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実
学

の
転
回

ノ

ト 

鈴
木	 

規
夫 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

軽
重

長
短

善
悪

是
非
等
の
字
は

相
対
し
た
る
考
よ
り
生
じ
た
る
も
の 

な
り

軽
あ
ら
ざ
れ
ば
重
あ
る
可
ら
ず

善
あ
ら
ざ
れ
ば
悪
あ
る
可
ら
ず

故 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

に
軽
と
は
重
よ
り
も
軽
し

善
と
は
悪
よ
り
も
善
し
と
云
ふ
こ
と
に
て

此
と 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

彼
と
相
対
せ
ざ
れ
ば
軽
重
善
悪
を
論
ず
可
ら
ず

斯
の
如
く
相
対
し
て
重
と
定 

り
善
と
定
り
た
る
も
の
を
議
論
の
本
位
と
名
く

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

                           

—
—
福
澤
諭
吉

文
明
論
之
概
略

冒
頭  

科
学
に
よ

て
作
り
だ
さ
れ
た
状
況
は
大
き
な
政
治
的
意
味
を
も

て
い
る

 

ス
ピ

チ
の
問
題
が
係
わ

て
い
る
場
合
に
は
い
つ
で
も

問
題
は
本
性
上

 

政
治
的
と
な
る
か
ら
で
あ
る

今
日

科
学
は
数
学
的
シ
ン
ボ
ル
の

言 

語

を
取
り
入
れ
ざ
る
を
え
な
く
な

て
い
る
が

今
で
は
ス
ピ

チ
に
け 

し
て
翻
訳
し
直
す
こ
と
の
で
き
な
い
記
述
を
内
容
と
し
て
い
る

だ
か
ら

 

科
学
者
が
科
学
者
と
し
て
述
べ
る
政
治
的
判
断
は
信
用
し
な
い
ほ
う
が
賢
明
で 

あ
ろ
う

そ
れ
は

科
学
者
は
ス
ピ

チ
が
も
は
や
力
を
失

た
世
界
の
中
を 

動
い
て
い
る
と
い
う
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
事
実
に
よ
る
の
で
あ
る

	 
	 
	 

 

—
—
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト

人
間
の
条
件
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丸
山
眞
男
は

丸
山
眞
男
集

第
三
巻
一
九
四
六

一
九
四
八

以
下

丸
山1995

と
略

の
一
九
四
七
年
の

部
分
に

後
の
丸
山
の
福
沢
諭
吉
研
究
の
基
礎
と
な
る
二
つ
の
論
文
を
収
録
し
て
い
る

福
沢
に
於
け
る

実
学

の

転
回

福
沢
諭
吉
の
哲
学
研
究
序
説

東
洋
文
化
研
究

三
号

一
九
四
七
年
三
月

日
光
書
院

以
下

丸
山

1947A

と
略

と

福
沢
諭
吉
の
哲
学

と
く
に
そ
の
時
事
批
判
と
の
関
連

国
家
学
会
雑
誌

第
六
一
巻
三
号

一
九
四
七
年
九
月

以
下

丸
山1947B

と
略

と
が

そ
れ
で
あ
る

 

	 

興
味
深
い
こ
と
に

こ
の
二
つ
の
論
文
の
あ
い
だ
に
は

科
学
と
し
て
の
政
治
学

と

日
本
に
お
け
る
自
由
意
識

の
形
成
と
特
質

と
の
二
論
文
が
配
さ
れ
て
い
る

書
か
れ
た
時
期
の
問
題
も
む
ろ
ん
関
わ
る
の
だ
が

た
ん
に
発
表

時
期
の
連
続
性
ば
か
り
で
こ
れ
を
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

少
な
く
と
も

丸
山
眞
男
集

そ
の
も
の
の
作
為
か

ら
派
生
し
て
い
る
丸
山
自
身
の
問
題
意
識
の
共
有
さ
れ
た
連
環
が
そ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
る

ま
さ
に
そ
う
し
た
配
置

の
意
図
そ
の
も
の
が
興
味
深
い
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と
こ
ろ
で

帝
国
大
学
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
後
者
で
は

丸
山
は
そ
の

あ
と
が
き

を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る

丸
山1995:161

 

 	 

吾
々
は
現
在
明
治
維
新
が
果
た
す
べ
く
し
て
果
た
し
え
な
か

た

民
主
主
義
革
命
の
完
遂
と
い
う
課
題
の
前
に
い
ま
一
度
立
た
せ
ら
れ
て
い

る

吾
々
は
い
ま
一
度
人
間
自
由
の
問
題
へ
の
対
決
を
迫
ら
れ
て
い
る

も
と
よ
り

日
本
の
直
面
し
て
い
る
事
態
は

近
代
的
自
由
の
正
統
的

な
系
譜
を
あ
ら
た
め
て
踏
み
な
お
す
事
で
解
決
さ
れ
る
様
な
単
純
な
も
の
で
は
な
い

自
由

の
担
い
手
は
も
は
や
ロ

ク
以
後
の
自
由
主
義

者
が
考
え
た
ご
と
き

市
民

で
は
な
く

当
然
に
労
働
者
農
民
を
中
核
と
す
る
広
汎
な
勤
労
大
衆
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

し
か
し
そ
の
際
に
お

い
て
も
問
題
は
決
し
て
単
な
る
大
衆
の
感
覚
的
解
放
で
は
な
く
し
て

ど
こ
ま
で
も
新
し
き
規
範
意
識
を
い
か
に
大
衆
が
獲
得
す
る
か
と
い
う
こ

と
に
か
か

て
い
る

モ
ラ
ル
の
確
立
の
ご
と
き
は
制
度
的
変
革
の
後
に
は
じ
め
て
来
る
と
い
う
様
な
考
え
は

意
識
の
変
革
と
制
度
の
変
革
を

機
械
的
に
切
断
す
る
こ
と
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る

精
神
主
義
者

と
実
は
同
一
の
地
盤
に
立
つ
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ

か
の
二
・
一
ス
ト
を
転
機

と
し
て
労
働
運
動
が

客
観
的
情
勢
に
帰
し
え
ら
れ
る
以
上
に
沈
滞
の
様
相
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
か

歴
史
は

吾
々
に

も
迂
遠
の
ご
と
く
見
え
る
も
の
が

実
は

も
切
実
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る

 

 	 

