
が
発
展
し
て
ゆ
く
。
こ
の
傾
向
が
顕
著
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、
認
識
の

主
観
と
客
観

の
関
係
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
こ
の
形
而
上
学
的
手
続
き
に
対
し

て
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
相
互
に
分
離
さ
れ
た

「不
動
の
境
界
」
で
は
な
く
、
認

識
が
発
展
す
る
中
で

「不
断
に
移

り
ゆ
く
可
動
の
境
界
」
を
問
題
に
す
べ
き
だ

と
主
張
す
る
。
例
え
ば
、
認
識
の
現
在
の
段
階
は
、
「過
去
の
も
の
と
較
べ
て
み

れ
ば

『客
観
的
』
と
見
え
る
の
と

同
様
に
、
将
来

の
も
の
に
較
べ
れ
ば

『主
観

的
』
で
あ
る
」
[カ

ッ
シ
ー
ラ
ー
、

一
九
七
九
、
三

一
八
頁
]。
カ

ッ
シ
ー
ラ
ー

に
お
け
る
対
立
は

「空
間
的
」
な
も
の
で
は
な
く
、
「動
的
」
な
も
の
で
あ
る
。

機
能
概
念
の
立
場
は
形
而
上
学
区
別
を
方
法
上
の
区
別

へ
と
置
き
換
え
る
。

形
而
上
学
的
区
別
に
対
す
る
批
判
は
中
井
の
著
作
か
ら
も
読
み
と
れ
る
。
「形

而
上
学
は
伝
統
的
に
し
ば
し
ば
、
思
惟
と
実
在
、
主
観
と
客
観
、
物
と
精
神
な

ど
を
お
の
お
の
分
離
対
立
し
た

『
物
』
と
し
て
論
じ
す
ぎ
た
」

の
で
あ
り
、
さ

ら
に

「現
代

の
唯
物
論

の
考
え
か
た
に
も
ま
た
、
こ
の
形
而
上
的
解
釈
、
す
な

わ
ち
観
念
を

一
つ
の
作
用
の
実
体
的
根
拠
と
考
え
る
誤
謬
に
誘

い
込
ま
れ
て
い

る
」
側
面
が
あ
る

[中
井
、

一
九
八

一
σ
、

一
七
頁
]。
「
王
観
お
よ
び
客
観
」
と

い
う
対
立
概
念
に
つ
い
て
も
ま
た
、
中
井
は

「機
能
概
念
よ
り
す
れ
ば
、
む
し

ろ
消
滅
し
解
体
さ
る
べ
き
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

[中
井
、

一
九
入

ぎ
、

一

六
頁
]。
「カ

ッ
シ
ラ
ー
に
と

っ
て
は
現
在
の
状
態
は
過
去
の
そ
れ
に
対
し
て
客

観
的
止
考
え
ら
る
る
と
同
時
に
、
現
在
の
状
態
は
未
来
の
そ
れ
に
比
し
て
主
観

的
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
間
に
は
函
数
的
関
係
が
成
立
す
る
の
み
で

004

あ
る
」
。
時
間
の
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
観
と
客
観
が
相
互
転
換

さ
れ
る
と
い
う
論
理
を
中
井
も
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る

(3
。

主
観
と
客
観
の
区
別

へ
の
批
判
は
さ
ら
な
る
理
論
的
移
動
を
引
き
起
こ
す
。

こ
う
し
た
批
判
に
よ

っ
て
、
主
観
と
客
観
の

「付
随
概
念
」
で
あ
る

「形
式
と

内
容
の
対
立
が
自
己
解
消
す
る
」
の
で
あ
る
。
「形
式
の
概
念
は
す
で
に
物
の
外

縁
、
外
形
の
意
味
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
内
容
に
対
し
て
そ
れ
を
盛
る

.
容
器
と
し
て
の
考
え
か
た
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

[中
井
、

一
九
八

一
び
、

二
四
～
二
五
頁
]。
内
容
と
形
式
の
区
別
が
崩
壊
し
た
後
、
形
式
を
も
は
や

「内

容
に
対
し
て
そ
れ
を
盛
る
容
器
」
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
か
わ
り

に
、
発
展
の
行
為
そ
の
も
の
に
よ

っ
て
等
値
性
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
行
為
の
機
能
的
記
録
と
し
て
の
形

(岡
o
『
ヨ
)
と

い
う
概
念
が
提
示
さ
れ
る
。

内
容
と
形
式
の
区
別
を
批
判
す
る
視
点
と
言
語
メ
デ
ィ
ア
の
移
行
に
対
す
る
注

目
は
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
メ
デ
ィ
ア
が
メ
ッ
セ
ー

ジ
と
な
る
よ
う
に
、
言
葉
の
形
式
が
内
容
を
規
定
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

「形
」
は
行
為
の
中
で
考
慮
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

㈲
機
能
の
論
理

へ
の
批
判

中
井
に
よ
る
機
能
概
念
の
受
容
は
、
関
係
論
的
思
考

の
み
な
ら
ず
、
形
而
上

学
的
対
立

へ
の
批
判
を
経
過
す
る
こ
と
で
も
あ

っ
た
。
し
か
し
、
「機
能
の
論
理
」

に
対
す
る
評
価
が
不
変
で
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
「委
員
会
の
論
理
」

(
一
九

三
六
V
で
は
、
「機
能
の
論
理
」

へ
の
批
判
的
視
点
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い

る
。
中
井
に
よ
る
と
、

一
入
七
三
～
八
年
に
あ
ら
わ
れ
た
ジ
グ
ワ
ル
ト
の

『論



理
学
』
、

一
九
〇
〇
年
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の

『論
理
学
研
究
』
、

一
九

一
〇
年

の
カ

ッ
シ
ー
ラ
ー
の

『実
体
概
念
と
機
能
概
念
』
を

へ
て
、
カ
ル
ナ
ッ
プ
で
極
致
に

達
す
る
ま
で
、
論
理
学
で
は

「論
理

の
数
学
化
」

の
傾
向
が
生
じ
て
い
る
。
こ

の
段
階
で
は
、
論
理
が
大
衆
か
ら
分
離
す
る
傾
向
が
進
行
す
る
。
科
学
技
術
に

よ

っ
て
作
り
出
さ
れ
る
物

の
概
念
の
決
定
に
お
い
て
、

一
般
的
機
能
概
念
を
持

つ
の
は
専
門
的
技
術
家
で
あ
り
、
大
衆
は
記
憶
表
象

の
集
合
を
持

つ
に
過
ぎ
な

い
と
い
う
状
況
が
う
ま
れ
る
。
抽
象
化
を
避
け
る
た
め
に
実
体
概
念
か
ら
機
能

概
念
へ
と
移
行
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「論
理
の
数
学
化
」
を
経
過
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
機
能
概
念
は
あ
ら
た
な
抽
象
に
転
化
し
た
と
否
定
的
に
評
価
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「美
学
入
門
」
(
一
九
五

一
)
で
は
、
中
井
は
機
能
概
念

を
機
械
時
代
に
適
応
し
た
理
論
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
、
こ
れ
に
対

し
て
、
機
械
時
代
に
抵
抗
し
警
告
し
た
理
論
の
例
と
し
て
マ
ル
ク
ス
に
言
及
し

て
い
る
。四

.
技
術
と
媒
介
の
問
題

『哲
学
研
究
』
で
発
表
さ
れ
た

「機
能
概
念
の
美
学

へ
の
寄
与
」
(
一
九
三
〇
)

の
中
で
、
中
井
は
、
技
術
の
問
題
に

ふ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
中
井
が
述
べ
て
い

る
の
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の

『実
体
概
念
と
機
能
概
念
』
で
は
ま
だ

「問
題
に

さ
れ
ざ
る
技
術
の
問
題
が
、
彼
の
意

味
す
る
機
能
概
念

の
深
い
発
展
」
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
中
井
は
、
単
に
機
能
概
念
を
受
容
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
機

能
概
念
の
発
展
と
し
て
技
術
の
問
題
を
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
で

