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ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
で
独
自
の
社
会
論
を
展
開

す
る
が
、
そ
の
特
色
は
、
端
的
に
言
っ
て
、
社
会
の
生
成
を
生
物
学
的
視

点
か
ら
捉
え
る
こ
と
に
あ
る
。
「
社
会
は
そ
れ
自
体
で
は
説
明
さ
れ
な
い
。

ゆ
え
に
、
社
会
的
な
獲
得
物
の
下
を
探
り
下
げ
、
生
命
に
ま
で
至
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
諸
々
の
人
間
社
会
は
、
人
類
と
同
様
に
、
生
命
の
顕
現

し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
」

(
1
0
6
0
)

。

具
体
的
な
社
会
形
態
、
風
習
や
制
度
に
お
い
て
見
れ
ば
、
個
々
の
社
会

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
に
よ
れ
ば
、
教
育
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
後
得
的
な
習
慣
を
取
り
除
け

ば
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
は
、
等
し
く
、
生
命
の
現
れ
と
見
な
さ
れ
得
る
。
社

会
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
、
と
り

も
な
お
さ
ず
、
社
会
と
し
て
の
現
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
生
命
に
つ
い
て

考
察
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
生
命
的
な
立
場
か
ら
社
会
を

考
察
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
社
会
論
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
に

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
社
会
論

社

会

の

生

成

と

生

命

代
表
さ
れ
る
生
物
学
的
社
会
学
と
類
似
性
を
も
つ
の
で
は
な
い
。
ス
ペ
ン

サ
ー
は
、
当
時
隆
盛
を
極
め
た
進
化
論
的
思
考
に
依
拠
し
つ
つ
、
社
会
を

い
く
つ
か
の
形
態
に
類
別
し
、
そ
れ
ら
形
態
間
に
あ
る
種
の
進
化
を
見
出

そ
う
と
す
る
。
彼
に
と
っ
て
社
会
形
態
は
そ
の
進
化
の
程
度
に
応
じ
て
相

互
に
異
質
的
な
も
の
と
な
ろ
う
が
、
一
方
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
む
し
ろ
社
会

の
進
化
を
否
定
す
る
。
社
会
形
態
相
互
の
異
質
性
が
存
在
す
る
こ
と
は
事

実
だ
が
、
そ
の
異
質
性
は
た
だ
後
得
的
な
習
慣
の
違
い
に
起
因
す
る
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
ら
習
慣
を
取
り
払
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
は
構
造
的
な
同

型
性
を
露
呈
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
両
者
は
と
も
に
社
会
形
態
の

異
質
性
を
認
め
は
す
る
が
、
ス
ペ
ン
サ
ー
が
、
異
質
性
を
進
化
と
い
う
一

種
機
械
論
的
な
原
理
の
下
で
理
解
し
、
そ
れ
自
体
還
元
不
可
能
な
も
の
と

し
て
し
ま
う
の
に
対
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
異
質
性
を
後
得
的
な
習
慣
の

異
質
性
と
理
解
し
、
そ
の
甚
底
に
生
命
的
な
同
型
性
を
見
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
社
会
論
の
対
象
は
、
人
間
社
会
の
あ
ら
ゆ
る

諸
形
態
か
ら
、
本
能
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
た
動
物
の
社
会
、
そ
し
て
細
胞

陀

安

広
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の
集
積
と
し
て
の
有
機
体
ま
で
拡
が
り
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
、
そ
の
基

底
に
と
も
に
生
命
が
働
い
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
同
一
の
構
造
を
有
す

る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
現
実
の
社
会
の
基
底
を
掘
り
下
げ
、

あ
ら
ゆ
る
社
会
が
基
礎
を
置
い
て
い
る
生
命
を
明
ら
か
に
す
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
社
会
を
「
単
純
事
実

simple
fait
」
（
ぷ
id.)
と

(
1
)
 

見
る
こ
と
を
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。
社
会
学
の
課
題
は
、
一
般
に
、
個
々

の
社
会
形
態
を
そ
れ
ぞ
れ
遠
元
不
可
能
な
事
実
と
見
な
し
、
そ
の
よ
う
に

し
て
得
ら
れ
る
多
種
多
様
な
事
実
を
各
々
に
即
し
て
比
較
・
考
察
す
る
こ

と
に
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
、

本
来
的
な
意
味
で
社
会
的
な
も
の
と
は
、
事
実
と
見
な
さ
れ
て
い
る
個
々

の
社
会
形
態
で
は
な
く
、
社
会
の
基
底
に
存
し
、
社
会
を
社
会
た
ら
し
め

て
い
る
生
命
的
傾
向
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
個
別
的
な
社
会
形
態

の
考
察
は
副
次
的
な
意
義
し
か
も
た
な
い
の
で
あ
る
。

我
々
が
本
稿
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
社
会

論
に
お
い
て
、
個
人
と
社
会
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
を
成
す
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
一
般
的
に
言
っ
て
、
個
人
と
社
会
の
ど
ち
ら
に
重
き
を
置

く
か
に
よ
っ
て
、
一
方
で
は
、
社
会
と
は
個
人
間
の
契
約
に
由
来
す
る
偶

然
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
他
方
で
は
、
反
対
に
、

社
会
こ
そ
が
実
在
で
あ
っ
て
、
個
人
は
単
な
る
そ
の
抽
象
に
す
ぎ
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
極
論
で
し
か
な
い
が
、

仮
に
折
衷
的
な
立
場
を
採
る
と
し
て
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
社
会
論
か
ら
は

ど
れ
も
等
し
く
隔
た
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
の
立
場

を
採
る
に
せ
よ
、
個
人
と
社
会
と
は
、
ど
う
い
う
形
で
あ
れ
、
あ
ら
か
じ

め
分
離
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
諸
個
人
の
連
合
に
よ
っ
て
社
会
が
形
成

さ
れ
る
と
考
え
る
か
、
社
会
と
い
う
基
体
の
う
ち
か
ら
諸
個
人
を
抽
出
す

る
か
の
違
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
我
々
の
考
え
で
は
、
ベ
ル
ク

ソ
ン
の
社
会
論
は
、
個
人
的
な
も
の
と
社
会
的
な
も
の
と
を
い
わ
ば
内
在

的
な
関
係
に
置
く
こ
と
に
存
す
る
。
以
下
、
こ
の
内
在
的
な
関
係
に
つ
い

て
、
そ
の
意
味
を
限
定
し
て
い
き
た
い
。

責
務
の
全
体

顕
在
化
し
た
社
会
の
基
底
に
存
す
る
共
通
の
生
命
的
構
造
と
は
何
か
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
人
類
が
ど
ん
な
に
文
明
化
し
、
社
会
が
ど
ん

な
に
変
化
す
る
と
し
て
も
、
社
会
生
活
へ
の
い
わ
ば
有
機
的
な
諸
傾
向

t
e
n
d
a
n
c
e
s
 organiques
は
、
起
源
に
お
い
て
あ
っ
た
と
お
り
残
存
し
て

い
る
」

(
1
0
2
2
)

。
こ
の
「
有
機
的
な
諸
傾
向
」
、
あ
る
い
は
「
自
然
的
な
諸

傾
向
」
、
「
自
然
の
方
向
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
顕
在
化
し
た
社
会
の
基

底
に
お
い
て
働
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
、

(
2
)
 

そ
れ
ら
は
我
々
の
意
識
に
は
判
明
に
現
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
内
容

を
欠
い
た
「
形
式

forrne」
で
あ
り
、
そ
の
内
容
の
方
は
、
社
会
の
変
化

に
応
じ
て
理
知
的
に
な
っ
た
り
整
合
的
に
な
っ
た
り
す
る
が
、
「
形
式
」
そ

の
も
の
は
「
我
々
の
道
徳
的
本
性
の
う
ち
で
還
元
不
可
能
で
常
に
現
存
す
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を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
責
務
の
感
情
」
と
考
え
て
い
る
。