福
沢
に
於
け
る

実
学

の
転
回

は

ま
さ
に
こ
の
文
脈
に
お
い
て
も
思
考
さ
れ
て
い
る
と
言

て
よ
い

す

な
わ
ち

果
た
さ
れ
な
か

た
明
治
維
新
の
民
主
主
義
革
命
の
完
遂

人
間
の
自
由
の
問
題
へ
の
対
決

大
衆
の
新
し

き
規
範
意
識
の
獲
得
と
い

た
諸
課
題
は

ま
さ
に
丸
山
が

福
沢
に
於
け
る

実
学

の
転
回

に
見
い
だ
す
そ
の

根
幹
が
構
築
し
て
い
く
も
の
に
他
な
ら
な
い

そ
れ
は
い
わ
ば

実
心

た
る

意
識
の
変
革

が
想
起
さ
れ

か
の

二
・
一
ス
ト
を
転
機
と
し
て
労
働
運
動
が

客
観
的
情
勢
に
帰
し
え
ら
れ
る
以
上
に
沈
滞
の
様
相
を
示
し
て
い
る
こ
と

は
何
を
意
味
す
る
か

を
問
う
こ
と
へ
と
繋
が
る
一

 

	 

そ
し
て

も
迂
遠
の
ご
と
く
見
え
る
も
の
が

実
は

も
切
実
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る

と
い
う
視

座
が
据
え
ら
れ
る

そ
の
視
座
に
よ

て

実
学

が
流
行
語
と
な
り

福
沢
学
が
実
業
学
と
し
て
の
み
普
及
し
て

行

た
こ
と

が

同
時
に
福
沢
の
学
問
観
に
お
け
る

も
う
一
つ
の
よ
り
根
本
的
な

革
命

を
見
失
わ
せ
る
危
険

に
陥
る
こ
と
で
あ
り

そ
う
し
た

危
険

を
回
避
し
て
い
く
よ
う
な
視
座
で
あ
る

 

	 

福
沢
の
問
題
意
識
を

一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
は
る
か
に
深
奥
な
も
の
と
し
て
理
解
し

同
時
に
そ
の
問
題

の
現
代
的
意
義
の
切
実
さ
を
訴
え
る
丸
山
の
こ
の
視
線
は

後
述
す
る
よ
う
に

数
年
後

ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
が
ガ

リ
レ
オ
に
看
取
し

さ
ら
に
数
年
を
経
て

フ

コ

が
マ
テ
シ
ス
の
概
念
に
見
出
す

近
代
を
め
ぐ
る
本
質
的

革

命
性

へ
注
が
れ
て
い
く
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丸
山
は
ま
ず

福
沢
の
学
問
観
に
お
け
る

革
命

の
位
置
づ
け
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る(

丸
山

1947A:111-112)
 

 	 

若
し
福
沢
の
主
張
が

単
に

学
問
の
実
用
性

学
問
と
日
常
生
活
の
結
合

と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
に
つ
き
る
な
ら
ば

そ
う
し

た
考
え
方
は
決
し
て
し
か
く
斬
新
な
も
の
で
は
な
い

こ
の
点
で
は
福
沢
は
継
承
者
で
は
あ

て
も
断
じ
て
革
命
者
で
は
な
い
の
で
あ
る

い
わ

ゆ
る
空
虚
な
観
念
的
思
弁
を
忌
み

実
践
生
活

後
述
す
る
如
く
そ
の
具
体
的
意
味
内
容
が
問
題
な
の
だ
が

に
学
問
が
奉
仕
す
べ
き
事
を
求
め

る
の
は
日
本
人
の
観
念
生
活
に
於
け
る
伝
統
的
態
度
だ
と
い

て
い
い

い
な
む
し
ろ

実
践
的
必
要
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
理
論
的
完
結
性
に
対

し
て
無
関
心
な
の
は
東
洋
的
学
問
の
特
色
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る

実
学

と
い
う
言
葉
を
盛
に
主
唱
し
た
の
は

儒
教
思
想
の
な
か
で
も
抽

象
的
な
体
系
性
を
比
較
的
多
く
具
え
て
い
る

程
朱
学

宋
学

で
あ

た

し
か
も
そ
の
宋
学
が
我
国
に
移
入
さ
れ
て
徳
川
初
期
に
全
盛
を
誇

て
間
も
な
く

熊
沢
蕃
山
や
山
鹿
素
行
に
よ

て

そ
の
観
念
的
思
弁
的
性
格
を
指
摘
さ
れ
て
い
る

学
問
と
日
常
的
実
践
の
結
合

の
主
張
に
於
い
て
両
者

福
沢
と
山
鹿

は
全
く
軌
を
一
に
し
て
い
る

そ
う
し
て
こ
の
様
な
学
問
に
於
け
る

現
実

的
傾
向
は
古
学
の
み
な

ら
ず

知
行
合
一

を
唱
う
る
陽
明
学
よ
り

学
問
事
業
其
効
を
殊
に
せ
ず

弘
道
館
記

を
モ

ト

と
す
る
水
戸
学
に
至
る
ま
で

一

貫
し
て
流
れ
て
い
た
の
で
あ
る

福
沢
の
実
学
に
於
け
る
真
の
革
命
的
転
回
は

実
は

学
問
と
生
活
と
の
結
合

学
問
の
実
用
性
の

主
張
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
く

む
し
ろ
学
問
と
生
活
と
が
い
か
な
る
仕
方
で
結
び
つ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
点
に
問
題
の
核
心
が
存
す
る

そ
う

し
て
そ
の
結
び
つ
き
か
た
の
根
本
的
な
転
回
は

そ
こ
で
の

学
問

の
本
質
的
構
造
の
変
化
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
る

こ
の
変
化
の
意
味

を
探

て
行
く
こ
と
が

や
が
て
福
沢
の
実
学
の

精
神

を
解
く
鍵
で
あ
る

 

 	 

そ
こ
で

学
問
と
生
活
と
が
い
か
な
る
仕
方
で
結
び
つ
け
ら
れ
る
か

と
い
う
問
題
の
核
心
が

学
問
の

本
質
的

構
造
の
変
化

に
起
因
す
る
以
上

何
に
そ
の

変
化

を
見
い
だ
す
の
か
が
肝
心
と
な
る

丸
山
が

福
沢
に
お
け

る
学
問
の

本
質
的
構
造
の
変
化

に
現
代
的
意
義
を
見
い
だ
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

 

	 

し
か
し

福
沢
も
ま
た
そ
の

継
承
者

で
あ
る
と
言
う

実
践
的
必
要
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
理
論
的
完
結
性
に
対

し
て
無
関
心
な

東
洋
的
学
問

自
体
に
現
代
的
意
義
を
見
い
だ
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば

そ
う
と
は
言
い
難
い

む
ろ
ん

福
沢
の
学
問
に
お
け
る

革
命
性

を
さ
ま
ざ
ま
に
準
備
し
て
き
た

東
洋
的
学
問

を
見
い
だ
す
こ
と
は

あ
る
が

そ
れ
を
決
定
的
に

転
回

さ
せ
た
の
は

あ
く
ま
で

西
洋
の
衝
撃

後
の
福
沢
で
あ

た

 

 