は
、
技
術
の
問
題
に
言
及
す
る
前
に
、
ま
ず
、
機
能
概
念
の
帰
結
と
し
て
意
識

概
念
が
射
影
の
視
点
か
ら
書
き
か
え
ら
れ
、
身
体
の
拡
大
と
し
て
道
具
と
機
械

が
考
察
さ
れ
る
過
程
を
確
認
し
、
そ
の
後
、
媒
介
と
し
て
の
技
術
に
つ
い
て
考

察
す
る
。

㈲

身
体
の
拡
大
と
し
て
の
機
械

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
機
能
概
念
に
お
い
て
、
物
は
関
係

の
中
で
把
握
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
写
像
(〉
σσ
=
α
巷

σq)の
意
味
も
変
容

す
る
。
そ
れ
は
外
的
印
象
に
照
応
す
る
概
念
的
な
模
像
を
作
る
こ
と
で
は
な
く
、

諸
要
素
を
体
系
的
統

一
に
統
合
す
る
思
惟
の
対
応
づ
け
と
な
る
。
写
像
は
思
惟

と
思
惟
対
象
の
必
然
的
な
秩
序
を

つ
く
る
の
で
あ
る

[カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
、

一
九

七
九
、
四
三
頁
]
。
中
井
の
場
合
、
こ
の
問
題
は

「模
写
」
と
い
う
術
語
に
よ
っ

て
語
ら
れ
て
い
ゐ

(「模
写
論
の
美
学
的
関
連
ー

一
つ
の
草
稿
」
)。
実
体
概
念
か

ら
機
能
概
念

へ
の
移
行
に
よ

っ
て
、
外
界
の
物
が
意
識
に
鏡
の
よ
う
に
映
さ
れ

る
と
い
う
従
来
の
模
写
概
念
は
放
擲
さ
れ
る
。
物
は
実
体
で
は
な
く
機
能
的
関

係
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
、
諸
要
素
を
体
系
に
お
い
て
把
握
す
る

「思
惟
的
配

置
」
が
新
た
な
意
味
で
の
模
写
と
な
る

[中
井
、

一
九
入

一
9、

=

頁
]
。
中

井
に
お
い
て
も
ま
た
、
模
写

(写
像
)
は
外
界
に
あ
る
物
を
意
識
に
映
す
の
で

は
な
く
、
機
能
的
関
係
と
し
て
の
物
と
思
惟
的
配
置
と

の
対
応
関
係
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

実
体
概
念
の
否
定
は
、
実
体
と
し
て
の
物
を
映
す
実
体
と
し
て
の
意
識
を
否

定
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
機
能
概
念

へ
の
移
行
に
よ
り
、
意
識
は
も
は
や
実
体

で
は
な
く
、
「行
為
に
お

い
て
発
見
さ
れ
た
る
関
係
の
構
造
」
と
し
て
の
射
影
、

あ
る
い
は

「行
動
の
射
影
的
関
係
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
射
影
は
意
識
体
験

技術と媒介の社会学401



で
は
な
く
、
リ
ア
ル
な
事
物
が
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
カ
ッ
ト
さ
れ
て
現
出
す

る
仕
方
を
意
味
す
る
。
意
識
は

「全
世
界
系
列
を
射
影
し
う
る
可
能
構
造
」
で

あ
り
、
「行
動
の
射
影
的
関
係
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
意
識
は
行
為
の
次
元
を
重
視

し
た
関
係
論
的
思
考
に
お
い
て
把
握

さ
れ
て
い
る
。

射
影

の
視
点
か
ら
意
識
の
概
念
が
書
き
直
さ
れ
た
後
、
無
意
識
も
再
考
さ
れ

る
。
中
井
は
意
識
横
…造
を
三
つ
の
領
域
に
区
分
し
て
い
る
。
ま
ず
第

一
に
、
記

憶
表
象
や
認
識
に
至
ら
な

い

「直
接
射
影
」
の
領
域
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
直
接

的
で
反
射
的
な
行
為
が
含
ま
れ
る
。
第
二
に
、
全
て
の
認
識
が
属
し
て
い
る

「上
部
射
影
」

の
領
域
が
あ
る
。
こ
こ
で
形
成
さ
れ
る
世
界
像
は
歪
曲
さ
れ
て
お

り
、
「直
接
射
影
」
と
同
様
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
論
の
対
象
と
な
る
。
第
三
に
、

「認
識
の
達
し
な

い
深
さ
」
に
お
い
て
自
ら
の
状
況
を
模
写
し
、
保
持
す
る
も
の

と
し
て
の

「基
礎
射
影
」
の
領
域
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
自
分
に
も
わ
か
ら
な

い

自
分
が
横
た
わ

っ
て
い
る
。
認
識
を
経
過
し
な
が
ら
も
、
認
識
の
達
し
な

い
深

み
に
お

い
て
自
己

の
状
況
を
把
握

し
、
実
践
的
に
判
断
す
る
批
判
的
精
神
が

「基
礎
射
影
」
の
領
域
に
対
応
す
る
。

意
識
が

「行
動
の
射
影
的
関
係
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
意
識
の
射
影
構
造
を

媒
介
す
る
自
然
構
成
が
身
体
で
あ

る
。
そ
し
て
、
自
然
構
成
と
し
て
の
身
体
の

機
能
を
拡
大
す
る
も

の
が
道
具
で
あ
り
、
機
械
で
あ
る

蓼
。
身
体
は
あ
ら
ゆ
る

「機
能

の
複
合
体
」
で
あ
り
、
「そ

の
機
能
を
補
足
し
、
倍
加
す
る
構
成
体
」
が

道
旦
ハと
機
械
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
道
具
は
、
「身
体
の
拡
大
射
影
」
で
あ
り
、
機

械
は
さ
ら
に
身
体
の
機
能
を
拡
大
し

て
ゆ
く
。
「飛
行
機
と
人
の
跳
躍
、
艦
船
と

遊
泳
、
レ
ン
ズ
と
眼
球
、
ラ
ジ
オ
と
鼓
膜
な
ら
び
に
声
帯
等
々
の
構
成
は
、
自

、

然
構
成
よ
り
道
具
、
道
旦
ハよ
り
機
械

へ
の
機
能
拡
大

へ
の
過
程
で
あ
る
」
[中
井
、

一
九
八

一
9
、

一
九
四
頁
]
。
道
旦
ハと
機
械
が
身
体
の
機
能
を
拡
大
す
る
と

い
う

024

時
、
そ
れ
は
射
影

の
視
点
か
ら
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
意
識
は

「行
動
の
射

影
的
関
係
」

で
あ
り
、
こ
の
意
識
の
射
影
構
造
を
媒
介
す
る
自
然
構
成
と
し
て

の
身
体
が
あ
り
、
そ
の
身
体
の
機
能
を
拡
大
す
る
の
が
道
具
と
機
械
で
あ
る
。

知
覚
は
も
は
や
身
体
の
み
な
ら
ず
、
道
具
と
機
械
と
共
に
思
惟
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
実
際
、
論
文

「芸
術
に
お
け
る
媒
介
の
問
題
」
(
一
九
四
七
)
で
は
、
機

械
時
代
に
お
け
る
射
影
機
構
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

今
や
、
歴
史
的
段
階
は
、
個
人
的
意
識
段
階
を
乗
り
越
え
て
、
集
団
的
意
識

段
階
に
向

い
つ
つ
あ
る
。
射
影
機
構
は
、
機
械
的
技
術
を
申
に
含
め
て
、
レ

ン
ズ
、
フ
ィ
ル
ム
、
電
話
、
真
空
管
、
印
刷
な
ど
の
機
構
を
貫
い
て
、
物
質

的
感
覚
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
集
団
人
間
の
感
覚
と
し
て
、
表
現
、
観
照

の
要
素
と
な
り
は
じ
め
た
。
そ
れ
ら
の
感
覚
要
素
を
素
材
と
し
て
委
員
会
と

い
う
近
代
的
集
団
思
惟

の
機
構
は
、
個
性
単
位
の
意
識
を
越
え
た
る
新
た
な

る
性
格
を
、
人
間
社
会
に
導
入
す
る
に
い
た

っ
た

[中
井
、

一
九
八

一
び
、

一

三
三
頁
]
。

こ
こ
で
は
、
知
覚
は
、
身
体
の
み
な
ら
ず
…機
械
を
も
含
め
て
考
察
さ
れ
て
い

る
。
知
覚
の
変
容
と

い
う
視
点
か
ら
機
械
を
身
体
の
拡
張
と
み
な
す
発
想
は

マ

ク
ル
ー
ハ
ン
の
言
う

「
メ
デ
ィ
ア
」
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
、
細
か
な
点
に

お
い
て
両
者
は
異
な
る
。
中
井
の
場
合
、
身
体
拡
張
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ

っ
て
感
覚
麻
痺
が
生
じ
る
と
い
う
問
題
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
テ
レ

ビ
の
普
及
以
前
に
組
み
立
て
ら
れ
た
中
井

の
議
論
に
は
、
機
械
時
代
に
お
け
る



身
体

の
拡
張
か
ら
電
気
技
術
の
時
代

に
お
け
る
中
枢
神
経
組
織
の
拡
張
へ
の
移

行
、
あ
る
い
は
専
門
化
と
細
分
化
の
過
程
が
進
行
す
る
外
爆
発
が
統
合
的
な
内

爆
発
に
逆
転

(民Φ〈
興
ω巴
)す
る
と
い
う
問
題
は
含
ま
れ
て
は
い
な
い
。

む
し
ろ
中
井

の
慧
眼
は
、
意
識
を
も

っ
た
個
人
が
相
互
に
意
志
を
伝
達
す
る

も
の
と
し
て
委
員
会
を
考
え
な
か

っ
た
点
に
あ
り
、
ま
た
行
動
に
お
い
て
知
覚

の
規
定
性
を
考
察
す
る
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
レ
ン
ズ
、
フ
イ
ル
ム
、
電
話
、

真
空
管
、
印
刷
の
機
械
が
介
在
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
知
覚
の
条
件
が
変
容
し
、

物
質
的
感
覚
と
も

い
う
べ
き
も
の
が
集
団
に
お
け
る
人
間
の
感
覚
に
浸
潤
す
る
。

委
員
会
が
集
団
的

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

一
形
態
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
こ
に
は
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
認
識
の
規
定
と

い
う
メ
デ
ィ
ア
論
的
視
点
が
絡
み

合

っ
て
い
る
。
こ
の
時
、
射
影
機
構

が

「行
為
に
お

い
て
発
見
さ
れ
た
る
関
係

の
構
造
」
で
あ
る
以
上
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
知
覚
の
規
定
は
メ
デ
ィ
ア
を
利
用

す
る
行
為
に
お
い
て
作
用
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

㈲

媒
介
と
し
て
の
技
術

行
為
に
重
心
を
お
い
た
関
係
論
的
思
考
に
お
い
て
意
識
が
再
定
義
さ
れ
、
身

体

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
拡
大
と
し
て
の
道
具
や
機
械
と
共
に
知
覚
が
考
察
さ
れ

る
様
を
確
認
し
て
き
た
。
興
味
深
い
の
は
、
射
影
構
造
を
媒
介
す
る
自
然
構
成

と
し
て
の
身
体
が
、
道
旦
ハと
機
械
と

い
う
人
間
の
所
産
と
結
合
さ
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。
中
井
に
お
け
る
技
術
概
念
は
、
こ
れ
と
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
自

然
系
列
と
人
間
的
系
列
を
結
合
す
る
媒
介
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で

は
、
機
能
概
念
の
発
展
と
し
て
捉
え

ら
れ
た
技
術
の
問
題
に
つ
い
て
、
「模
写
論

の
美
学
的
関
連
」

(
一
九
三
四
)
、
「
委
員
会
の
論
理
」
(
一
九
三
六
)
、
「芸
術
に

お
け
る
媒
介
」
(
一
九
四
七
)
な
ど
の
論
考
か
ら
考
察
す
る
。

技
術
を
考
察
す
る
際
、
中
井
は
生
産
力
と
の
関
連
に
注
目
し
て
い
る

§
。
生

産
力
の
構
造
は
、
労
働
力
と
労
働
対
象
、
そ
し
て
労
働
手
段
の
三
要
素
か
ら
な

っ
て
い
る
。
労
働
力
と
労
働
手
段
を
関
連
づ
け
る
も
の
が
技
術
機
構
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
技
術
と
生
産
力
は
密
接
に
関
連
し
な
が
ら
も
互
い
に
異
な
っ
て

い
る
。
た
だ
し
、
技
術
は
、
生
産
力
と
の
関
連
の
み
な
ら
ず
、
自
然
と
の
関
連

に
お
い
て
も
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

申
井
に
よ
る
ど
、
自
然
の
存
在
は
、
そ
れ
が

「可
能
で
あ
る
か
不
可
能
で
あ

る
か
、
現
実
で
あ
る
か
非
現
実
で
あ
る
か
、
偶
然
で
あ
る
か
必
然
で
あ
る
か
、

そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
を
問
う
」
も
の
で
あ
る

[中
井
、

一
九
八

一
び
、

一
二
六

頁
]。
こ
れ
に
対
し
て
技
術
の
概
念
は
、
動
的
な
構
造
を
持
つ
。
技
術
的
な
手
段

に
よ

っ
て
、
水
の
落
下

(自
然
的
因
果
律
)
は
電
気
機
械
の
運
動

(人
間
的
秩

序
)
へ
と
転
化
し
う
る
。
技
術
に
お
い
て
は
、
自
然
的
系
列
的
要
素
は
人
間
的

系
列
的
秩
序
に
結
合
さ
れ
、
そ
こ
で
は
自
然
的
進
行
と
技
術
的
対
象
の
新
し
い

必
然
的
な
秩
序
が
発
生
す
る
。
自
然
的
系
列
的
要
素
と
人
間
的
系
列
的
秩
序
を

結
合
す
る
も
の
と
し
て
、
技
術
は
媒
介
的
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
重
要
な
の
は
、
二
系
列
を
結
合
す
る
技
術
に
よ
っ
て
論
理
の
領
域
に
も

た
ら
さ
れ
る
交
流
的
構
造
で
あ
る
。
自
然
的
系
列
に
お
い
て
、
可
能
/
不
可
能
、

現
実
/
非
現
実
、
偶
然
/
必
然
の
い
ず
れ
で
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
と
す
る

な
ら
、
技
術
の
問
題
に
よ

っ
て
こ
れ
ら
す
べ
て
の
軸
に
重
大
な
変
化
が
生
じ
る
。

技
術
に
よ

っ
て
論
理
の
領
域
は
、
「現
実
よ
り
非
現
実

へ
、
非
現
実
を
現
実
に
、

可
能
を
不
可
能
に
、
不
可
能
を
可
能
に
、
僑
然
を
必
然
に
、
必
然
を
偶
然
に
、
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お
の
お
の
相
互
に
転
換
し
模
写
す

る
と
こ
ろ
の
新
た
な
機
構
、
い
わ
ば
交
流
的

構
造
と
な
る
」
の
で
あ
る

[中
井
、

一
九
入

一
9
、
八
七
頁
]。
例
え
ば
、
「航
行

す
る
風
船
」
は
、
か
つ
て
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
論
理
書
で
虚
偽

の
概
念
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
非
現
実

的
な
概
念

で
あ

っ
た

[中
井
、

一
九
八

一
9
、

一
六
頁
]。
し
か
し
、

一
九
二
九
年
、
飛
行
船
の
ツ
ェ
ッ
ペ
リ
ン
は
現
実
と
な

っ

て
世
界
を

一
周
し
た
。
こ
の
場
合
、
「航
行
す
る
風
船
」
と
い
う
非
現
実
の
概
念

は
、
技
術
の
展
開
に
よ
り
、
現
実

に
転
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
然
の
論
理

が

一
方
的
で
直
流
的
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
技
術
の
論
理
は
相
互
転
換
的
か

つ
交

流
的
で
あ
る
。
自
然
的
系
列
を
人

間
的
系
列
秩
序
に
結
合
す
る
た
め
に
、
二
系

列
を
相
互
転
換
す
る
媒
介
的
契
機
が
技
術
の
論
理
の
構
造
で
あ
る
。

㈲

芸
術
に
お
け
る
媒
介

こ
の
よ
う

に
、
中
井
は
…機
能
概
念
を
技
術
に
適
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
技