(
3
)
 

る
も
の
」
で
あ
り
続
け
る
。

「
有
機
的
な
諸
傾
向
」
な
い
し
「
自
然
の
方
向
」
が
、
本
能
的
社
会
を

含
め
た
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
共
通
の
傾
向
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
人
間
社
会

と
本
能
的
社
会
、
及
び
有
機
体
と
で
は
、
そ
の
あ
り
方
が
異
な
っ
て
い
る
。

人
間
社
会
は
自
由
意
志
を
備
え
た
個
人
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
「
こ
れ
ら
の
意
志
が
い
っ
た
ん
組
織
化
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ら
は
有
機
体

を
模
倣
し
、
こ
の
い
く
ぶ
ん
人
為
的
な
有
機
体
に
お
い
て
は
、
自
然
の
成
果

に
お
い
て
必
然
性
が
果
た
す
の
と
同
じ
役
割
を
習
慣
が
演
じ
る
」
(
9
8
2
)

。

「
有
機
的
な
諸
傾
向
」
は
人
間
社
会
に
お
い
て
習
慣
と
し
て
存
在
す
る
の

で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
習
慣
は
、
知
性
的
な
発
展
を
遂
げ
た
人
間
社
会
に

あ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
本
能
が
動
物
を
拘
束
し
、
ま
た
自
然
的
紐
帯
が
有
機

体
を
統
一
す
る
の
と
同
じ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え

る
な
ら
、
そ
れ
は
個
人
を
社
会
に
結
び
付
け
る
た
め
に
人
間
社
会
に
残
存

す
る
「
潜
在
的
本
能

instinct
virtuel
」
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
習
慣
の
拘
束
力
は
、
も
し
我
々
が
習
慣
の
う
ち
に
完
全
に

埋
没
し
て
し
ま
っ
て
い
る
な
ら
、
我
々
に
は
そ
れ
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
こ

と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
習
慣
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
意
識
が
現
れ
出
る

そ
の
と
き
に
、
我
々
は
そ
の
力
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
習
慣
の
も
つ
必
然

性
は
そ
の
よ
う
に
「
そ
れ
か
ら
逃
れ
得
る
と
い
う
意
識
を
伴
い
つ
つ
」

(
9
8
5
)

感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
人
間
社
会
に
特
徴
的
な
そ
う
し
た
感
情

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
個
別
的
な
習
慣
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
。
個
別
的
な
習
慣
は
社
会
の
諸
形
態
に
応
じ
て
相
異
な
る
も
の

で
あ
る
が
、
社
会
の
諸
形
態
の
甚
底
を
探
ろ
う
と
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
に

と
っ
て
問
題
な
の
は
、
む
し
ろ
習
慣
を
習
慣
た
ら
し
め
て
い
る
習
慣
な
の

で
あ
る
。
「
(
…
)
そ
れ
ら
の
総
体
、
い
わ
ば
諸
々
の
習
慣
を
習
得
す
る
習

慣
は
、
社
会
の
基
底
そ
の
も
の
に
あ
っ
て
そ
の
存
在
の
条
件
を
な
し
、
強
度

と
恒
常
性
に
お
い
て
本
能
の
力
に
比
較
可
能
な
力
だ
ろ
う
」
(
9
9
6|
 9
9
7
)

。

個
別
的
な
習
慣
の
単
な
る
総
和
で
は
な
く
、
ま
し
て
個
々
の
習
慣
で
も
な

い
習
慣
‘
言
い
換
え
れ
ば
、
個
別
的
な
習
慣
の
獲
得
を
可
能
に
す
る
よ
う

な
習
慣
が
、
こ
こ
で
主
題
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
様
に
、
個
別
的
な
責
務
が
問
題
と
な
る
の
で
も
な
い
。
ベ
ル

ク
ソ
ン
の
言
う
「
責
務
の
全
体

tout
d
e
 I'obligation」
は
、
個
別
的
な

責
務
を
積
み
重
ね
た
限
り
に
お
け
る
「
全
体
」
で
は
あ
り
得
な
い
。
「
責
務

の
全
体
」
と
は
「
諸
部
分
の
合
成

c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n」
(
9
8
3
)

な
の
で
は
な
く
、

い
わ
ば
「
各
細
胞
が
そ
の
要
索
を
成
す
有
機
体
の
背
後
か
ら
吸
い
上
げ
て

い
る
、
不
可
分
で
完
全
な
生
命
の
息
吹
」

(ibid.
）
に
た
と
え
ら
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
社
会
生
活
へ
の
「
有
機
的
な
諸
傾
向
」
は
人
間
社
会
に
お

い
て
「
責
務
の
全
体
」
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
個

別
的
な
責
務
の
現
れ
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
社
会
の
基
底
に
見
出
そ
う
と
す
る
生
命
と

は
、
単
な
る
「
形
式
」
と
し
て
の
社
会
生
活
へ
の
「
有
機
的
な
諸
傾
向
」
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し
て
経
験
す
る
の
で
あ
る
。

本
能
と
知
性

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
資
務
の
全
体
」
は
そ
こ
か
ら
逃
れ
得
る
と
い

う
意
識
と
と
も
に
我
々
に
経
験
さ
れ
る
。
で
は
、
こ
の
意
識
は
ど
の
よ
う

な
も
の
だ
ろ
う
か
。

人
間
社
会
は
自
由
意
志
を
も
っ
た
個
人
か
ら
成
り
立
つ
社
会
で
あ
る
。

そ
し
て
、
人
間
が
自
由
で
あ
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
、
社
会
の
基
底
に
存
続

す
る
自
然
的
な
も
の
が
「
責
務
の
全
体
」
と
し
て
経
験
さ
れ
る
た
め
の
必

要
条
件
を
成
し
て
い
る
と
さ
え
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
人
は
自
由
で
あ
る

場
合
に
し
か
責
務
を
感
じ
な
い
」

(
9
9
9
)

の
で
あ
る
。
こ
の
自
由
は
人
間

知
性
の
も
つ
反
省
能
力
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
反
省
能
力
は
閉
じ
た
社
会
的

凝
集
を
解
体
す
る
力
を
も
つ
。
端
的
に
言
っ
て
、
知
性
は
「
利
己
主
義
」

(
1
0
5
3
)

へ
向
か
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
我
々
各
人
は
、
自
己
自
身
に

振
り
向
け
ば
、
自
分
の
好
み
や
欲
望
、
あ
る
い
は
気
ま
ぐ
れ
に
従
い
、
他

人
を
考
慮
し
な
い
の
は
自
由
だ
と
は
っ
き
り
と
感
じ
る
。
し
か
し
、
そ
う

い
っ
た
気
持
ち
が
起
こ
る
や
否
や
、
蓄
積
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
な
力

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
あ
る
対
立
す
る
カ

force
antagoniste
が

生
じ
て
く
る
」

(
9
8
5
)

の
で
あ
る
。
こ
の
「
対
立
す
る
力
」
が
「
責
務
の

全
体
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
知
性
の
も
つ
社
会
の
解
体
能
力
へ
の
自
然
の
重

で
あ
り
、
我
々
は
そ
れ
を
習
慣
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
責
務
の
全
体
」
と

な
ら
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
知
性
は
、
単
な
る
形
式
と
し
て
の
諸
関
係
を
そ

石
と
し
て
働
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
知
性
が
社
会
を
解
体
す
る
力
で
あ
る
こ
と
を
、

ン
は
『
創
造
的
進
化
』
の
な
か
で
す
で
に
示
唆
し
て
い
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
完
成
し
た
本
能
は
、
有
機
的
な
道
具
を
利
用

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

し
組
み
立
て
さ
え
す
る
能
力
で
あ
り
、
完
成
し
た
知
性
は
、
非
有
機
的
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

道
具
を
製
作
し
使
用
す
る
能
力
で
あ
る
」
(
6
1
4
)