し
た
が

て

近
代
主
義
者
と
し
て
の
丸
山
に
と

て

直
接
か
つ
不
断
に
対
決
し
て
き
た
精
神
の
軌
跡

と
し
て

の
古
典
は

童
子
問

で
は
な
く

文
明
論
之
概
略

な
の
で
あ

た

そ
こ
に

古
義

を
尋
ね
る
と
い
う
方
法

と
は
ま
た
異
な
り

実
践
的
必
要

と
相
即
し
た

理
論
的
完
結
性
へ
の
関
心

を
有
す
る

革
命
性

を

丸
山
は

福
沢
に
見
い
だ
す
の
で
あ
る

 

	 

で
は

他
の

東
洋
的
学
問

や
単
な
る
西
洋
的
学
問
の
翻
訳
と
は
異
な

て

西
洋
近
代
の
本
質

と
し
て

福
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沢
は
い

た
い
何
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か

東
洋
に
な
き
も
の
は

有
形
に
於
て
数
理
学
と

無
形
に
於
て
独

立
心
と
此
二
点

福
翁
自
伝

傍
点
丸
山

に
他
な
ら
な
い

 

	 

福
沢
の
掲
げ
た

独
立
自
尊

の
旗
は
ほ
か
な
ら
ぬ

倫
理

の
問
題
で
あ
り

福
沢
は
む
し
ろ
物
質
文
明
の
採
用

に
汲
々
と
し
て
い
た
当
時
の
文
明
開
化
の
風
潮
に
対
す
る
警
告
で
あ

た

そ
の
意
味
で

数
理
学

を
学
問
の
原
型

に
置
い
た
こ
と
は

倫
理

と

精
神

の
軽
視
で
は
な
く
し
て

逆
に

新
た
な
る
倫
理
と
精
神
の
隔
離
の
前
提

で
あ
る

福
沢
の
関
心
は

自
然
科
学
そ
れ
自
体
乃
至
そ
の
齎
し
た
諸
結
果
よ
り
も
む
し
ろ

根
本
的
に
は
近
代
的
自

然
科
学
を
産
み
出
す
様
な
人
間
精
神
の
在
り
方
で
あ

た

倫
理

の
実
学
と

物
理

の
実
学
と
の
対
立
は
か
く

し
て

根
底
的
に
は

東
洋
的
な
道
学
を
産
む
所
の

精
神

と
近
代
の
数
学
的
物
理
学
を
産
む
所
の

精
神

と
の

対
立
に
帰
着
す
る

丸
山1947A:116

と
丸
山
は
位
置
づ
け
る

 

	 

現
代
に
お
い
て
果
た
し
て
東
洋
的
と
近
代
と
を
対
立
的
な
関
係
に
お
い
て
論
ず
る
こ
と
が
ど
の
程
度
意
味
が
あ
る
の

か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
は
あ
る
だ
ろ
う

け
れ
ど
も

当
時

東
洋
的

が
自
動
的
に

近
代

と
対
置
さ
れ
る

こ
と
は
自
明
で
あ

た

こ
こ
で
は
福
沢
も
丸
山
も

近
代
西
洋
に
お
い
て

精
神
と
自
然
が
一
は
内
的
な
る
主
観
と

し
て
一
は
外
的
な
る
客
観
と
し
て
対
立
し
た
の
は
ま
ぎ
れ
も
な
い

と
理
解
し
て
い
る

 

	 

倫
理

を
中
核
と
す
る
実
学
と
物
理
を
中
核
と
す
る
実
学
と
が
そ
の
根
底
を
な
す
精
神
に
於
い
て
い
か
に
対
立
す

る
か

と
い
う
問
題
設
定
は

基
本
的
に
福
沢
の
西
洋
理
解
の
内
在
性
に
依
拠
し
て
い
る

そ
れ
は

福
沢
が
い
か
に

近
代
精
神
の
構
造
に
対
す
る
透
徹
し
た
洞
察
を
持

て
い
た
か
を
如
実
に
示
証
し
て
い
る

丸
山1947A:122

か
ら
可
能
な
の
で
あ

た

あ
く
ま
で
福
沢
の
実
学
概
念
に
問
わ
れ
る
の
は

西
洋
列
強
の
内
実
を
科
学
技
術
の
優
位

と
だ
け
単
純
に
理
解
す
る
の
で
は
な
く

そ
れ
が
近
代
精
神
と
し
て
分
析
可
能
か
ど
う
か

近
代
の
内
奥
か
ら
探
り
出

せ
る
の
か
ど
う
か

と
い
う
問
題
に
他
な
ら
な
か

た

 

 	 
	 
	 
	 
	 
	 

二 
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な
ぜ

近
代
の
内
奥
が
問
題
な
の
か
？	 

 

	 

一
般
に

近
代
以
前

に
お
い
て
は

自
然

こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
も
本
来
議
論
を

要
す
る
の
で
は
あ
る
が

の
全
て
が
意
義
の
あ
る
秩
序
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た

そ
れ
ゆ
え

自
然
を
理
解
し
把
握

し

自
然
の
中
に
自
分
た
ち
の
居
場
所
を
見
つ
け
る
と
い
う
こ
と
や

自
然
の
目
的
を
問
い

読
み
取
る
と
い
う
こ
と

を
大
事
に
し
て
い
た

 

	 

近
代
精
神
の
構
造
は

そ
う
し
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
思
想
や
東
洋
思
想
か
ら
隔
絶
さ
れ
る
こ
と
に
よ

て
確
立
さ
れ
た

と
い

て
よ
い

し
た
が

て

そ
れ
に
よ

て

自
然
の

秩
序

か
ら
あ
る
種
の
目
的
論
的
思
考
を

む
し
ろ
遮

て
い
く
こ
と
に
な

た

近
代
精
神
に
お
い
て
対
象
と
し
て
の

自
然

を
理
解
す
る
に
は

目
的
論
的
世
界
観
か

ら
脱
却
し

自
己
を
自
然
の

秩
序

か
ら
切
り
離
し
て

観
測
者
と
し
て
客
観
化
し

科
学
的
に
考
え
る
必
要
が
生

じ
た
か
ら
で
あ
る

 

	 

た
と
え
ば

周
知
の
よ
う
に

目
的
を
重
視
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と

て
の
政
治
の
意
味
は

市
民
の
道
徳
的

人
格
を
形
成
す
る
こ
と

で
あ
る
が

そ
の
政
治
の
目
的
は

善
き
生
を
も
た
ら
す
こ
と

善
い
人
格
を
形
成
す
る
こ

と

市
民
た
ち
の
美
徳
を
高
め
る
こ
と
に
あ

た

そ
の
た
め
に
市
民
は
ポ
リ
ス
の
営
み
に
参
加
す
る
こ
と
が
必
要
不

可
欠
だ
と
説
か
れ
た

美
徳
は

政
治
に
参
加
し

正
義

不
正
義
を
論
じ

統
治
し

統
治
さ
れ
る
こ
と
を
実
践
で

得
て

ま
た
必
要
な
習
慣
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
徳
を
実
践
し

さ
ら
に
善
の
本
質
に
つ
い
て
市
民
同
士
が
議
論
す
る

こ
と
で
あ
り

そ
れ
こ
そ
政
治
の
究
極
的
な
姿
で
あ
る
と
さ
れ
た

 