術
の
論
理
は
無
批
判
に
肯
定
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
技
術
概
念
は
生
産

の
論
理
の
中
で
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
生
産
に
お
け
る
技
術
は
さ
ら
に
芸
術
に
お
け
る
技
術
に
よ

っ
て
補

完
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は

「技
術
そ
の
も
の
が
や
が
て
、
単
に
現

実
を
非
現
実
と
し
、
非
現
実
を
現
実
と
す
る
方
向
に
の
み
発
展
し
て
、
最
も
基

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

礎
た
る
べ
き
、
人
間
の
積
極
的
目
的
的
活
動
の
線
に
そ
う
て
と

い
う
方
向
性
を

失
わ
な

い
」
た
め
で
あ
る

[中
井

、

一
九
八

一
9、

一
八
頁
]
。
技
術
が
発
展
す

る
な
か
で
目
的
的
活
動

の
方
向
が
忘
却
さ
れ
る
こ
と
へ
の
懐
疑
は
、
生
産
技
術

に
か
わ

っ
て
芸
術
の
技
術
に
重
要
性
を
付
与
す
る
。
芸
術
は
生
産
技
術
と
は
異

な
る
側
面
か
ら
目
的
的
活
動
の
方
向
性
を
照
ら
し
出
す
か
ら
で
あ
る
。

生
産
的
技
術
と
別
の
方
向
か
ら
目
的
的
活
動
の
方
向
を
照
ら
し
出
す
例
と
し

て
中
井
が
あ
げ
て
い
る
の
が
映
画

『ト
ゥ
ル
ク
シ
ー
ヴ
』

で
あ
る
。
し
か
し
、

中
井
は
映
画
の
旦
ハ体
的
な
内
容
に
ふ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
バ
ラ
ー

ジ

ュ
の
記
述
を
参
照
し
て
そ
の
内
容
を
説
明
し
た

い

[バ
ラ
ー
ジ

ュ
、

一
九
九

二
、
二
一二
五
～
;

二
八
頁
]。
ト
ゥ
ー
リ
ン
の
作
で
あ
る
こ
の
映
画
で
は
、
シ
ベ

リ
ア
と
ト
ル
キ
ス
タ
ン
を
結
ぶ
最
初
の
鉄
道
建
設
が
描
か
れ
て
い
る
。
二
つ
の

地
方
は
経
済
的
に
相
互
依
存
し
て
い
る
が
、
砂
漠
で
隔

て
ら
れ
て
い
る
た
め

人
々
の
生
活
は
困
苦
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
緊
急
な
救
済
策
が
鉄
道
の
建

設
で
あ
る
。
し
か
し
、
氷
点
下
四
二
度
と
い
う
北
部
の
気
温
、
砂
漠
地
帯
で
あ

る
南
部

の
猛
暑
な
ど
の
障
害
が
あ
る
。
障
害
と
の
神
話
的
格
闘
に
参
入
す
る

人
々
を
映
像
は
古
代
の
叙
事
詩
の
よ
う
に
描
き
出
す
。

『ト
ゥ
ル
ク
シ
ー
ヴ
』
は
単
な
る
記
録
映
画
で
は
な

い
。
こ
の
映
画
は
ト
ゥ

ル
ク
シ
ー
ヴ
鉄
道
の
建
設
中
に
制
作
さ
れ
、
映
画
の
終
わ
り
に
は

「
一
九
三
〇
」

と
い
う
字
が
現
れ
る
。
鉄
道
は

一
九
三
〇
年
に
完
成
さ
れ
る
予
定
だ

っ
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
映
画
は

一
九
二
八
年
に
制
作
さ
れ
、
ト
ゥ
ル
ク
シ
ー
ヴ
鉄
道
建

設
の
た
め
に
働
く
労
働
者
に
見
せ
ら
れ
た
。

フ
ィ
ル
ム
上
で
完
成
さ
れ
た

『ト

ゥ
ル
ク
シ
ー
ヴ
』
を
見
た
労
働
者
は
深
い
感
銘
を
受
け
、
予
定
よ
り
六
カ
月
早

く
建
設
を
完
了
す
る
こ
と
を
誓

っ
た
。
こ
の
た
め
に
、
鉄
道
は
予
定
よ
り
早
く

動
き
始
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
観
客
向
け
に
こ
の
映
画
が
再
編
集
さ
れ
る
際
に
は

終
わ
り
の
シ
ョ
ッ
ト
の
日
付
が

コ

九
二
九
」
に
訂
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
し
た
が

っ
て
、
映
画

『ト
ゥ
ル
ク
シ
ー
ヴ
』
で
は
、
鉄
道
建
設
の
現
実
が

非
現
実
で
あ
る
映
画
に
移
行
し
て
い
る
。
し
か
し
、
建
設
工
事
が
促
進
さ
れ
た

時
、
非
現
実
と
し
て
の
映
画
は
現
実
と
な

っ
て
い
る
。
映
画

『ト
ゥ
ル
ク
シ
ー
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ヴ
』
に
つ
い
て
バ
ラ
ー
ジ

ュ
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
現
実
と
し
て
の
生
活
と
非

現
実
と
し
て
の
芸
術
は
、
「互
い
に
手
を
た
ず
さ
え
て
平
行
し
て
進
み
、
互
い
に

相
手
を
揺
り
動
か
し
、
互
い
に
刺
戟
し
合
い
な
が
ら
、
認
識
に
よ

っ
て

=
疋
の

方
向
に
導
か
れ
る
」
[バ
ラ
ー
ジ

ュ
、

一
九
九
二
、
二
三
入
頁
]。

映
画

『ト
ゥ
ル
ク
シ
ー
ヴ
』
に
お

い
て
、
現
実
の
鉄
道
が
映
画
化
さ
れ
た
と

言
う
こ
と
は
や
や
不
正
確
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
映
画

『ト
ゥ
ル
ク
シ
ー
ヴ
』
は
、

一
九
三
〇
年
に
完
成
す
る
鉄
道
を

一
九
二
八
年
に
撮
り
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
よ

っ
て
フ
ィ
ル
ム
の
上
で
完
成
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
中
井
が
指
摘
す
る
よ
う
に

『ト
ゥ
ル
ク
シ
ー
ヴ
』
は
完
成
さ
れ
た
現
実

の
鉄
道
を
再
現
し
た

「時
に
そ
っ
て

の
リ
ア
リ
ズ

ム
」
で
は
な
く
、
編
集

に
よ

っ
て
作
ら
れ
た

「非
現
実
の
現
実
」

と
言
う

べ
き
も
の
で
あ
る
。
中
井
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
非
現
実
で
あ
る
映
画

『ト
ゥ
ル
ク
シ
ー
ヴ
』
こ
そ
が

「現
実
そ
の
も
の
よ
り
も
も

っ
と
完
全
な
、
も

っ

と
追
る
よ
う
な
、
も

っ
と
納
得
で
き

る
現
実
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
」

[中
井
、

一
九
八

一
9
、
二
〇
頁
]。

中
井
に
お
い
て
は
、
技
術
の
み
な
ら
ず
、
芸
術
に
お
い
て
も
、
現
実
と
非
現

実
は

「相
互
転
換
的
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
芸
術
は
生
産
的
技
術
と
は
異
な
る

,仕
方
で
目
的
的
方
向
を
照
ら
し
出
す
。
現
実
よ
り
も
も

っ
と
現
実
的
な
虚
構
と

し
て
の
映
画
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「人
間
が
何
に
飢
え
て
い
た
の
か
何
に
渇

い
て
い
た
の
か
を
、
初
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
。
こ
れ
は
単
に
認

識
の
領
域
で
生
じ
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
認
識
の
達
し
な
い
深
み
に
お
い
て