。
本
能
は
自
然
の
延
長
で

し
か
な
い
た
め
に
、

そ
の
利
用
す
る
道
具
は
、

優
れ
た
完
全
性
を
示
す
代

わ
り
に
、
利
用
対
象
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
本
能
は
、

具
を
一
定
の
対
象
に
利
用
す
る
こ
と
で
し
か
な
い
た
め
に
、

必
然
的
に
特

殊
化
さ
れ
て
い
る
」
（
配
d.
）
の
で
あ
る
。
有
機
的
な
道
具
が
身
体
の
こ
と

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

本
能
は
限
定
さ
れ
た
対
象
を
行
為
に
よ
っ
て
知

る
能
力
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、

ベ
ル
ク
ソ

一
定
の
道

本
能
は
、

行
為
に
よ
っ
て
対
象
と
の
特
殊
な
閉
じ
た
関
係
を
形
成
す
る
能
力
な
の
で

あ
る
。一

方
、
知
性
の
使
用
す
る
非
有
機
的
な
道
具
は
、
「
本
能
の
よ
う
に
、
動

物
の
行
為
の
円

cercle
d'action
を
閉
じ
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
な
か
を
動

物
が
自
動
的
に
動
く
よ
う
に
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
活
動
に
対

し
て
無
限
の
領
域
を
開
い
て
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
活
動
を
ま
す
ま

す
遠
く
ま
で
後
押
し
し
、
ま
す
ま
す
自
由
に
す
る
」
(
6
1
4
—

6
1
5
)
。
本
能
が

あ
る
一
定
の
事
物
の
み
を
行
為
に
よ
っ
て
認
識
す
る
能
力
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
に
し
て
事
物
と
の
間
に
限
定
さ
れ
た
関
係
を
立
て
る
能
力
だ
と
す
る
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め
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
に
違
い
な
い
」
(
6
2
9
)

。
一
方
、
記
号
が
そ
の
結
び

つ
く
対
象
を
次
々
に
変
え
て
い
き
、
そ
の
よ
う
に
「
語
の
可
動
性
」
(
i
b
i
d
.
）

を
も
つ
こ
と
が
人
間
の
言
語
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
本
能

は
、
対
象
に
厳
密
に
一
対
一
対
応
し
た
記
号
の
数
の
分
だ
け
関
係
を
立
て

な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
し
て
特
定
の
関
係
の
創
設
で
も
っ
て
閉
じ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
知
性
は
、
そ
の
内
包
を
空
虚
に

し
て
お
く
こ
と
で
、
記
号
を
無
限
に
多
く
の
対
象
に
向
か
っ
て
開
い
て
い

る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
に
無
限
に
多
く
の
関
係
を
立
て
る
こ

と
を
通
じ
て
、
本
能
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
特
定
の
関
係
の
解
体
を
目
指
し

形
成
さ
れ
る
と
、
あ
る
対
象
や
あ
る
働
き
に
変
わ
る
こ
と
な
く
つ
な
ぎ
止

い
っ
た
ん
種
が

の
外
延
を
様
々
に
ず
ら
し
つ
つ
繰
り
返
し
立
て
よ
う
と
す
る
能
力
で
あ

り
、
本
能
が
一
定
の
関
係
の
設
立
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
の
に
絶
え
ず
反

発
す
る
能
力
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
本
能
に
よ
っ
て
行
動
す
る
動
物
が
、

反
省
さ
れ
た
一
般
観
念
を
形
成
す
る
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、
行
為
に

よ
っ
て
一
般
化
す
る
能
力
を
も
つ
こ
と
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
物
質
と
記

(
4
)
 

憶
』
の
な
か
で
明
ら
か
に
し
た
。
草
食
動
物
は
、
草
一
般
に
惹
き
付
け
ら

れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
何
ら
か
の
一
般
性
を
生
き
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

一
般
化
す
る
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
、
広
い
意
味
で
言
葉
の
存
在

を
意
味
す
る
な
ら
、
本
能
に
よ
っ
て
行
動
す
る
動
物
に
も
何
ら
か
の
言
葉

が
存
在
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
「
こ
の
言
葉
を
構
成
す
る
諸

記
号
は
数
の
う
え
で
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
各
々
は
、

さ
て
、
こ
こ
で
「
人
は
自
由
で
あ
る
場
合
に
し
か
責
務
を
感
じ
な
い
」

と
い
う
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
葉
の
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
。
自
由
で
あ
る
場

合
に
し
か
責
務
を
感
じ
ず
、
そ
し
て
、
責
務
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
が
社

会
の
存
在
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
人
が
自
由
で
あ
る
場
合
に
し
か
人
間
社

会
は
存
在
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
知

性
と
い
う
解
体
力
が
社
会
の
存
立
の
必
要
十
分
条
件
を
成
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
人
間
の
自
由
意
志
の
発
現
を
待
っ
て
は
じ
め
て

責
務
が
感
じ
ら
れ
る
と
は
い
え
、
当
の
自
由
意
志
が
責
務
を
作
り
出
し
た

と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
明

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
で
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
社
会

生
活
へ
の
「
有
機
的
な
諸
傾
向
」
は
、
そ
れ
に
抵
抗
す
る
人
間
の
自
由
意

志
の
発
現
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
「
責
務
の
全
体
」
と
し
て

感
じ
ら
れ
る
も
の
と
な
る
が
、
し
か
し
社
会
生
活
へ
の
傾
向
そ
の
も
の
は
、

権
利
上
、
自
由
に
先
行
し
て
い
た
と
。

つ
ま
り
、
知
性
と
い
う
解
体
力
と
「
責
務
の
全
体
」
と
い
う
凝
集
力
は
、

ど
ち
ら
が
先
行
す
る
の
か
に
わ
か
に
は
言
い
が
た
い
関
係
に
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
本
能
に
よ
る
結
び
つ
き
に
お
い
て
、
な
る
ほ
ど
事
物
の
必

然
的
関
係
以
上
の
も
の
が
そ
こ
に
予
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
広
義

に
お
け
る
社
会
的
関
係
が
そ
こ
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
本
能
は
人
間
社
会
の
も
つ
そ
の

固
有
の
連
帯
を
説
明
し
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
相
反
す

て
い
る
の
で
あ
る
。
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る
二
つ
の
力
の
拮
抗
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
カ

が
他
方
の
力
に
対
す
る
抵
抗
と
し
て
の
み
存
在
し
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
他

方
の
力
を
自
ら
の
存
立
の
条
件
と
し
て
要
求
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
と
き
、

ど
ち
ら
が
よ
り
根
源
的
な
力
で
あ
る
の
か
を
明
言
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
二
つ

の
力
が
拮
抗
し
、
ど
ち
ら
が
先
行
す
る
の
か
言
い
が
た
い
こ
の
一
種
独
特

の
局
面
に
お
い
て
、
社
会
の
生
成
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

個
人
的
な
も
の
と
社
会
的
な
も
の

問
題
は
、
こ
の
よ
う
に
見
ら
れ
た
場
合
、
社
会
的
な
も
の
と
個
人
的
な

も
の
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
「
社
会
が
存
在

し
、
し
た
が
っ
て
社
会
が
そ
の
成
員
に
必
然
的
に
強
制
を
与
え
る
の
で
あ

り
、
こ
の
強
制
が
責
務
で
あ
る
、
と
人
は
好
ん
で
言
う
」

(
1
0
6
0
)

。
こ
の

記
述
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
社
会
論
が
拒
否
す
る
の
は
、

こ
の
よ
う
に
社
会
を
「
単
純
事
実
」
と
し
て
あ
る
い
は
「
最
高
権
威

auto
,
 

rite s
u
p
r
e
m
e」
（
配
d.
）
と
し
て
扱
い
、
生
命
の
顕
現
と
し
て
の
そ
の
コ

ン
テ
ク
ス
ト
を
無
視
す
る
立
場
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の

社
会
論
の
主
眼
の
―
つ
は
、
「
最
高
権
威
」
と
し
て
自
足
し
て
い
る
社
会
が

個
人
に
対
し
て
外
部
か
ら
働
き
か
け
る
、
と
い
う
構
図
を
退
け
る
こ
と
に

存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

実
際
、

デ
ュ
ル
ケ
ム
に
対
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
批
判
は
、
ま
さ
に
そ
の