	 

そ
う
し
た
過
程
で

高
の
市
民
的
美
徳
を
持
つ
も
の
が

高
の
政
治
的
地
位
と
名
誉
と
い
う
美
徳
を
与
え
ら
れ

優
れ
た
者
を
讃
え
る
こ
と
も
政
治
の
目
的
の
１
つ
で
あ

た

善
を
追
求
す
る
集
団
に

も
貢
献
す
る
者
こ
そ

政
治

権
力
と
ふ
る
い
名
声
を
得
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る

そ
の
地
位
に
あ
る
も
の
は

自
然
の

秩
序

の
一
環
と
し
て

し
か
る
べ
く
敬
さ
れ
る
べ
き
存
在
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る

 

	 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
ど
が

正
義
を
あ
る
特
定
の
善
の
概
念
と
結
び
つ
け

人
と
役
割
を
適
合
さ
せ
る
こ
と
だ
と
考

え
る
の
は

そ
れ
が
自
然
の

秩
序

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ら
あ
る

す
る
と

自
由

と
は
秩
序
適
合
か
ら
の
逸
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脱
の
問
題
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る

な
ぜ
な
ら

自
由
で
あ
る
た
め
に
は

自
然
の

秩
序

に
応
じ
て
い
る
と
想
定

さ
れ
る
自
分
の
両
親
や
社
会
か
ら
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
特
定
の
役
割

伝
統

あ
る
い
は
慣
習
な
ど
に

と
ら
わ
れ
る

べ
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る

 

	 

近
代
を
構
築
し
て
い

た
人
々
に
と

て
は

独
立
自
尊
し
て

善
や
価
値
や
目
的
を
選
択
す
る
自
由
を
尊
重
し

他
者
に
も
同
様
の
自
由
を
認
め
る
こ
と
こ
そ

ま
さ
に
政
治
の
意
味
に
他
な
ら
な
か

た

そ
し
て

こ
の
自
然
秩
序

か
ら
の
逸
脱
離
脱
を
前
提
と
す
る
独
立
自
尊
こ
そ

数
理
学
の
前
提
で
あ
る
と
福
沢
が
考
え
た
所
以
が
こ
こ
に
あ
る

 

	 

独
立
自
尊
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
近
代
社
会
は

そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
や
善
に
つ
い
て
同
意
を
得
る
こ
と
は
難
し
く
な
る

の
で

多
元
的
な
考
え
方
を
共
存
さ
せ
る
結
果
と
な
る

も

と
も

原
理
的
な
同
意
は
科
学
的
言
説
が
果
た
す
の
か

と
い
え
ば

そ
れ
す
ら
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

て

地
球
が
太
陽
の
ま
わ
り
を
廻

て
い
る
の
か

太
陽
が

地
球
の
ま
わ
り
を
廻

て
い
る
の
か

基
本
的
に
は
ど
ち
ら
も
正
し
い
こ
と
に
な
る

 

	 

一
般
に

近
代
社
会
の
精
神
を
表
象
す
る
思
想
家
た
ち
は

正
義
と
特
定
の
善
の
考
え
方
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
目

的
論
を
退
け
た

そ
れ
は
自
然

秩
序

と
の
適
合
を
目
的
と
す
る
精
神
に
は

自
由

が
存
在
す
る
余
地
は
少
な
い

か
ら
に
他
な
ら
な
い

 

	 

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
思
想
体
系
と
ガ
リ
レ
オ
の
発
見
と
で
は

そ
の
意
味
が
違
う

と
い
う
ア
レ
ン
ト
は

ベ
ラ
ル

ミ

ノ
枢
機
卿
の
ガ
リ
レ
オ
に
つ
い
て
の
指
摘

仮
説
に
よ

て

現
象
を
証
明
す
る
と
い
う
こ
と
は

地
球
の
実
際
の
運
動
を

実
証
す
る
と
い
う
こ
と
と

ま

た
く
違
う
事
柄
で
あ
る

を
引
い
て

天
文
学
者
た
ち
が
地
動
説
を
数
学
的
目
的
の
た
め
の
便

利
な
仮
説
と
し
て
用
い
て
い
た
間
は

動
か
な
い
太
陽
と
動
く
地
球
と
い
う

前
ガ
リ
レ
オ
的
理
論

に
カ
ト
リ

ク

教
会
が
な
ん
の
反
対
も
唱
え
な
か

た
意
味
を

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る

ア
レ
ン
ト1958

1994
:418

—

421
 

 	 

結
局

ガ
リ
レ
オ
が
行
い

そ
れ
以
前
の
だ
れ
も
が
行
な
い
え
な
か

た
こ
と
は

望
遠
鏡
を
使

て

宇
宙
の
秘
密
が

感
覚
的
知
覚

の
確
実
さ
を
も

て

人
間
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
し
た
こ
と
で
あ

た

つ
ま
り

彼
は

以
前
に
は
永
遠
に
人
間
の
と
ど
か
ぬ

せ
い
ぜ
い

不
確
か
な
思
弁
や
想
像
力
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
も
の
を

地
上
の
被
造
物
で
あ
る
人
間
が
把
握
で
き

人
間
の
肉
体
的
感
覚
が
つ
か
ま
え
ら
れ

る
範
囲
の
中
に
置
い
た
の
で
あ

た

/
/

実
際

近
代
の
少
し
前

ヨ

ロ

パ
人
の
知
識
は
紀
元
前
三
世
紀
の
ア
ル
キ
メ
デ
ス
よ
り
貧
弱
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で
あ

た
の
に

二
〇
世
紀

初
の
五
十
年
間
に
は

歴
史
の
全
世
紀
を
一
緒
に
し
て
も
追
い
つ
か
な
い
ほ
ど
重
要
な
発
見
が
行
わ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
が
他
方
で
は

こ
の
現
象
が

同
じ
よ
う
に

人
間
の
絶
望
や
特
殊
に
近
代
的
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
広
げ
て
い
る
と
し
て
非
難
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る

/
/

ガ
リ
レ
オ
の
発
見
は

人
間
的
思
弁
の

も
あ
つ
か
ま
し
い
希
望
が
か
な
え
ら
れ
る
途
端

悪
の
恐
れ
の
方
も
同
時
に
現

実
の
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
事
実
を
も

て
立
証
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る

実
際

願
い
の
方
は

私
た
ち
が
リ
ア
リ
テ

を
失
う
と

い
う
条
件
の
も
と
で
の
み
許
さ
れ

恐
れ
の
方
は

こ
の
世
の
も
の
と
も
思
え
ぬ
力
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
補
償
に
よ