行
動
体
が
自
己
の
状
況
を
射
影
す
る

「基
礎
射
影
」
の
次
元
に
お
け
る
出
来
事

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で

「芸
術
に
お
け
る
媒
介
」
(些
が
問
題
と
な

る
。
「媒
介
」
は

「直
接
性

(無
媒
介
)」
と
共
に
用
い
ら
れ
る
概
念
で
あ
る

璽
。

中
井
の
場
合
、
「媒
介
」
は
、
論
理
そ
の
も
の
が
行
動
を
離
れ
て
は
成
立
し
な

い

と
い
う
地
点
に
お
い
て
可
能
に
な
る

「無
媒
介
の
媒
介
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
の

「無
媒
介
の
媒
介
」
は
、
積
極
的
な
切
断
を
自
分
自
ら
に
加
え

「自
分
を
切
っ
て
す
て
る
こ
と
で
、
自
分
が
発
展
す
る
」
こ
と
、
あ
る
い
は

「自

分
自
身
を
否
定
の
媒
介
と
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
へ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
媒
介
概

念
よ
り
も

一
世
代
成
長
し
た
も
の
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
中
井
の
自
己
媒
介
の

論
理
の
な
か
で
強
調
さ
れ
る
の
は
自
己
同

一
性
に
回
帰
す
る
側
面
で
は
な
く

篳
、

自
己
か
ら

「離
脱
」
す
る
側
面
で
あ
る
。
中
井
が
映
画
に
見
出
し
た
の
は
こ
の

意
味
に
お
け
る
媒
介
で
あ
る

篳
。
「自
分
み
ず
か
ら
を
否
定
の
媒
介
と
す
る
と

い
う
ミ
ッ
テ
ル
の
媒
介
、
す
な
わ
ち
離
脱

の
精
神
の
中
に
初
め
て
私
た
ち
は
、

新
た
な
時
代
に
今
あ
ら
わ
れ
つ
つ
あ
る
芸
術
の
媒
介
概
念
を
見

い
だ
す

の
で
あ

る
」
[中
井
、

一
九
入

一
げ
、

二
二
六
頁
]。

【注
】

(
1
)
中
井
研
究
と

い
う
場
合

、
中
井

の
著
作

の
解
釈
を

一
次
的
な
課
題

と
す
る
狭

義
の
中
井
研
究
と
、
彼

の
視

点

の
継
承

・
展
開
を
課

題
と
す

る
広
義

の
中
井

研
究

を
想
定
し
う
る
。
た
だ

し
中
井
正

一
自
身

が

「
離
脱
」
を
強
調

し

て
い

る
こ
と
か
ら
、
狭
義

の
中
井

研
究
も

彼

の
視
点
を
展

開
す
る
こ
と

に
注
意

を

払

わ
ざ
る
を

得
な

い
。
両

者
は
切
り

離
さ
れ

る

べ
き

で
は
な

い
の
で
あ

る
。

本
稿

で
は
、
両
者
を
含

め
て
中
井
研
究
と
呼
ん
で

い
る
。

(2
)

こ
の
点

に

つ
い
て
は
、

[門
部
㍉

一
九
九
八

σ
]

の
中
で
検
討

し
た
。
山

田
宗

睦

に
お

い
て
、

「委

員
会

の
論
理
」

は
テ
レ
ビ
を
射
程

に
含
む

「
メ
デ
ィ
ア
史

の
論

理
」

に
展
開
さ
れ

て
い
る
。
そ

の
試

み
は
、
反
映
論

で
は
な
く

「媒
介

作
用
」

の
論

理
に
依

拠
し
た
も

の
で
あ
り

、
そ
こ

で
は

メ
デ
ィ

ア
に
よ

る
認
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識

の
規
定
性

が
歴
史
的

に
定
式

化
さ
れ

て
い
る
。
ま

た
、
針
生

一
郎

の
中
井

正

一
論

に
お

い
て
は
、

「中
井
正

一
の
射
影

の
概
念

は
…
省

略
…
メ
デ
ィ
ア
を

も
ふ
く
ん
で

い
る
」
と

さ
れ
る

[針
生
、

一
九
七
三
]
。

(3
)

先
行
研
究
と

し

て
は
佐
藤
晋

一
の
論

文

「中
井
正

一
の

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ

ン
呱呷
ー

『集

団
的
主
体
性
』
形
成

の
論
理
1

」
が
あ
り
、

こ
こ
で
も

「
メ
デ

ィ
ア
」

と

い
う

術
語
が
用

い
ら
れ
て

い
る

[佐

藤
、

一
九

九
六
]
。
本
稿
と

の

相

違
は
、
中
井

に
お
け

る
メ
デ
ィ
ア
論
的
発
想

の
形
成
過

程
、
及
び
そ
う
し

た
発
想

の
背
景

に
本
稿

が
焦
点
を
あ

て
て
い
る
こ
と
が
あ

る
。

バ
ル
バ
ロ
イ

(4
)

「
ギ
リ
シ

ャ
人
に
と

つ
て
書
く

こ
と
は
野
蛮
人

の
仕
事

で
あ

り
、
ポ
イ

ニ
ケ

i
人
の
伝
え

た
る

『
ポ
イ

ニ
ケ
ー
の
符
牒
』
で
あ

っ
た
」

[中
井
、

一
九
八

一

・⇔
、
二

一
七
頁
]。

(
5
)
中
井

の
議
論
を

や
や
図
式
化
す
れ
ば

、

ソ
ク

ラ
テ
ス
に
お

け
る

「外

な
る
言

葉
」
、

そ
し
て
こ
れ
を

「書
き

写
し
た
」
プ

ラ
ト
ン
の

「内
な

る
言
葉
」
が
あ

り

、
こ

の
両
者
と
異

な
る
も
.の
と

し
て
ア
リ

ス
ト

テ
レ
ス
に
お
け
る

「
両
者

の
分
か
ち

が
た
き

溶
融
」
、
あ

る

い
は
両
者

の

コ
ロ
ス
的
な
併
存
が
整
理

で
き

る
。
た
だ

し
、
中
井
は
、
プ

ラ
ト
ン
の
文
字
批
判
を
指
摘

し
た
上

で
、

「文
字

の
プ

ラ
ト

ン
」
と

い
う

表
現
を
用

い
て

い
る
。
全
く
異
な

る
文
脈

に
お

い
て

だ

が
、
ト

ロ
ン
ト

・
コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン
学
派
と
呼
ば
れ

る
古
典

学
者

ハ

ヴ

ロ

ッ
ク

の
著
作
、

『プ

ラ
ト

ン
序
説
』

(
一
九
六
三
)

に
お

い
て
も

、
プ

ラ

ト

ン
の
イ
デ

ア
論

の
成

立
と
文
字
文
化

の
関
連
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
た
だ

し
、

ハ
ヴ

ロ

ッ
ク
に
お
け
る

口
承

の
文
化
と
文

字
文
化
な
ど

の
二
分
法

の
問

題
は
以
下
を
参
照

[ζ
Φ
一σ
嘆
oq
し
㊤
Φ
巴
。

(
6
)

バ
ラ
ー
ジ

ュ
の

『視
覚

的
人
間
』
が
出
版

さ
れ
る
ほ
ぼ

一
〇
年
前

の

一
九

一

三
年
、

『
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
新
聞
』

に
発
表
し
た

エ

ッ
セ
イ

で
、
す
で
に
ル
カ

ー
チ
も

「映
画
美
学
」

に

つ
い
て
論

じ
て

い
る

[
ル
カ
ー
チ
、

一
九

七
五
]
。

(
7
)
中
井
が
参
照
し
た
と
思
わ
れ

る
バ
ラ
ー
ジ

ュ
の
記
述
は
以
下

の
通
り
で
あ

る
。

「
ヴ

ィ
ク
ト

ル

・
ユ
ー
ゴ
ー
は
、
印
刷
さ
れ
た
書
物
は
中
世
紀
に
大

伽
藍
の
果

(
8
)

(
9
)

(
10
)

た

し
た
役

割
を
引
き

つ
ぎ
、
民
衆

の
精

神

の
担

い
手

に
な

っ
た
、
と
ど

こ
か

064

に
書

い
て

い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、

千
冊

の
書
物
は

、
大

伽
藍

に
集

中
さ
れ

た

一
つ
の
精
神
を
千

の
意
見

に
引
き
裂

い
た
。
:

・
(略
)

:

・
見
え

る
精
神

は

か
く

し
て
読

ま
れ
る
精
神

に
変
わ
り

、
視
覚

の
文
化

は
概
念

の
文
化

に
変

わ

っ
た
。

・
:

(略
)

・
:

さ

て
、
今

や

一
つ
の
別

の
機
械
が
文
化
を
あ

ら

た

に
視
覚

的
な
も
の

の
方

に
転

回
さ

せ
、
人
間

に
新

し

い
顔

つ
き
を
与
え

は

じ

め
て

い
る
。

こ
の
機
械
は

シ
ネ

マ
ト
グ
ラ

フ
ィ
ー

(活
動
写
真
)
と
呼
ば

れ

る
。
印

刷
術
と
同
じ
く
、
そ

れ
は

人
間
の
精
神

の
生

産
物

を
複
製

し
普

及

す

る
た

め
の
技

術
的
装
置

で
あ

る
が

、
そ
れ
が
人
間
文
化

に
及
ぼ
す
影
響

は

印
刷
術
に
く
ら
べ
て
勝

る
と
も
劣
る
も

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
」
[バ
ラ
ー
ジ

ュ
、

一
九
八
六
、
二
七

～
二
八
頁
]
。

カ

メ
ラ
の
レ
ン
ズ

の
出

現
に
よ
る
視
覚
形
態

の
変
化
と

は
、
精
緻

さ
や
冷
厳
、

鋭
利
、
正
確
さ

な
ど

「
胸

の
す
く
よ
う

な
切

れ
た
感
じ
」
を

特
徴
と
す

る
レ

ン
ズ

の
見

か
た

、
す

な
わ
ち

「
冷
た

い
視
覚
」

が

「人

の
視
覚

」
に
浸
透
す

る

こ
と
で
あ

る
。

「見

る
言
葉
」

に
含

ま
れ
る
も

の
と

し
て
、
中
井
は

「映

画
語
」

と

い
う
術

語
も
用

い
て

い
る
が
、
そ
れ
は

「字
幕

の
意
味

と
は
全
然
別
」

の
も

の
だ
と

述

べ
て

い
る
。

ポ

ス
タ
ー

の
図
式

に
よ
る
と
、

「第

一
の
メ
デ
ィ
ア
時
代
」

で
は
、

一
般

に
、

少
数

の
製
作
者

が
多
数

の
受

け
手
に
情
報
を
送

る
と

い
う

「
コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
の
放
送

モ
デ
ル
」

が
支
配
的

で
あ

っ
た

(映

画
、

ラ
ジ
オ
、

テ
レ
ビ

な
ど
)。

こ
れ
に
対
し

て

「第

二
の
メ
デ
ィ
ア
時
代
」

で
は
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
は
双
方
向
か

つ
脱

中
心
化
さ
れ
た
も

の
と
し

て
モ
デ

ル
化

さ
れ
、
製

作
者
/
分
配
者
/
消
費
者

の
各

項

の
境
界
は
崩

壊
す

る

(情
報

ス
ー
パ
ー

ハ

イ
ウ

エ
ー
、
衛
星
技
術
、

コ
ン
ピ

ユ
ー
タ
、
電
話
な
ど
)
[勹
o
ω
冖①
「
し
り
8

"。。
]
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら

の
時
代

区
分
は
、
互

い
に
包

み
込

み
、
同
時

に
存

在
し
う

る
も

の
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
る

[丶赱
9
も

b
巳
。



(11
)
山

本
義
隆

の
訳

で
は

『
実
体
概
念
と

関
数
概
念
』
と
訳

さ
れ
て

い
る
。
こ
こ

で
は
、
用

語
の
統

一
を
は
か
る
た
め
、
中
井
正

一
の
訳
語
を
採
用
し
た
。

(12
)
た
だ
し
、
後

に
中
井
は
機
能

の
論

理
に
対
し

て
批
判
的

に
な
り

、
ま
た
、
当

時

カ

ッ
シ

ー
ラ
ー
の
対
極

に
あ

る
と

さ
れ
た

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー

へ
の
関
心
を
示

し
て

い
る
こ
と
は
忘
却
す

べ
き

で
は
な

い
。

(
13
)
主
観

と
客
観

が
、

時
間

の
視
点
を
導

入
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
相

互
に
置
き
換

え

ら
れ
る
も

の
と

な

っ
た

の
に
伴

い
、
内

界
/
外
界

の
区
別
も
ま

た
函
数
的

関
連

と
し

て
理
解

さ
れ
る
こ
と

に
な

る
。

そ
し

て
、
内
と
外

の
区
別

が
も
は

や
自

明
な
も

の
で
な

い
の
だ
と
す
れ
ば

、
内

在
と
超
越
と

い
う
概
念

に

つ
い

て
も
疑

問
が
生
ま

れ
る
。
実
際
、
中
井

は
、
内
在
に
対
立
す

る
も

の
と

し
て

の
超
越

で
は
な
く

、
「乗
り
越
え

る
こ
と
」
と

し
て
の
、

い
わ
ば
内
在
的
超
越

に

つ
い
て
述

べ
て
い
る

[中
井
、

一
九
八

一
ぴ
、
二

一
頁

]。

(
14
)
身
体

の
拡
大
と

し
て
の
機
械
と

い
う
視
点

に
関
連
す
る

の
は
、
『
構
想
力

の
論

理
』
第

三
章

に
お
け

る
三
木
清

の
記
述

で
あ

る
。
彼

が
道
具
を
論

じ
る
際
、

道
具
は

「無
意
識
的
な
投
影
」

で
あ
り
、

「
エ
ス
ピ
ナ

ス
の
云
ふ
如
く
、
器
官

の
無
意

識
的
な
投
影
、
延

長
さ
れ
た
身
體
」
だ

と
述

べ
て
い
る
。
道
具

が
主

体
的
か

つ
客
体
的

で
あ

る
よ
う

に
、
三
木

に
お
け
る
技
術

の
本
質
は
、
主
体

と
客
体
を

媒
介
す

る
こ
と

で
あ

り
、
ま
た
目
的
論

と
因
果
論
を
統

一
す

る
も

の
と
さ
れ

て
い
る
。

(15
)
ウ

エ
ブ

ス
タ
ー
は
、

マ
ル
ク

ス
主
義

に
お
け

る
技

術
的
発
展
を
重
視
す

る
潮

流
と
政
治

活
動
を
重
視
す

る
潮

流
と

の
相
違

に

つ
い
て
述

べ
て
い
る
。

一
.般

に

マ
ル
ク

ス
主

義

に
お

い
て
は

、
生
産
関
係

と
生
産
諸
力

が
区
別

さ
れ
る
。

生
産
関
係

は
階
級
闘
争

や
社
会

関
係

の
領
域

で
あ
り

、
生
産
諸
力
は

テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
と

テ
ク

ニ

ッ
ク

の
領
域

で
あ
る

(工
場
、
機
械
生
産
、
分
業
)
。

ウ
エ

ブ

ス
タ

ー
に
よ
る
と
両
者

の
相

対
的
重
要
性

に

つ
い
て
は
、
科
学
的

マ
ル
ク

ス
主
義

に
お
け

る
分
析

の
な
か

で
常

に
緊
張

が
あ

っ
た
と

い
う
。

そ
れ
は
、

生
産
諸
力
を
重

視
す
る
者
は
、
社
会

変
動

に
お
け

る
技

術
的

発
展

の
重
要
性

を
強
調
す

る

一
方

、
生
産
関
係
を
重
視
す

る
者

は
、
変
動
を
も

た
ら
す

ラ
デ

ィ
カ

ル
な
政
治
活
動
を
強

調
す
る
と

い
う

緊
張
で
あ

る

[≦
Φ
σ
ω
8
肘
レ
リ
O
㎝
"