会
概
念
も
個
人
に
「
外
在
的
」
な
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
依
然
と
し
て

疑
う
こ
と
が
で
き
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
具
体
的
な
社
会
の
諸
形
態
の
基

底
を
掘
り
下
げ
、
単
な
る
形
式
と
し
て
の
社
会
生
活
へ
の
「
有
機
的
な
諸

傾
向
」
を
見
出
し
た
。
そ
れ
は
、
社
会
の
形
態
上
の
諸
変
化
の
底
に
あ
っ

て
、
原
始
社
会
や
文
明
社
会
を
通
じ
て
一
貰
し
て
い
る
不
変
の
自
然
的
な

傾
向
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
社
会
論
の
根
幹
に
据
え
た
、

本
来
的
な
意
味
に
お
け
る
社
会
的
な
も
の
と
は
、
す
で
に
出
来
上
が
っ
た

社
会
の
諸
形
態
で
は
な
く
、
社
会
生
活
へ
向
か
う
自
然
的
な
傾
向
、
す
な

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
分
析
を
見
る
限
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
社

る。 点
に
関
わ
っ
て
い
る
。
「
こ
の
集
合
的
な
精
神
が
我
々
の
精
神
と
は
別
の
仕

方
で
実
在
を
表
象
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
は
別
の
本
性
に
属
し
て

い
る
の
だ
か
ら
。
社
会
は
固
有
の
存
在
様
式
を
、
し
た
が
っ
て
固
有
の
思

惟
様
式
を
も
つ
の
で
あ
る
」
(
1
0
6
3
)

と
述
べ
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
集
合
的

表
象
の
個
人
的
表
象
に
対
す
る
外
在
性
を
主
張
す
る
。
こ
こ
で
デ
ュ
ル
ケ

ム
の
理
論
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
彼
の
理
論
が
、
端
的
に

言
っ
て
、
社
会
的
な
も
の
と
個
人
的
な
も
の
と
を
分
離
し
、
社
会
を
そ
れ

自
身
―
つ
の
実
在
と
し
て
個
人
の
外
部
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
存
す
る
な

ら
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
批
判
は
ま
さ
に
そ
の
社
会
の
外
在
性
に
対
し
て
向

(
5
)
 

け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
「
ど
う
し
て
社
会
的

精
神
性

mentalite
が
個
人
的
精
神
性
に
内
在
的

i
m
m
a
n
e
n
t
e
で
な
か

ろ
う
か
」
(
1
0
6
5
)

と
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
る
の
で
あ

78 



わ
ち
、
社
会
を
社
会
た
ら
し
め
て
い
る
自
然
的
な
傾
向
の
こ
と
な
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
方
で
、
こ
の
傾
向
は
、
知
性
の
解

体
力
の
発
現
を
待
っ
て
は
じ
め
て
感
じ
ら
れ
る
も
の
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
、
知
性
の
解
体
力
に
抵
抗
す
る
「
対
立
す
る
力
」
と
し
て
経
験
さ

れ
る
し
か
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
傾
向
は
、
知
性
の
可
能
に
す
る
自

由
を
拘
束
す
べ
く
、
そ
の
外
部
か
ら
、
強
制
と
し
て
作
用
す
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
が
「
最
高
権
威
」
を
失
い
、

そ
の
成
立
根
拠
を
そ
の
基
底
に
存
す
る
自
然
的
な
傾
向
へ
引
き
渡
す
と
は

い
え
、
こ
の
よ
う
に
見
る
限
り
、
や
は
り
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
も
、
社

会
的
な
も
の
は
、
個
人
的
な
も
の
に
対
し
て
外
在
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
疑
問
を
解
く
た
め
に
、
「
勧
告

r
e
c
o
m
m
a
n
d
a
t
i
o
n
と
説
明

e
x,
 

plication
は
別
も
の
で
あ
る
」
(
9
9
1
)

と
い
う
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
葉
に
着

目
し
よ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
説
の
流
れ
を
く
む
道
徳
論

は
、
責
務
を
「
自
己
自
身
に
対
す
る
努
力

effort
sur s
o
i
ー
m
~
m
e
」
、
あ

る
い
は
「
自
己
自
身
に
対
す
る
抵
抗

resistance
a
 so
i
-
m
e
m
e」
と
定
義

す
る
。
自
己
の
外
部
に
あ
る
何
ら
か
の
規
範
に
よ
っ
て
自
己
を
律
す
る
こ

と
、
そ
こ
に
責
務
の
本
源
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

彼
ら
が
、
本
来
「
平
穏
で
、
傾
向
性

inclination
に
似
た
状
態
で
あ
る
責

務
の
感
情
」
を
、
「
責
務
に
対
抗
す
る
も
の
に
打
ち
勝
っ
た
め
に
し
ば
し
ば

我
々
が
経
験
す
る
動
揺

ebranlement」
と
混
同
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

(
6
)
 

を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
道
徳
論
は
、
責
務
を
「
自
己
自
身
に

対
す
る
努
力
」
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
る
ほ
ど
、
我
々
に
「
勧

告
」
を
行
い
、
そ
の
規
定
は
「
実
践
的
格
率
」
と
し
て
機
能
す
る
。
し
か

し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
え
で
は
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
責
務
の
「
本

質

e扮
ence」
や
「
起
源

origine」
の
「
説
明
」
に
は
な
っ
て
い
な
い
の

(
7
)
 

で
あ
る
。

こ
れ
と
同
様
に
、
社
会
生
活
へ
の
「
有
機
的
な
諸
傾
向
」
が
、
知
性
の

解
体
力
の
発
現
を
待
っ
て
は
じ
め
て
感
じ
ら
れ
、
そ
の
際
、
知
性
の
解
体

力
に
抵
抗
す
る
「
対
立
す
る
力
」
と
し
て
経
験
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の

と
き
感
じ
ら
れ
る
抵
抗
感
や
努
力
感
は
、
「
有
機
的
な
諸
傾
向
」
の
「
本
質
」

や
「
起
源
」
に
は
本
来
帰
属
し
て
は
い
な
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
そ
の
「
本
質
」
や
「
起
源
」
に
お
い
て
見
る
限
り
、
「
成
り
行
き

laisser-aller」{｝、「丑瓜斤ヰ

(
8
)
 

向
性
」
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
自
己
に

外
的
な
も
の
が
呈
す
る
で
あ
ろ
う
強
制
的
性
質
を
い
さ
さ
か
も
帯
び
て
は

い
な
い
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

(
9
)
 

こ
の
こ
と
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
よ
う
な
例
で
説
明
し
て
い
る
。
リ
ュ

ウ
マ
チ
の
発
作
が
始
ま
る
と
、
人
は
筋
肉
や
四
肢
を
動
か
す
の
に
非
常
な

苦
痛
を
強
い
ら
れ
る
。
つ
ま
り
身
体
器
官
の
運
動
が
リ
ュ
ウ
マ
チ
疾
患
に

対
し
て
抵
抗
す
る
感
覚
を
感
じ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
通
常
の

状
態
に
お
い
て
も
リ
ュ
ウ
マ
チ
疾
患
が
身
体
運
動
に
初
発
的
状
態
で
内
在

し
て
い
る
と
考
え
、
四
肢
を
動
か
す
運
動
能
力
を
リ
ュ
ウ
マ
チ
疾
患
に
対

し
て
抵
抗
す
る
努
力
と
し
て
規
定
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
身
体
の
運
動
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能
力
は
「
基
礎
的
な
諸
々
の
習
慣
の
総
体
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
習
慣
の
各
々