て
頂
点
に
達
し
た
か
の

よ
う
で
あ
る

要
す
る
に

私
た
ち
は
常
に
地
球
の
外
部
に
あ
る
宇
宙
の
一
点
か
ら
自
然
を
操
作
し
て
い
る

私
た
ち
は

地
球
の
上
に

立
ち

地
球
の
自
然
の
内
部
に
い
な
が
ら

地
球
を
地
球
の
外
の
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
か
ら
自
由
に
扱
う
方
法
を
発
見
し
た
の
で
あ
る

そ
し
て

あ
え
て
自
然
の
生
命
過
程
を
危
険
に
陥
れ
て
ま
で

地
球
を
自
然
界
と
は
無
縁
な
宇
宙
の
力
に
曝
し
て
い
る
の
で
あ
る

 
 	 

自
然
秩
序
か
ら
の
逸
脱
離
脱
を
前
提
と
す
る
独
立
自
尊
は
こ
の
よ
う
に

ガ
リ
レ
オ
に
よ
る
画
期
を
経
て
近
代
社
会

を
構
築
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

 

	 

世
界
疎
外
が
近
代
社
会
の
進
路
と
発
展
を
決
定
し
た
の
に
た
い
し

地
球
疎
外
は
近
代
科
学
の
品
質
保
証
と
な

た

と
い
う
ア
レ
ン
ト
は

近
代
数
学
の
発
達
に
よ

て

数
学
は

そ
の
名
前
が
示
す
よ
う
に
地
球

ジ	 

オ

の
測
定

メ
ト
リ

に
依

存
し
て
い
る
幾
何
学

ジ
オ
メ
ト
リ

か
ら

人
間
を
地
球
拘
束
的
な
経
験
の
鎖
か
ら
解
放
し

人
間
の
認
識
力
を
有
限
の
鎖
か
ら
解

放

ア
レ
ン
ト1958

1994
:424

—426

し
た
の
で
あ
る

 
 	 

実
験
の
お
か
げ
で

人
間
は

地
球
拘
束
的
な
経
験
の
鎖
か
ら
解
放
さ
れ

新
た
な
自
由
を
実
現
し
た

つ
ま
り

人
間
は

与
え
ら
れ

た
ま
ま
の
自
然
現
象
を
観
察
す
る
代
わ
り
に

自
然
を
自
分
の
精
神
の
条
件
の
も
と
に
置
い
た

い
い
か
え
れ
ば

自
然
の
外
部
に
あ
る
宇
宙
的
・

天
文
物
理
的
観
点
か
ら
獲
得
さ
れ
た
条
件
の
も
と
に

自
然
を
置
い
た
の
で
あ
る

/

近
代
精
神
が
勃
興
し
て
く
る
と

数
学
は

内
容
を
拡

大
し

無
限
な
る
も
の
に
手
を
伸
ば
し

無
限
に
成
長
し
拡
大
す
る
無
限
の
宇
宙
の
無
限
性
に
適
応
で
き
る
よ
う
に
な

た
ば
か
り
で
な
く

現

象
に
か
か
わ
る
こ
と
を
一
切
や
め
た

数
学
は

も
は
や

真
の
姿
を
現
わ
し
て
い
る
存
在
に
か
ん
す
る

科
学

す
な
わ
ち
哲
学
の
は
じ
ま

り
で
は
な
く

人
間
精
神
の
構
造
に
か
ん
す
る
科
学
に
な

た

 
 	 

こ
の
よ
う
に
ア
レ
ン
ト
を
補
助
線
と
す
れ
ば

丸
山
が
看
取
し
た
福
沢
に
お
け
る

実
学

の
転
回
の
軌
跡
を
さ
ら

に
よ
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

福
沢
は
近
代
西
洋
と
の
遭
遇
に
よ

て

是
非
も
な
く
こ
の

人
間
精
神
の
数
学

化
の
問
題

に
直
面
し
た

そ
の
意
味
で
も

科
学
技
術
に
偏
向
す
る
い
わ
ゆ
る

実
学

は

福
沢
が
捉
え
て
い
た

は
ず
の

実
学

の
表
層
的
現
象
に
し
か
過
ぎ
な
か

た

福
沢
に
お
け
る

実
学

の
転
回
と
は

自
然
の
外
部
に

あ
る
宇
宙
的
・
天
文
物
理
的
観
点
か
ら
獲
得
さ
れ
た
条
件
の
も
と
に

自
然
を
置
い
た

と
い
う
こ
と
の
意
味
を

深

刻
に
そ
の
深
層
か
ら
理
解
し
て
し
ま

た
と
い
う
こ
と
で
も
あ

た

 

	 

こ
う
し
た
近
代
西
洋
の
内
奥
が
包
摂
し
て
い
る

人
間
精
神
の
数
学
化

思
考
は

実
は

イ
ン
ド
文
明
圏
は
言
う

に
及
ば
ず

中
華
文
明
圏
に
お
い
て
も

イ
ス
ラ

ム
圏
に
お
い
て
も

さ
ま
ざ
ま
な
時
代
に
観
察
さ
れ
う
る
現
象
で

は
あ
る
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現
象
学
か
ら
イ
ス
ラ

ム
哲
学
研
究
へ
む
か

た
ア
ン
リ
・
コ
ル
バ
ン
は

ア
ヴ

ロ
エ
ス
主
義

の
展
開
に
つ
い

て

外
部
世
界
を
無
限
に
征
服
す
る
力
を
も
ち
な
が
ら

そ
の
代
償
と
し
て
哲
学
す
べ
て
の
恐
る
べ
き
危
機

人
格
の

喪
失

虚
無
の
容
認
を
伴
う
よ
う
な
学
問

に
よ

て

西
洋
に
お
い
て
十
三
世
紀
以
降
に
生
じ
た
も
の
が

な
に
ゆ

え
東
方
で
は
生
じ
な
か

た
の
か

Corbin1986:348

を
問
題
に
し
た
が

そ
も
そ
も

人
間
精
神
の
数
学
化

の
画
期
を
つ
く
る
人
物
と
な

た
ガ
リ
レ
オ
も

広
義
に
は
明
確
に
イ
ス
ラ

ム
圏
に
お
け
る
そ
う
し
た
現
象
の
一
端

で
あ

た

 

	 

西
洋
に
お
い
て
十
三
世
紀
以
降
に
生
じ
た
も
の

は

ラ
テ
ン
・
ア
ヴ

ロ
エ
ス
主
義
者

た
ち
の
横
溢
に
他
な

ら
な
い
が

そ
れ
は
一
端

1277

年
に
パ
リ
司
教
エ
テ

エ
ン
ヌ
・
タ
ン
ピ
エ
が
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ

ロ
エ
ス
主
義
者
た

ち
を
主
た
る
標
的
と
し
た
断
罪
文
を
出
す
と
い
う
か
た
ち
で
神
学
部
か
ら
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ

ロ
エ
ス
主
義
者
を
追
放
し

た
こ
と
に
よ

て
頓
挫
し
た

そ
の
た
め

指
導
的
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ

ロ
エ
ス
主
義
者
シ
ジ

ル･

ド･

ブ
ラ
バ
ン1235

1281

年

と
そ
の
継
承
者
た
ち
は

イ
タ
リ
ア
北
部
に
逃
れ
る
こ
と
に
な

た
が

約
三
世
紀
間
か
け
て

後
に
ル

ネ
サ
ン
ス
期
科
学
の
指
導
者
と
な
る
よ
う
な
人
々
に
特
殊
な
訓
練
を
行

た

そ
こ
で
生
ま
れ
た

も
顕
著
な
成
果
が

ガ
レ
リ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
に
他
な
ら
な
か

た
の
で
あ
り

近
代
科
学
の
思
考
方
法
の
礎
に
は

彼
ら
に
よ
る
神
の
可
能

性
の
秘
教
的
探
求
へ
の
自
由
を
求
め
る
態
度
が
基
に
な

て
い
た
こ
と
も
看
過
す
べ
き
で
は
な
い

cf.