一
り
O
]
。

(
61
).
論
文

「芸
術

に
お

け
る
媒
介

の
問
題
」

に
お
け
る
中
井

に
よ
れ
ば

、
古
代

の

模
倣
、
近
代
の
創
造

、
現
代

の
反
映
と

い
う
芸
術
概
念

の
い
ず
れ

に
も
、

「主

的
な
る
も

の
と
客
的
な

る
も

の
の
媒
介
性
」

が
見
ら
れ
る

の
だ

と
言
う

。

こ

の
芸
術

に
お
け

る
媒
介

に
は
三

つ
の
段
階

が
考
え

ら
れ
る
。
第

一
に
、
古
代

の
形
而
上
学
的
媒
介

(本
質

と
現
象

の
中
間
的
媒
介

者
と
し

て
芸
術

を
位
置

づ
け
る
も

の
)
が
あ
り

、
こ
れ
は
奴
隷
制
崩
壊

よ
り
封
建
制
発

生
の
段

階

に

共
通
す
る

ヒ
エ
ラ
ル
キ

ー
的
世

界
観
を
背
景
と

し
て

い
る
。
第

二
に
、
近
代

の
認
識
範
疇
的
媒
介

(悟
性
と

理
性
、
認
識
論
的
範

疇

の
媒
介
的
統

一
者
と

し
て
の
芸
術
)
が
あ
り
、

そ
こ
で
は

「媒
介
」
と

い
う

概
念
は
卑
し

い
も

の

か
ら
高
度
な
も

の

へ
昇
格
す

る
。

第
三

に
、
存
在
範

疇
的
媒
介

が
あ

る
。
存

在
範

疇
的
媒
介

で
は
、
非
連
続

の
連
続

と
し

て
の
媒
介

的
役
割
が
芸
術

に
求

め
ら
れ
る
。
感
情
は
、
力
学
的

な
連
続

の
原
理

"
時

間
空
間

の
切
断
を

満
た

す
媒
介

と
し
て
あ
り
、
範
疇
問

の
等
値

的
関
連
と

し
て
、
そ

の
意
味

の

「象

徴
」
と
し

て
現
れ
る
。

(17
)
「媒
介
(<
興
巨

け二
⊆
5
0q
と

概
念

に

つ
い
て
、

へ
ー
ゲ

ル
は

「媒
介
と

は
第

一

の
も

の
か
ら
出

て
第
二

の
も

の

へ
移

っ
て

い
る

こ
と
」

で
あ

る
と
述

べ
て

い

る

(
『
エ
ン
ツ

ユ
ク

ロ
ペ
デ
ィ
ー

小
論

理
学
』
八
六
節
)
。

「媒
介
」
は

「直

接
性
」
と

関
連
し
て
使
用
さ
れ

る
が
、

両
者
は
排
他
的

な
対
立

に
お

い
て
把

握
す

べ
き
で
は
な

い
。
「直
接
性
そ

の
も

の
の
う
ち

に
媒
介

が
含
ま
れ
て

い
る
」

か
ら

で
あ

る

(同
右

七
〇
節
)
。
媒
介
を
通

じ
て
直
接
性
が
成
立
す

る
時
、

そ

こ
に
み
ら
れ
る

「
外
的
な
も

の
と

の
、
ま
た
外
的
な
も

の
に
よ

っ
て
の
媒

介

で
は
な
く

、
自

己
そ

の
も

の
の
う
ち

で
自

己
を
完
結
す

る
媒

介
」
が

「真

の
媒
介
」

で
あ

る
と

さ
れ
る

(同
右

六
九
節
)
。

「
直
接
知
は
媒
介
知

の
所

産

で
あ
け
、
結
果

で
あ

る
と

い
う
風

に
、

両
者

は
結
合
」

さ
れ

て
い
る

の
で
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あ
る
。

(同
右

六
六
節
)
。
た
だ
し
、
中
井
正

一
の
想

定
す

る
媒
介
概
念
は
、

「
へ
ー
ゲ

ル
の
論
理
学

に
お

い
て
考
察
せ

る
媒
介
概
念
よ
り
も
、

一
世
代
成
長

せ
る
媒
介
概
念
」

で
あ
り
、

「
へ
ー
ゲ

ル
の
い
う
と
こ
ろ

の
、
意

識
の
面

に
お

け
る

メ
デ
ィ
ウ
ム

の
媒
介
」

と
は
異
な

る

[中
井

、

一
九
八

一
ぴ
、

一
三
六

頁
]
。

(18
)
他
者

性
を

抑
圧
す

る
、
媒
介

さ
れ
た
同

一
性

に
対

す
る
デ
リ
ダ

の
媒
介
性
概

念

に

つ
い
て
は

[困
恩

P

ら
。。
卜。
H
一
〇
。。
巴

を
参

照
。

(
19

)
こ
の
点

は
純
粋
芸
術

に
限
定
す

べ
き

で
は
な

い
。
中
井

の
映

画
論

と
ポ
ピ

ュ

ラ
ー

カ
ル
チ

ャ
ー
と

の
関
連
は

[門
部
、

一
九
九

八
9・】
を
参
照
。

=

次
文

献
リ

ス
ト
】

中

井
正

一

『中

井
正

一
全
集

1

哲
学

と
美
学

の
接
点
』
久

野
収
編
、
美

術
出
版

社
、

一
九

八

一
皿
。

『
中
井
正

一
全
集

2

転
換
期

の
美
学
的
課
題
』
久
野
収
編
、
美
術
出
版
社
、

一
九
八

一
σ
。

『
中
井

正

一
全
集

3

現
代
芸

術

の
空
間
』
久

野
収

編
、
美
術
出
版
社

、

一

九
八

一
〇
。

.