に
関
し
て
、
そ
れ
が
含
ん
で
い
る
専
門
化
さ
れ
た
運
動
の
う
ち
に
「
そ
れ

固
有
の
説
明
s
o
n
explication propre」
(
9
9
2
)

を
見
出
す
必
要
が
あ
る

の
で
あ
る
。

ま
た
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
創
造
的
進
化
』
の
な
か
で
、
習
慣
的
行
為
と

(10) 

そ
の
意
識
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
習
慣
的
行
為
は
そ
の
遂
行
を
妨
げ

る
外
的
障
害
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
通
常
の
意
味
で
意
識

的
に
な
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
習
慣
的
行
為
の
遂
行
に
お
い

て
意
識
が
存
在
せ
ず
、
障
害
の
介
入
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
意
識
が
存
在
し

始
め
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、

〈
意
識
〉
は
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
た
だ
行
為
の
遂
行

自
身
に
よ
っ
て
行
為
の
表
象
が
相
殺
さ
れ
て
い
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
「
障
害
は
何
ら
積
極
的
な
も
の
を
創
出
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
単
に
隙
間
を
作
っ
て
、
塞
が
り
を
除
去
し
た
」
(
6
1
7
)

に
す
ぎ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
習
慣
的
行
為
を
遂
行
し
て
い
た
際
の
〈
意
識
〉
は
、
行
為

が
障
害
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
き
に
発
す
る
意
識
に
よ
っ
て
は
説
明
さ
れ
得
な

い
。
こ
の
後
者
の
意
識
は
「
躊
躇
h
e
s
i
t
a
t
i
o
n
」
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
は
、

習
慣
的
行
為
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
少
な
く

と
も
そ
の
「
本
質
」
や
「
起
源
」
に
は
帰
属
し
て
は
い
な
い
し
、
行
為
の

遂
行
に
固
有
の
〈
意
識
〉
を
説
明
し
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

「
有
機
的
な
諸
傾
向
」
の
「
本
質
」
や
「
起
源
」
に
つ
い
て
も
、
こ
れ

と
同
じ
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
傾
向
は
、
知
性
の
解
体

力
に
抵
抗
す
る
「
対
立
す
る
力
」
と
し
て
経
験
さ
れ
る
し
か
な
い
と
は
い

え
、
そ
う
し
た
経
験
そ
の
も
の
は
、
傾
向
の
「
本
質
」
や
「
起
源
」
を
明

ら
か
に
は
し
な
い
。
こ
の
傾
向
は
、
意
識
に
現
れ
る
経
験
と
し
て
は
、
た

し
か
に
、
知
性
の
可
能
に
す
る
自
由
を
拘
束
す
べ
く
、
そ
の
外
部
か
ら
、

強
制
と
し
て
作
用
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
本
質
」
な

い
し
「
起
源
」
は
、
知
性
の
解
体
力
に
対
す
る
抵
抗
な
の
で
は
な
い
。
む

し
ろ
知
性
と
い
う
障
害
が
二
つ
の
力
の
拮
抗
関
係
を
作
り
出
し
た
の
で
あ

り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
傾
向
自
体
に
何
ら
積
極
的
な
も
の
を
付

加
し
な
か
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
傾
向
そ
の

も
の
の
中
に
は
、
本
来
、
自
由
と
必
然
と
の
対
立
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
「
有
機
的
な
諸
傾
向
」
と
い
う
自
然
的
な
傾
向
に
お

い
て
は
、
個
人
的
な
も
の
と
社
会
的
な
も
の
と
が
、
ち
ょ
う
ど
習
慣
的
行

為
に
お
い
て
行
為
の
表
象
が
行
為
の
遂
行
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
互
い
に
過
不
足
な
く
中
和
し
、
対
立
す
る
こ
と
な
く
融
合
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
両
者
は
内
的
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

社
会
的
自
我

社
会
的
な
も
の
と
個
人
的
な
も
の
と
の
内
在
的
関
係
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

は
自
我
の
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

「
責
務
は
正
確
に
言
っ
て
外
部
か
ら
到
来
す
る
の
で
は
な
い
。
我
々
各
人

は
、
自
己
自
身
に
帰
属
し
て
い
る
の
と
同
じ
だ
け
、
社
会
に
帰
属
し
て
い

80 



る
の
で
あ
る
」
(
9
8
6
)

。
我
々
の
う
ち
で
社
会
に
帰
属
し
て
い
る
こ
の
部
分

は
「
社
会
的
自
我

m
o
i
social
」
と
呼
ば
れ
る
。

「
（
…
）
我
々
自
身
の
表
層
に
お
い
て
、
我
々
は
、
他
の
人
間
た
ち
と
連

続
し
て
お
り
、
彼
ら
に
似
か
よ
っ
て
お
り
、
彼
ら
と
我
々
の
間
に
相
互
依

存
を
設
け
る
規
律
に
よ
っ
て
彼
ら
に
結
ぴ
付
い
て
い
る
」

(ibid.
）
。
こ
の

自
我
の
表
層
は
、
我
々
の
自
我
に
属
し
な
が
ら
、
同
時
に
す
で
に
「
社
会

化
さ
れ

socialise
」
て
い
る
。
こ
の
「
社
会
的
自
我
」
は
我
々
の
う
ち
に

あ
っ
て
、
社
会
の
何
も
の
か
を
我
々
自
身
の
う
ち
に
も
た
ら
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
も
、
「
我
々
の
う
ち
に
社
会
の
何
も
の
か
が
な
い
な
ら
ば
、

社
会
は
我
々
に
対
し
て
い
か
な
る
作
用
も
与
え
な
い
」

(
9
8
7
)

と
さ
れ
、

そ
こ
か
ら
す
れ
ば
「
こ
の
社
会
的
自
我
を
養
う
こ
と
が
、
社
会
に
対
す
る

我
々
の
責
務
の
う
ち
で
本
質
的
な
こ
と
で
あ
る
」

(
9
8
6
-
9
8
7
)

と
さ
え
言

い
得
る
の
で
あ
る
。

誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
社
会
が
我
々
の
外
部
に
ま
ず
存
在
し
、
次
い

で
、
我
々
が
こ
の
社
会
と
の
関
係
を
「
社
会
的
自
我
」
を
形
成
し
つ
つ
取

り
結
ぶ
の
で
は
な
い
。
我
々
の
自
我
の
構
造
そ
の
も
の
に
、
社
会
生
活
を

可
能
に
す
る
も
の
が
す
で
に
内
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
社
会

的
自
我
」
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
あ
る
種
の
自
己
関
係
が
、
む

し
ろ
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
関
係
の
甚
礎
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
我
々

は
責
務
を
人
々
の
間
の
結
び
付
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
責
務
と
は
何
よ

り
も
ま
ず
我
々
各
人
を
自
己
自
身
に
結
び
付
け
る
」
(
9
8
6
)

。
そ
れ
ゆ
え
、

理
論
的
に
言
っ
て
他
の
人
間
に
対
す
る
義
務
を
我
々
が
持
た
な
い
と
仮
定

し
て
み
て
も
、
少
な
く
と
も
自
己
自
身
の
社
会
化
さ
れ
た
部
分
に
対
し
て

我
々
は
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
後
者
の

義
務
の
形
態
こ
そ
が
社
会
的
責
務
の
本
質
を
成
す
の
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
え
で
は
、
自
己
尊
敬

r
e
s
p
e
c
t
d
e
 soi
が
原
始
社
会

に
お
い
て
は
個
人
と
集
団
と
の
連
帯
感
情
と
一
致
し
、
ロ
ー
マ
市
民
に

と
っ
て
国
家
に
対
す
る
感
情
と
融
合
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
は
、
尊
敬

さ
れ
る
「
上
位
の
自
我
」
が
こ
の
よ
う
な
「
社
会
的
自
我
」
に
そ
の
起
源

(11) 