鈴
木2012

 

	 

イ
ス
ラ

ム
圏
に
お
い
て
も

ア
ヴ

ロ
エ
ス
自
身
の
悲
劇
が
物
語
る
よ
う
に

ア
ヴ

ロ
エ
ス
主
義
は
急
進
的
な

イ
ス
ラ

ム
主
義
政
治
勢
力
の
弾
圧
の
対
象
と
な

て
い
た

西
洋
で
は
シ
ジ

ル･

ド･

ブ
ラ
バ
ン
と
そ
の
継
承
者
に

よ

て

近
代
西
洋
の
基
礎
を
構
築
す
る
グ
ル

プ
は
秘
教
的
に
で
あ

て
も
存
続
し
た
が

イ
ス
ラ

ム
圏
で
は
数

世
紀
に
及
ん
で
ア
ヴ

ロ
エ
ス
主
義
の
潮
流
は
潰
え

19

世
紀
の

西
洋
の
衝
撃

に
よ

て
再
興
さ
れ
る
と
い
う
過

程
が
あ

た

そ
う
し
た
文
脈
か
ら
現
代
に
お
い
て
も
な
お

イ
ス
ラ

ム
主
義
者
の
一
部
は

科
学
的
合
理
主
義
の

淵
源
と
し
て
の
ア
ヴ

ロ
エ
ス
主
義
を
断
罪
す
る
こ
と
に
な

て
い
る

 

	 

た
と
え
ば

現
代
エ
ジ
プ
ト
を
代
表
す
る
ユ

セ
フ
・
シ

ヒ

ン
監
督
は

そ
う
し
た
イ
ス
ラ

ム
主
義
者
た
ち

を
批
判
し
つ
つ

迫
害
さ
れ
る
ア
ヴ

ロ
エ
ス
を
取
り
上
げ
た
映
画

運
命

ア
ル
・
マ
ス

ル

邦
題	 

炎
の
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ア
ン
ダ
ル
シ
ア

1997

を
撮
影
公
開
し
た

こ
の
作
品
を
観
れ
ば

シ

ヒ

ン
な
ど
の
現
代
イ
ス
ラ

ム
圏
知
識

人
た
ち
の

イ
ス
ラ

ム

キ
リ
ス
ト
教
そ
れ
ぞ
れ
の
原
理
主
義
へ
の
ス
タ
ン
ス
が
よ
く
分
か
る

 

	 
 

	 
	 
	 
	 
	 

三 

 	 

と
こ
ろ
で

イ
ン
ド
文
明
圏

中
国
文
明
圏

イ
ス
ラ

ム
文
明
圏
な
ど
と

近
代
西
洋
文
明
と
は

い

た
い
何

が
決
定
的
に
異
な
る
の
か

人
間
精
神
の
数
学
化

思
考
と
し
て
の

科
學
の
何
も
の
た
る
を

知

て
い
る
こ
と

脱

亞
論

に
他
な
ら
な
い

こ
れ
が
福
沢
の
答
え
で
あ

た

存
外
看
過
さ
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
が

福
沢
に
お
い
て

実
学

が

科
学

と
い
う
翻
訳
語
に
切
り
替
え
ら
れ
て
い
く
端
緒
は

実
は
ま
さ
に
こ
の

脱
亞
論

1885

年

明

治18

年

3

月16

日
新
聞

時
事
新
報

紙
上
掲
載
の
無
署
名
社
説

に
あ
る

 

	 

現
在
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
臆
見
に
曝
さ
れ

我
は
心
に
於
て
亞
細
亞
東
方
の
惡
友
を
謝
絶
す
る
も
の
な
り

と
い
う
一

文
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
福
沢
の

脱
亞
論

と
い
う
短
い
文
章
は

そ
の
論
理
構
成
か
ら
し
て
も

近
代
精
神
の
構
造

に
対
す
る
透
徹
し
た
洞
察

を
よ
く
示
し
て
い
る

 

	 

世
界
交
通
の
道

便
に
し
て

西
洋
文
明
の
風

東
に
漸
し

至
る
處

草
も
気
も
此
風
に
靡
か
ざ
る
は
な
し

と
の
一
文
に
始
ま
る
こ
れ
は

19

世
紀
末
世
界
情
勢
の
趨
勢
を
と
ら
え
る
リ
ア
リ
ズ
ム
に
依
拠
し

そ
の
根
底
に
は
近

代
西
洋
へ
の
内
在
的
理
解
が
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る

つ
ま
り

近
代
精
神

に
と

て
よ
り
肝
心
で
あ
る
の
は

科
学
技
術
云
々
な
ど
は
と
も
か
く

ま
ず
は

獨
立

を
担
い
う
る

政
治
体
制

が
第
一
義
の
問
題
な
の
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る

 

 	 

世
界
交
通
の
道

便
に
し
て

西
洋
文
明
の
風

東
に
漸
し

至
る
處

草
も
気
も
此
風
に
靡
か
ざ
る
は
な
し

蓋
し
西
洋
の
人
物

古
今
に

大
に
異
な
る
に
非
ず
と
雖
ど
も

其
擧
動
の
古
に
遅
鈍
に
し
て
今
に
活
發
な
る
は

唯
交
通
の
利
器
を
利
用
し
て
勢
に
乗
ず
る
が
故
の
み

故
に

方
今
当
用
に
國
す
る
も
の
ゝ
為
に
謀
る
に

此
文
明
の
東
漸
の
勢
に
激
し
て
之
を
防
ぎ
了
る
可
き
の
覺
悟
あ
れ
ば
則
ち
可
な
り
と
雖
ど
も

苟
も

世
界
中
の
現
状
を
視
察
し
て
事
實
に
不
可
な
ら
ん
を
知
ら
ん
者
は

世
と
推
し
移
り
て
共
に
文
明
の
海
に
浮
沈
し

共
に
文
明
の
波
を
掲
げ
て
共

に
文
明
の
苦
樂
を
與
に
す
る
の
外
あ
る
可
ら
ざ
る
な
り

文
明
は
猶
麻
疹
の
流
行
の
如
し

目
下
東
京
の
麻
疹
は
西
國
長
崎
の
地
方
よ
り
東
漸
し

て

春
暖
と
共
に
次
第
に
蔓
延
す
る
者
の
如
し

此
時
に
當
り
此
流
行
病
の
害
を
惡
て
此
れ
を
防
が
ん
と
す
る
も

果
し
て
其
手
段
あ
る
可
き
や

我
輩
斷
じ
て
其
術
な
き
を
證
す

有
害
一
遍
の
流
行
病
に
て
も
尚
且
其
勢
に
は
激
す
可
ら
ず

況
や
利
害
相
伴
ふ
て
常
に
利
益
多
き
文
明
に
於
て
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を
や