『
中
井

正

一
全
集

4

文

化
と
集

団

の
論

理
』

久

野
収

編
、
美

術
出
版
社
、

一
九
八

一
α
。

『
美
学
入
門
』
朝

日
新
聞
社

、

一
九

七
七
。

『
美
と
集

団
の
論
理
』
久

野
収
編

、
中
央
公
論
社
、

一
九
六
二
。

『
増
補

美

学
的
空

間
』
鈴
木
正
編
、
薪
泉
社
、

一
九
八
二
。

『世

界
文
化

復
刻

ω

～
③

』
小
学
館
、

一
九
七
五
。

【
二
次
文
献

リ

ス
ト
】

荒

川
幾
男

『
現
代

日
本
思
想
史

5

一
九

三
〇
年

代
-

昭
和
思

想
史
』
青
木
書
店
、

一

九
七
七
。

084

稲
葉

三
千
男

『
マ
ス
コ
ミ
の
総
合
理
論
』
創
風
社
、

一
九

八
七
。

今
村
太
平
、

『映
画
の
眼
-
文
字
か
ら
映

像
の
文
化

へ
ー

』
光
和
堂
、

一
九
九
二
。

上

野
俊
哉

「
レ
ジ

ス

・
ド
ブ

レ
の

『
メ
デ
ィ
オ
ロ
ジ

ッ
ク
宣

言
』

を
読
む
」

『イ

ン
タ
ー

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
、

一
二
号
、

一
九
九

五
。

惑

Φ
σ
ω
8
び

尹

冨

8

鼠
Φ
恥
o
丶
§

Φ

訂

誉
N§

ミ
丶§

⑦
o
q
Φ
§

肉
o
ミ
㌧Φ
番

、
一
8

9

カ

ッ
シ
ー
ラ
ー
、
山
本
義
隆
訳

『
実
体
概
念
と

関
数
概
念
-
認

識
批
判

の
基
本

的
諸
問

題

の
研
究
ー
』

み
す
ず
書
房
、

一
九
七
九
。

桂
英
史

「
オ
ー
ト

マ
ト

ン

・
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
ー
端
末

市
民

の
起
源

と
進
化
1
」

責
任

編
集
桂
英
史

『
二
〇
世
紀

の
メ
デ
ィ
ア
』
第

三
巻

、
ジ

ャ
ス
ト

シ

ス
テ
ム
、

一
九

.
九
六
。

河
野
健

二
編

『
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
ー

一
九
三
〇
年

代
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
○
。

久

野
収
、

『三
〇
年
代
の
思
想
家
た
ち
』
岩
波
書
店

、

【
九
七
亠
ハ
。

、

「解
題
」
、
久

野
収
編

『中
井

正

一
全

集

1

哲
学

と
美
学

の
接
点

』
美

術

出
版
社
、

一
九

八

一
。

、

『
フ
ァ
シ
ズ

ム
の
中

の

一
九

三
〇
年
代
』
リ
ブ

ロ
ポ
ー
ト
、

}
九
八
六
。

、

「京
都
学
派
と
三

〇
年
代

の
思
想
」

『批
評
空

間
』
、
第
n
期
第
四
号
、

一
九

九
五
。

後
藤
和
彦

「
コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン
史

の
研
究
史
」
、
『
講
座

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン
2

コ
、、、
ユ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
史
』
江
藤

・
鶴
見

・
山
本
編
、
研
究
社
、

「
九
七

三
。

佐
藤
晋

一

『
中
井
正

一
・

「教
育
」

の
論
理
学
』
近
代
文

芸
社

、

一
九
九

六
。

竹
内
成
明

『闊
達
な
愚
者
』

れ
ん
が
書
房
新
社
、

一
九
八
○
。

田
邊
元
、

「
へ
ー
ゲ
ル
哲
學
と
絶
對
辯
證

法
」
、

『思
想
』
、
十
月
号

、
岩
波
書
店

、

一
九

三

一
。

鶴
見
俊
輔

「
マ
ル
ク
ス
主
義

の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
論
」
、

『思
想
』

一
九
五
七
、

七

月
号
、

『鶴

見
俊
輔
著
作
集
第

一
巻
』
、

一
九

七
五
。

「思
想

の
発
酵
母
胎
」
、
『
思
想

の
科
学
』
、
中
央
公
論
社
、

一
九
五
九
、
七
。



「
戦
後

か
ら

の
評
価
」
、

『美

と
集
団

の
論
理
』
久

野
収
編

、
中
央
公
論

社
、

一
九
六

二
。

戸
坂
潤
、

『イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
概
論
』
、

一
九

三
二
、

『戸
坂
潤
全
集

第

二
巻
』
剄
草
書
房
、

一
九
六
六
。

、

『技

術

の
哲
学
』
、

一
九
三

三
、

『
戸
坂

潤
全
集

第

}
巻
』

剄
草
書
房

、

一

九
六
六
。

U
Φ
σ
蠢
ど

㌍

9

鬟
恥
紆

註
釟
鰹
o
丶鐘

6
、熄

愚

ミ

ρ
9

=
巨

震
9

一
8

一
・

=
磐

Φ
δ
o
鮮

即

>
4
一
8
ρ

㍗

譽

8

§

ミ
山
貫

↓
冨

切
Φ
一す

碧

即

①
ω
ω
o
h
=
贄
く
p
a

¢
三
く
興
。・
一蔓

牢

①
ω
ω
一
〇
口・
ヨ
ぴ
同箆
oq
Φ
.

バ
ラ
ー
ジ

ュ
、

『視
覚

的
人

間
』
、
佐

々
木
基

一
、
高
村
宏
訳

岩
波
書
店

、

一
九
八
六
。

、
『映
画

の
理
論
』
、
佐

々
木
基

}
訳
、
學
藝
書
林
、

}
九
九
二
。

針

生

一
郎

「
中
井
正

}
の

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
論
」
、
江
藤

・
鶴

見

・
山
本
編

『講
座

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
ー

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
思
想
史
』
、
研
究
社
、

一
九
七

三
。

勹
O
ω
け
興

L
≦
;

§

Φ

§

栽
Φ

O
丶
訂

誉

h
§
鋤
外丶O
b

、
ぎ

oり
駐
時

竃
O
貯
螽

丶詠
白

魁
b
軌

砺
O
O
貯
丶

G
o
ミ

霞

ひ
勹
o
一一亳

勹
話
ωω
レ
㊤
O
ρ

(室

井
尚

・
吉
岡
洋
訳

『情
報
様
式
論
』
岩
波
書

店
、

一
九
九

二
)
。

、

§

Φ
⑦
Φ
8
旨
亀
蓐

ミ
鋤
書

㌔

o
一一蔓

勺
話
ω
ω
レ
㊤
0
9

ζ
9

口
9

P

ζ

こ
S

号

銹
欝
b
§

隣
蓐

ミ
輿
§

Φ
穿

叶魯

魚
o
蕊

黛

ミ
ぎ

℃
日
鵠
国
ζ
H↓

℃
幻
国
oり
QQ
》
(一Φ
鐔

)し
⑩
逡
・

マ
ン

ハ
イ

ム
/

シ

ェ
ー

ラ
ー
、
秋

元
律
朗

/
田
中
清
助
訳

『
知
識
社
会
学
』
青
木
書
店
、

一
九
七
三
。

ζ
Φ
ぎ
①
お

噂〉
;

§

8
眠
皀

ミ

㌧§
註
Φ
の登

〇
四
ヨ
σ
二
鼠

Φ
q
巳
く
興
巴
け《
即
Φ
ωの

℃
一〇
〇
9

三
木
清
、

「
へ
ー
ゲ
ル
と

マ
ル
ク

ス
」
、

『唯
物
史
観
と

現
代

の
意

識
』
、

一
九
二
八
、
『
三

木
清
全

集

第
三
巻

』
岩
波
書
店
、

一
九
六
六
。

.

、
「
マ

ッ
ク
ス

・
シ

ェ
ー
ラ
ー
」

『新

興
科
学

の
旗

の
も

と

に
』
第

二
巻
第

五

号
、

一
九
二
九

、
『
三
木
清
全
集

第
十
巻
』
岩
波
書
店
、

一
九

六
七
。

、
『構
想
力

の
論

理
』
、

一
九

三
七
～

一
九
四
三
、
『
三
木

清
全
集

第
八
巻
』
、

一
九
六
七
。

、
『技
術
哲
學
』
、

㎜
九

四

一
、

『
三
木
清
全
集

第

七
巻

』
岩
波
書
店
、

一
九

六
七
。

門
部
昌
志

、
「
中
井

正

一
の
思
想
と
映

画
ー

ポ
ピ

ュ
ラ
ー

・
カ
ル
チ

ャ
ー

の
社
会
学
⊥

、

『年
報
人
間
科
学
』
第

一
九
号
、

一
九
九
八
鋤
。

、

「中
井
正

一
研
究
と

メ
デ
ィ
ア
社
会
学

の
視
点
」
、
『
社
会
関
係
研
究
』
第

四

巻
第
二
号

、

一
九
九
八
σ
。

山

田
宗
睦

『
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
文
明
』

田
畑
書
房
、

一
九
七

二
。

幻
旨
P
ζ
.噂§

壅

き

b
鬯

O
≧
の
朗

q
G
霎

象

欝
魁
》
諱
丶象
貯
叶丶§

》

↓
『
Φ
冒
ぎ

ω
出
o
冨

ぎ
ω
q
皀
く
Φ
H
ω一蔓

男
話
ω
。。℃

一
り
。。
b。
●
(今
村
仁

司

・
港
道
隆

・
中
村

秀

一
訳

『
デ
リ
ダ
と

マ
ル
ク
ス
』
剄
草
書
房
、

一
九
八
五
)
。

ル
カ
ー

チ
、
池

田
浩
士
訳

『
ル
カ
ー
チ
初
期
著
作
集

第

一
巻
』

三

一
書

房
、

一
九

七

五
。

、
城
塚
登

・
古
田
光
訳

『歴
史
と
階
級
意

識
』
白
水
社
、

【
九
九

一
。
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          Sociology of Technology and Mediation 

                        Masashi MOMBE 

   The aim of this paper is to discuss the problem of technology and mediation in relation to the 

standpoint of the sociology of knowledge. Previously, Masakazu Nakai formulated the relation between 
mediums and forms of thinking in each cultural phase. 

   In this paper, we will begin by considering Nakai s perspective on the history of mediums and his 

theoretical background. In my opinion, this viewpoint is analogous to that of the sociology of knowledge 
in the sense that Nakai's perspective notes restrictions on knowledge. But, his perspective is not 

analogous to the sociology of knowledge, in the sense that the former finds restrictions on knowledge in 

mediums, which is not only extrinsic to knowledge but also intrinsic to it. 
   As theoretical background of Nakai, the first point to notice is film theory of Bela Balazs. The 

second point is the shift from the concept of entity to that of function. And the third point is the 

problem of technology which is regarded as development of the conception of function. For Nakai, 
technology is not conceived in the binary nature/human distinction, but in mediation which connect 

them. We will consider with Nakai's perspective on the history of mediums, and his conceptions of 

function and mediation, and his theory of technology, which forms his theoretical background. 
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