を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
尊
敬
さ
れ
る
自
我
が
そ
れ
自
身
社
会
化
さ
れ
て
い

て
社
会
の
何
も
の
か
を
す
で
に
帯
び
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
自
己
尊
敬
が
含

意
す
る
自
己
関
係
は
、
容
易
に
、
社
会
的
関
係
へ
と
そ
の
意
味
を
ス
ラ
イ

ド
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
功
利
主
義
的
な
道
徳
説
に
一
定
の
評
価
を
下
す
の
も
こ

れ
に
関
係
し
て
い
る
。
個
人
は
自
己
の
利
益
を
追
求
し
つ
つ
、
そ
れ
に
よ
っ

て
他
人
の
利
益
を
欲
す
る
よ
う
に
な
る
と
こ
の
学
説
は
主
張
す
る
が
、
多

く
の
困
難
を
抱
え
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
完
全
に
支
持
で
き
な
い
学
説

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
主
張
は
、
自
己
の
利
益
か
他

人
の
利
益
か
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
知
的
活
動
の
下
方
に
あ
る
、

「
個
人
的
な
も
の
と
社
会
的
な
も
の
と
が
ま
っ
た
＜
融
合
し
よ
う
す
る
、

自
然
に
よ
っ
て
最
初
に
据
え
ら
れ
た
本
能
的
活
動
と
い
う
基
層

s
u
b
s
t
r
a
,
 

tum」
(
1
0
0
6
)

に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
社
会
的
自
我
」

が
示
唆
す
る
の
は
、
個
人
的
な
も
の
と
社
会
的
な
も
の
と
が
融
合
す
る
こ

の
本
能
的
基
層
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
「
社
会
的
自
我
」
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
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こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
「
単
純
事
実
」

と
し
て
の
社
会
の
基
底
を
掘
り
起
こ
せ
ば
、
そ
こ
に
は
社
会
を
社
会
た
ら

し
め
て
い
る
自
然
的
な
傾
向
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
傾
向
は
、
個
人
を
外

部
か
ら
拘
束
す
る
力
で
は
な
く
、
む
し
ろ
個
人
の
内
部
に
お
い
て
す
で
に

働
い
て
い
る
傾
向
で
あ
っ
た
。

生
命
の
統

は
、
自
我
の
内
部
で
す
で
に
社
会
的
な
何
も
の
か
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
、

そ
の
よ
う
に
し
て
個
人
的
な
も
の
と
社
会
的
な
も
の
と
の
載
然
と
し
た
分

離
が
取
り
払
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

仮
に
ア
リ
が
反
省
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
、
「
ア
リ
は
、
自
分

の
活
動
が
ア
リ
の
利
益
と
ア
リ
塚
の
利
益
と
の
中
間
の
何
も
の
か
に
吊
さ

れ
て
い
る
と
感
じ
る
だ
ろ
う
」

(
2
.
b
i
d
.

）
。
本
能
的
社
会
に
お
い
て
成
立
し

て
い
る
で
あ
ろ
う
個
体
的
な
も
の
と
社
会
的
な
も
の
と
の
融
合
は
、
我
々

の
自
我
が
そ
れ
自
身
社
会
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
仕
方
で
、
人
間
社
会
に

お
い
て
も
存
続
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る

限
り
、
社
会
は
も
は
や
個
人
の
外
部
か
ら
そ
れ
に
関
係
す
る
と
は
言
え
な

い
だ
ろ
う
。
自
我
の
内
部
で
す
で
に
「
社
会
的
自
我
」
が
形
成
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
自
我
に
対
す
る
義
務
を
果
た
す
こ
と
、
す
な
わ
ち

自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
を
果
た
す
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
、
社
会
に
対
す

(12) 

る
義
務
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
個
人
的
な
も
の
と
社
会
的
な
も
の
と
が
関
係
す
る
以
上
の
よ
う

な
仕
方
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
生
命
論
に
お
け
る
社
会
の
規
定
か
ら
必
然
的

に
導
出
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
、
社
会
に
関
す

る
発
生
論
的
見
地
か
ら
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
捉
え
な
お
し
て

み
よ
う
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
生
命
の
進
化
に
お
い
て
「
個
体
化
i
n
d
i
v
i
d
u
a
,
 

t
i
o
n
」
が
生
じ
る
の
は
、
生
命
が
、
物
質
と
の
接
触
に
よ
っ
て
、
原
初
的
に

内
包
し
て
い
た
「
莫
大
な
潜
在
性
」
か
ら
諸
要
索
を
外
化
e
x
t
e
r
i
o
r
i
s
e
r

す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
物
質
は
潜
在
的
に
多
で
し
か
な
か
っ
た

も
の
を
現
実
に
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
分
割
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お

い
て
、
個
体
化
は
、
部
分
的
に
は
物
質
の
所
産
で
あ
り
、
部
分
的
に
は
生

命
が
そ
の
う
ち
に
保
持
す
る
も
の
の
結
果
で
あ
る
」

(
7
1
4
)

。

こ
の
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
生
命
進
化
と
は
諸
要
索
の
「
連
合

a扮
o
c
i
a
t
i
o
n
」
過
程
で
で
は
な
く
、
「
個
体
化
」
の
過
程
、
つ
ま
り
諸
要
索

へ
の
「
分
化
d
i
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
」
過
程
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
生

命
進
化
を
通
じ
て
何
ら
か
の
調
和
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、

「
連
合
」
の
末
に
到
達
さ
れ
る
べ
き
目
的
論
的
調
和
で
は
な
い
。
ベ
ル
ク

ソ
ン
は
、
も
し
調
和
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
前
方
に
で
は
な
く
後

方
に
見
出
さ
れ
る
」
(
5
3
8
)

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
生
命
進
化
を
こ
の
よ
う
に
見
る

こ
と
は
、
一
種
機
械
論
的
な
統
一
概
念
を
惹
起
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
か
じ
め
調
和
し
た
諸
要
索
の
全
体
、
そ
し
て
、
そ
こ
か
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ら
の
諸
存
在
の
流
出
と
い
う
一
連
の
図
式
に
よ
っ
て
、
「
分
化
」
過
程
を
理

解
す
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
反
対
に
、
「
連
合
」
過
程
の
方
が
、

「
連
合
」
の
効
果
の
解
釈
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、
あ
る
種
動
的
な
統
一
概

念
を
提
供
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
れ
は
調
和
と
い
う
観
念
に
ま
つ
わ
る
錯
覚
で
あ
る
。
た
し
か

に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
調
和
が
「
前
方
に
で
は
な
く
後
方
に
見
出
さ
れ
る
」

と
言
っ
た
が
、
生
命
進
化
の
源
に
お
い
て
調
和
が
現
実
に
存
在
す
る
と
い

う
こ
と
を
積
極
的
に
主
張
し
た
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
調
和
と
い
う

観
念
は
、
そ
れ
自
身
‘
あ
ら
か
じ
め
分
割
さ
れ
た
諸
要
索
の
同
時
的
表
象

を
容
易
に
喚
起
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
の
こ
と
を
十
分

に
了
解
し
て
い
た
の
で
、
慎
重
に
も
「
調
和
は
む
し
ろ
権
利
上
存
在
す
る
」

(ibid.)
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
調
和
と
い
う
観
念
の
も
つ

危
つ
さ
を
認
識
し
つ
つ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
の
意
味
を
よ
り
正
確
に
こ
う

限
定
す
る
。
「
進
化
の
過
程
は
、
束
状
に
広
が
る
も
の
で
あ
る
が
、
は
じ
め

は
融
合
す
る
ほ
ど
に
極
め
て
相
補
的
で
あ
っ
た
諸
項
を
、
そ
の
数
が
一
斉

、
、
、
、
、
、

に
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
相
互
に
引
き
離
す
の
で
あ
り
、
調
和
と
は
こ
の