當
に
之
を
防
が
ざ
る
の
み
な
ら
ず

力
め
て
其
蔓
延
を
助
け

國
民
を
し
て
早
く
其
氣
風
に
浴
せ
し
む
る
は
智
者
の
事
な
る
可
し

西
洋

近
時
の
文
明
が
我
日
本
に
入
り
た
る
は
嘉
永
の
開
國
を
發
端
と
し
て

國
民
漸
く
其
採
る
可
き
を
知
り

漸
次
に
活
發
の
氣
風
を
催
ふ
し
た
れ
ど

も

進
歩
の
道
に
横
は
る
に
古
風
老
大
の
政
府
な
る
も
の
あ
り
て

之
を
如
何
と
も
す
可
ら
ず

政
府
を
保
存
せ
ん
歟

文
明
は
決
し
て
入
る
可

ら
ず

如
何
と
な
れ
ば
近
時
の
文
明
は
日
本
の
舊
套
と
兩
立
す
可
ら
ず
し
て

舊
套
を
脱
す
れ
ば
同
時
に
政
府
も
亦
廢
滅
す
可
け
れ
ば
な
り

然

ば
則
ち
文
明
を
防
て
其
侵
入
を
止
め
ん
歟

日
本
國
は
獨
立
す
可
ら
ず

如
何
と
な
れ
ば
世
界
文
明
の
喧
嘩
繁
劇
は
東
洋
孤
島
の
獨
睡
を
許
さ
ゞ

れ
ば
な
り

是
に
於
て
か
我
日
本
の
士
人
は
國
を
重
し
と
し
政
府
を
輕
し
と
す
る
の
大
義
に
基
き

又
幸
に
帝
室
の
神
聖
尊
嚴
に
依
頼
し
て

斷

じ
て
舊
政
府
を
倒
し
て
新
政
府
を
立
て

國
中
朝
野
の
別
な
く
一
切
萬
事
西
洋
近
時
の
文
明
を
採
り

獨
り
日
本
の
舊
套
を
脱
し
た
る
の
み
な
ら

ず

亞
細
亞
全
洲
の
中
に
在
て
新
に
一
機
軸
を
出
し

主
義
と
す
る
所
は
唯
脱
亞
の
二
字
に
あ
る
の
み
な
り

 
 	 

さ
ら
に

こ
こ
で
福
沢
が

西
洋
文
明
の
風

へ
の
対
処
に
つ
い
て

國
民
を
し
て
早
く
其
氣
風
に
浴
せ
し
む
る
は

智
者
の
事
な
る
可
し

と
し
て
い
る
の
は

速
度

と
い
う
近
代
西
洋
の
特
徴
を
福
沢
が
よ
く
捉
え
て
い
る
か
ら
で
も

あ
る

 

	 

亞
細
亞
全
洲
の
中
に
在
て
新
に
一
機
軸
を
出
し

主
義
と
す
る
所
は
唯
脱
亞
の
二
字
に
あ
る
の
み
な
り

と
記
し

て
い
る
と
こ
ろ
は

亞
細
亞

の
ロ
ケ

シ

ン
の
問
題
と

そ
れ
が

其
國
民
の
精
神

が

亞
細
亞
の
固
陋

に

あ
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が

以
下
に
見
る
よ
う
に

そ
の
中
核
に
あ
る
メ
ル
ク
マ

ル
が

科
學

に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る

 
 	 