、
、
、
、
、
、
、

こ
と
に
由
来
す
る
」
(
5
9
5
,

傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）
。
も
は
や
調
和
は
後
方

に
す
ら
存
在
し
な
い
。
調
和
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
は
、
生
命
進

化
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
諸
項
の
「
分
化
」
過
程
そ
の
も
の
に
求
め
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
分
化
」
の
指
し
示
す
統
一
は
、
「
分
化
」
に
先
立
つ
限

り
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
逆
に
あ
ら
か
じ
め
「
分
化
」
し
た
諸
要
索
を
取

り
ま
と
め
る
べ
く
要
請
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
統
一
で
は
あ

り
得
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
そ
う
し
た
機
械
論
的
、
目
的
論
的
な
統
一
を

「
悟
性
が
外
部
か
ら
自
然
に
対
し
て
課
す
作
為
的
統
一

unite
factice
」

(
6
6
4
)

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
生
命
の
統
一
と
は
、
い

わ
ば
「
分
化
」
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
統
一
で
あ
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ

れ
を
「
真
の
、
内
的
な
、
生
き
生
き
し
た
統
一

unite
vraie'interieure 

et vivante
」
(ibid.
）
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

社
会
の
生
成
の
根
拠
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

生
命
が
物
質
と
の
接
触
に
よ
っ
て
「
個
体
化
」
の
方
向
に
進
む
と
し
て
も
、

「
分
化
し
た
諸
個
体
の
間
で
、
依
然
と
し
て
生
命
が
環
流
し
、
至
る
と
こ

ろ
で
、
個
体
化
す
る
傾
向
は
、
対
立
し
補
完
的
な
連
合
す
る
傾
向

tend'

a
n
c
e
 antagoniste et c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
 a
 sぷ
l

依

,ocier
に
よ
っ
て
抑
t

制
さ
れ
、
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る

p
a
r
a
c
h
e
v
e
e
」
(
7
1
4
)
。

「
個
体
化
」
に
相
伴
う
こ
の
「
連
合
す
る
傾
向
」
は
、
生
命
進
化
を
「
分

化
」
過
程
と
捉
え
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
反
対
に
退
け
た
と
こ
ろ
の
「
連
合
」

過
程
の
こ
と
で
は
な
い
。
後
者
に
お
け
る
諸
要
素
の
「
連
合
」
は
、
諸
要

索
を
取
り
ま
と
め
統
一
す
べ
き
原
理
を
、
諸
要
索
の
呈
す
る
多
数
性
の
外

部
に
要
請
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
諸
要
索
は
す
で
に
現
実
に
分
離
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
多
数
性
は
現
実
的
な
多
数
性
だ
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
「
個
体
化
」
に
相
伴
う
「
連
合
す
る
傾
向
」
と
は
、
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
、
潜
在
的
に
多
で
し
か
な
か
っ
た
も
の
が
物
質
に
よ
っ
て
現
実

に
分
割
さ
れ
た
こ
と
で
生
じ
た
現
実
的
な
多
を
、
本
源
的
で
潜
在
的
な
多
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に
押
し
戻
そ
う
と
す
る
傾
向
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
傾
向
は
、
た
し
か
に

個
体
化
す
る
傾
向
に
「
対
立
す
る
傾
向
」
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
生
命

の
「
莫
大
な
潜
在
性
」
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
「
多
な
る
一
日
rite
m
u
l
'
 

tiple
」
(ibid.
）
に
由
来
す
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
「
個
体
化
す
る
傾

向
」
に
「
補
完
的
な
傾
向
」
で
あ
り
、
「
個
体
化
す
る
傾
向
」
を
む
し
ろ
「
完

成
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
社
会
の
起
源
は
、
こ
の
よ
う
に
、
生
命
の
「
多

な
る
こ
が
、
現
実
的
な
多
の
方
向
へ
外
化
さ
れ
つ
つ
も
、
「
自
己
自
身
に

向
か
っ
て
収
縮
し
直
す

s
e
retracter s
u
r
 e
l
l
e
-
m
e
m
e
」
(ib
蕊
）
働
き

に
お
い
て
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
社
会
的
な
も
の
が
個
人
的
な
も
の

に
内
的
に
関
係
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
い
わ
ば
統
一
す
る
あ
り
方
が
、
以

上
の
よ
う
な
社
会
の
発
生
論
的
な
規
定
そ
の
も
の
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
生
命
の
統
一
が
「
分
化
」
に
先
立
っ
て
諸
要
索

の
外
部
か
ら
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
の
と
同
様
に
、
社
会
は
自
足
し
て
い

る
「
最
高
権
威
」
と
し
て
個
人
を
そ
の
外
部
か
ら
拘
束
す
る
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
生
命
の
統
一
が
あ
ら
か
じ
め
「
分
化
」
し
た
諸
要
索
を
取
り
ま
と

め
る
べ
く
事
後
的
に
要
請
さ
れ
る
の
で
は
な
い
の
と
同
様
に
、
社
会
は
個

人
が
相
互
に
取
り
結
ぶ
偶
然
的
で
規
約
的
な
契
約
に
と
ど
ま
る
の
で
も
な

い
。
社
会
の
起
源
が
、
「
個
体
化
す
る
傾
向
」
に
対
立
し
つ
つ
も
補
完
的
な

「
連
合
す
る
傾
向
」
に
存
し
、
そ
の
よ
う
に
「
分
化
」
過
程
そ
の
も
の
に

根
ざ
す
が
ゆ
え
に
、
社
会
的
な
も
の
は
個
人
的
な
も
の
に
内
在
的
な
の
で

あ
り
、
そ
の
内
在
的
関
係
を
「
社
会
的
自
我
」
の
存
在
が
指
し
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

本
稿
の
考
察
の
対
象
は
、
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
「
閉

じ
た
社
会
」
の
生
成
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
本
稿
は
ベ
ル
ク

ソ
ン
の
社
会
論
の
す
べ
て
を
論
じ
き
れ
て
は
い
な
い
。
我
々
は
自
我
の
表

層
を
覆
う
「
社
会
的
自
我
」
に
お
い
て
成
立
す
る
平
衡

equilibre
を
の
み

扱
っ
た
が
、
し
か
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
「
我
々
自
身
の

最
も
深
い
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
も
し
そ
れ
を
探
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、

我
々
は
お
そ
ら
く
、
表
層
的
な
平
衡
よ
り
も
い
っ
そ
う
望
ま
し
い
、
別
の

種
類
に
属
す
る
平
衡
を
発
見
す
る
だ
ろ
う
」

(
9
8
6
)

と
述
べ
て
い
る
。
自

己
自
身
の
深
み
を
掘
り
下
げ
る
に
は
「
努
力
」
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の

よ
う
に
し
て
個
人
的
な
も
の
の
最
深
部
へ
至
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
確

(13) 

固
と
し
た
安
定
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
我
々
の
見
解
で
は
、

そ
こ
で
は
、
「
社
会
的
自
我
」
に
お
け
る
の
と
は
別
の
次
元
に
お
い
て
、
個

人
的
な
も
の
と
社
会
的
な
も
の
と
が
融
合
へ
向
か
う
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
開
い
た
社
会
」
の
あ
り
方
に
関
係
し
て
い

る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
予
想
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改

め
て
論
ず
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に
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註ベ
ル
ク
ソ
ン
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
生
誕
百
年
記
念
版
著
作
集

(
O足
翅
麿

p
u
f
,

1
9
9
1
.
)

の
頁
数
を
本
文
中
に
挿
入
す
る
こ
と
で
示
し
、
参
照
箇
所
は
註
に
記
す
。

(
1
)
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
「
社
会
的
事
実
f
a
i
t
s
o
c
i
a
l
」
の
観
察
を
重
視
す
る
こ
と
か
ら
考

え
て
、
社
会
を
「
単
純
事
実
」
と
見
な
す
こ
と
を
拒
否
す
る
点
に
お
い
て
ベ
ル
ク

ソ
ン
の
デ
ュ
ル
ケ
ム
批
判
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
人
間
社
会

と
本
能
と
の
い
か
な
る
類
縁
性
も
認
め
な
い
の
に
対
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
社
会

の
事
実
的
な
側
面
を
離
れ
て
そ
の
生
命
的
基
底
へ
と
掘
り
進
み
、
そ
こ
に
「
潜
在

的
本
能
」
を
見
出
す
の
で
あ
る
(
D
u
r
k
h
e
i
m
`
 
E
.
 
L`
器

蕊
gl器
d
e
l
d
m蕊
h
o
d
e

sociologique, 
F
l
a
m
m
a
r
i
o
n
 ̀

 
1
9
8
8
.
,
 
p
,
2
0
0
.
)

。

(
2
)
 p
.
1
0
2
2
.
 

(
3
)
 p
.
1
0
4
5
.
 

(
4
)
 p
p
,
2
9
8ー

3
0
1
.

(
5
)
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
的
事
実
」
の
「
外
的
表
徴
s
i
g
n
e
exterieur」

と
は
個
人
に
対
す
る
外
在
性
と
強
制
力
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
社
会
学
の
出
発
点

と
す
べ
き
与
件
で
あ
る
。
お
よ
そ
社
会
学
が
科
学
的
客
観
性
を
も
っ
た
め
に
は
、

既
成
の
諸
観
念
を
取
り
払
い
、
事
実
の
呈
す
る
そ
の
よ
う
な
明
白
な
性
質
の
観
察

か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
彼
は
「
外
的
表
徴
」
そ
の
も
の

に
固
執
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
言
う
。
外
在
性
と
強
制
力
は
必
ず
し
も
実
在
の
本

質
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
そ
れ
に
到
達
す
る
た
め
の
最
初
の
手
が
か

り
を
提
供
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る

(D巳
合
e
i
m
,

E
.
,
 
op. 

込：
p
p
,
1
3
5ー

1
3
6
.
)

。
L
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
実
証
的
な
態
度
を
標
榜
し

は
す
る
も
の
の
、
や
は
り
そ
こ
に
は
、
社
会
の
本
質
は
外
在
性
と
強
制
力
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
彼
自
身
の
社
会
に
対
す
る
考
え
方
が
反
映
さ
れ
て
い
る

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
個
人
が
社
会
的
責
務
に
自
発
的
に
同
意
す
る
場
合
、
デ
ュ
ル
ケ
ム

は
、
個
人
に
と
っ
て
も
は
や
強
制
が
感
じ
ら
れ
な
い
と
は
い
え
、
「
こ
の
同
意
が
責

務
か
ら
そ
の
命
令
的
性
格
を
取
り
除
く
わ
け
で
は
な
い
」

(E巳^
h
e
i
m
,
 
E
.
,
 

op.cit., p
.
1
9
7
.
)

と
考
え
る
。
個
人
が
そ
れ
に
抵
抗
す
れ
ば
強
制
力
が
自
覚
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
「
も
し
こ
の
外
的
な
強
制
力
が
、
抵
抗
を
受
け
る
場
合
に
判
明
に

現
れ
る
と
す
る
な
ら
、
反
対
に
抵
抗
の
な
い
場
合
に
も
、
無
意
識
的
な
も
の
で
は

あ
れ
、
そ
れ
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
」
(
D
u
r
k
h
e
i
m
`
 
E., 
0p. 

込：
p
p
,
9
8
-
9
9
.
)

。
こ
の
よ
う
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
個
人
の
抵
抗
を
介
し
て
は

じ
め
て
明
瞭
に
な
る
社
会
の
強
制
的
性
格
を
、
抵
抗
の
不
在
の
場
合
に
お
い
て
見

ら
れ
る
非
強
制
的
性
格
よ
り
も
、
社
会
に
と
っ
て
よ
り
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
と

見
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
事
実
の
「
外
的
表
徴
」
に
は
す
で
に
彼
自
身
の
解
釈

が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
証
拠
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
同
じ
事
態
を
問
題
と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
に
対
し
て
デ
ュ
ル
ケ
ム
と
は
異
な
っ
た
解
釈
を
与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
も
社
会
の
強
制
的
性
格
を
認
め
は
す
る
も
の
の
、
そ
れ
は
抵
抗

そ
の
も
の
が
作
り
出
し
た
性
格
で
あ
り
、
社
会
の
本
質
に
は
本
来
含
ま
れ
て
い
な

い
事
柄
だ
と
さ
れ
る
。
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
と
は
反
対
に
、
ベ

ル
ク
ソ
ン
は
抵
抗
の
不
在
に
お
い
て
社
会
の
本
質
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

(
6
)
 p
.
9
9
1
.
 

(
7
)
b
i
d
.
 

(
8
)
 p
.
9
9
0
.
 

(
9
)
 p
p
,
9
9
1
-
9
9
2
.
 

(10)
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
無
意
識
を
二
種
類
に
区
別
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
落
下
す
る

石
の
無
意
識
は
、
石
自
身
が
自
ら
の
落
下
に
つ
い
て
い
か
な
る
感
情
も
も
た
な
い

以
上
、
「
無
い
意
識
c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
n
u
l
l
~
」
と
規
定
す
べ
き
無
意
識
で
あ
る
。
他
方
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

本
能
的
活
動
や
習
慣
的
行
為
に
固
有
の
無
意
識
は
、
「
表
象
が
行
為
に
よ
っ
て
遮

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

ら
れ
て
い
る
」
こ
と
に
起
因
す
る
無
意
識
で
あ
っ
て
、
「
無
化
さ
れ
た
意
識
c
o
n,
 

笞
ience
a
n
n
u
l
e
~
」
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
無
意
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
者

が
意
識
の
不
在
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
単
に
、
行
為
に
よ
る
意
識

の
相
殺
•
中
和
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
行
為
遂
行
が
何
ら
か
の
障
害

に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
ま
で
無
化
さ
れ
て
い
た
意
識
が
発
出
す
る
の

で
あ
る

(
6
1
7
-
6
1
8
)

。

(11) 
p
.
1
0
3
1
.
 

(12)
こ
の
点
か
ら
見
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
提
示
す
る
社
会
概
念
は
自
然
法
d
r
o
i
t
n
a
 ,
 

t
u
r
e
l
の
考
え
に
あ
る
程
度
近
い
も
の
だ
と
言
え
る
。
社
会
的
な
も
の
は
個
人
の
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自
我
に
内
在
す
る
が
、
そ
れ
を
、
社
会
が
人
間
本
性
の
う
ち
か
ら
自
然
的
に
発
生

す
る
と
言
い
換
え
て
も
さ
し
あ
た
り
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
場
合
で

も
、
厳
密
に
言
っ
て
社
会
が
個
人
の
本
性
の
う
ち
か
ら
発
生
す
る
と
は
言
え
ま

い
。
社
会
は
個
体
へ
の
分
化
と
同
時
的
に
生
成
す
る
の
で
あ
り
、
社
会
生
活
へ
の

傾
向
は
あ
ら
か
じ
め
分
裂
し
て
し
ま
っ
て
い
る
諸
個
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
本
性
か

ら
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(13)
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
水
草
の
例
で
説
明
し
て
い
る
。
「
水
面
に
ま
で
伸
び
て
く
る
水
草

は
、
流
れ
に
絶
え
ず
揺
り
動
か
さ
れ
る
。
そ
の
葉
は
水
上
で
一
緒
に
な
り
な
が
ら
、

重
な
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
方
で
、
水
草
に
安
定

s
t
a
b
i
l
i
t
e

を
与
え
て
い

る
。
し
か
し
、
根
の
方
が
、
川
底
に
し
っ
か
り
と
植
わ
っ
て
い
る
の
で
、
い
っ
そ

う
安
定
し
て
お
り
、
水
草
を
下
方
か
ら
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
」

(
9
8
6
)

。
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