我
日
本
の
國
土
は
亞
細
亞
の
東
邊
に
在
り
と
雖
ど
も

其
國
民
の
精
神
は
既
に
亞
細
亞
の
固
陋
を
脱
し
て
西
洋
の
文
明
に
移
り
た
り

然
る
に

爰
に
不
幸
な
る
は
近
隣
に
國
あ
り

一
を
支
那
と
云
い

一
を
朝
鮮
と
云
ふ

此
二
國
の
人
民
も
古
來
亞
細
亞
流
の
政
教
風
俗
に
養
は
る
ゝ
こ
と

我
日
本
國
に
異
な
ら
ず
と
雖
ど
も

其
人
種
の
由
來
を
殊
に
す
る
か

但
し
は
同
様
の
政
教
風
俗
中
に
居
な
が
ら
も
遺
傳
教
育
の
旨
に
同
じ
か
ら

ざ
る
所
の
も
の
あ
る
歟

日
支
韓
三
國
三
國
相
對
し

支
と
韓
と
相
似
る
の
状
は
支
韓
の
日
に
於
け
る
よ
り
も
近
く
し
て

此
二
國
の
者
共
は
一

身
に
就
き
又
一
國
に
關
し
て
し
て
改
進
の
道
を
知
ら
ず

交
通
至
便
の
世
の
中
に
文
明
の
事
物
を
聞
見
せ
ざ
る
に
非
ざ
れ
ど
も
耳
目
の
聞
見
は
以

て
心
を
動
か
す
に
足
ら
ず
し
て

其
古
風
舊
慣
に
變
々
す
る
の
情
は
百
千
年
の
古
に
異
な
ら
ず

此
文
明
日
新
の
活
劇
場
に
教
育
の
事
を
論
ず
れ

ば
儒
教
主
義
と
云
ひ

學
校
の
教
旨
は
仁
義
禮
智
と
稱
し

一
よ
り
十
に
至
る
ま
で
外
見
の
虚
飾
の
み
を
事
と
し
て

其
實
際
に
於
て
は
眞
理
原

則
の
知
見
な
き
の
み
か

道
徳
さ
え
地
を
拂
ふ
て
殘
刻
不
廉
恥
を
極
め

尚
傲
然
と
し
て
自
省
の
念
な
き
者
の
如
し

我
輩
を
以
て
此
二
國
を
視

れ
ば
今
の
文
明
東
漸
の
風
潮
に
際
し

迚
も
其
獨
立
を
維
持
す
る
の
道
あ
る
可
ら
ず

幸
に
し
て
其
の
國
中
に
志
士
の
出
現
し
て

先
づ
國
事
開

進
の
手
始
め
と
し
て

大
に
其
政
府
を
改
革
す
る
こ
と
我
維
新
の
如
き
大
擧
を
企
て

先
づ
政
治
を
改
め
て
共
に
人
心
を
一
新
す
る
が
如
き
活
動

あ
ら
ば
格
別
な
れ
ど
も

若
し
も
然
ら
ざ
る
に
於
て
は

今
よ
り
數
年
を
出
で
ず
し
て
亡
國
と
爲
り

其
國
土
は
世
界
文
明
諸
國
の
分
割
に
歸
す

可
き
こ
と
一
點
の
疑
あ
る
こ
と
な
し

如
何
と
な
れ
ば
麻
疹
に
等
し
き
文
明
開
化
の
流
行
に
遭
ひ
な
が
ら

支
韓
兩
國
は
其
傳
染
の
天
然
に
背
き

無
理
に
之
を
避
け
ん
と
し
て
一
室
内
に
閉
居
し

空
氣
の
流
通
を
絶
て
窒
塞
す
る
も
の
な
れ
ば
な
り

輔
車
唇
歯
と
は
隣
國
相
助
く
る
の
喩
な
れ

ど
も

今
の
支
那
朝
鮮
は
我
日
本
の
た
め
に
一
毫
の
援
助
と
爲
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず

西
洋
文
明
人
の
眼
を
以
て
す
れ
ば

三
國
の
地
利
相
接
す

る
が
爲
に

時
に
或
は
之
を
同
一
視
し

支
韓
を
評
す
る
の
價
を
以
て
我
日
本
に
命
ず
る
の
意
味
な
き
に
非
ず

例
へ
ば
支
那
朝
鮮
の
政
府
が
古

風
の
専
制
に
し
て
法
律
の
恃
む
可
き
も
の
あ
ら
ざ
れ
ば

西
洋
の
人
は
日
本
も
亦
無
法
律
の
國
か
と
疑
ひ

支
那
朝
鮮
の
士
人
が
惑
溺
深
く
し
て

科
學
の
何
も
の
た
る
を
知
ら
ざ
れ
ば

西
洋
の
學
者
は
日
本
も
亦
陰
陽
五
行
の
國
か
と
思
ひ

支
那
人
が
卑
屈
に
し
て
恥
を
知
ら
ざ
れ
ば

日
本

人
の
義
侠
も
之
が
た
め
に
掩
は
れ

朝
鮮
國
に
人
を
刑
す
る
の
惨
酷
な
る
あ
れ
ば

日
本
人
も
亦
共
に
無
情
な
る
か
と
推
量
せ
ら
る
ゝ
が
如
き

是
等
の
事
例
を
計
れ
ば

枚
擧
に
遑
あ
ら
ず

之
を
喩
へ
ば
比
隣
軒
を
竝
べ
た
る
一
村
一
町
内
の
者
共
が

愚
に
し
て
無
法
に
し
て
然
も
殘
忍
無

情
な
る
と
き
は

稀
に
其
町
村
内
の
一
家
人
が
正
當
の
人
事
に
注
意
す
る
も

他
の
醜
に
掩
は
れ
て
湮
没
す
る
も
の
に
異
な
ら
ず

其
影
響
の
事

實
に
現
は
れ
て

間
接
に
我
外
交
上
の
故
障
を
成
す
こ
と
は
實
に
少
々
な
ら
ず

我
日
本
國
の
一
大
不
幸
と
云
ふ
可
し

左
れ
ば

今
日
の
謀
を

爲
す
に

我
國
は
隣
國
の
開
明
を
待
て
共
に
亞
細
亞
を
興
す
の
猶
豫
あ
る
可
ら
ず

寧
ろ
そ
の
伍
を
脱
し
て
西
洋
の
文
明
國
と
進
退
を
共
に
し

其
支
那
朝
鮮
に
接
す
る
の
法
も
隣
國
な
る
が
故
に
と
て
特
別
の
會
釋
に
及
ば
ず

正
に
西
洋
人
が
之
に
接
す
る
の
風
に
從
て
處
分
す
可
き
の
み

惡
友
を
親
し
む
者
は
共
に
惡
友
を
免
か
る
可
ら
ず

我
は
心
に
於
て
亞
細
亞
東
方
の
惡
友
を
謝
絶
す
る
も
の
な
り

時
事
新
報

1885

明
治

18

年
３
月16

日
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こ
こ
で
も

左
れ
ば

今
日
の
謀
を
爲
す
に

我
國
は
隣
國
の
開
明
を
待
て
共
に
亞
細
亞
を
興
す
の
猶
豫
あ
る
可
ら

ず

寧
ろ
そ
の
伍
を
脱
し
て
西
洋
の
文
明
國
と
進
退
を
共
に
し

と
あ
る
よ
う
に

速
度

が
問
題
と
な

て
い
る

さ
ら
に

こ
の

脱
亞
論

は

当
時
の

興
亞
論

を
意
識
し
た
上
で
書
か
れ
て
い
る

 

	 

つ
ま
り

こ
こ
で
の

脱
亞

と
は

中
国
や
朝
鮮
が

科
學

が
何
で
あ
る
の
か
を
知
り

法
律

を
有
し
て

統
治
さ
れ
た

國

と
な

て
い
く
こ
と
な
の
で
あ
る

換
言
す
れ
ば

陰
陽
五
行

や

無
情

で

惨
酷

な
刑

を
執
行
し
て
い
る

國

で
な
く
な
る
こ
と
を
待
た
ず
に

急
ぎ

西
洋
の
文
明
國
と
進
退
を
共
に

す
る
こ
と
が
主

張
さ
れ
て
い
る

な
ぜ
な
ら

そ
う
し
な
け
れ
ば
自
壊
し
て
い
く
こ
と
に
な
り

生
延
び
る
た
め
に
は

此
文
明
の
東

漸
の
勢
に
激
し
て

世
と
推
し
移
り
て
共
に
文
明
の
海
に
浮
沈
し

共
に
文
明
の
波
を
掲
げ
て
共
に
文
明
の
苦
樂
を
與

に
す
る
の
外
あ
る
可
ら
ざ
る
な
り

か
ら
で
あ
る

 

	 

そ
れ
は
当
然

道
徳
さ
え
地
を
拂
ふ
て
殘
刻
不
廉
恥
を
極
め

尚
傲
然
と
し
て
自
省
の
念
な
き
者
の
如
し

状
況
か

ら
脱
す
る
た
め
で
も
あ
る

も
ち
ろ
ん

こ
こ
で
の

科
學

は
政
治
社
会
の
精
神
生
活
と
切
り
離
さ
れ
て
存
在
す
る

わ
け
で
は
な
い

 

	 

福
沢
の

脱
亞
論

か
ら

近
代
日
本
語
に
お
け
るscience

の
翻
訳
語
と
し
て
の

科
学

が

一
般
民
衆
の
間

に
定
着
し
た
の
は

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ

期
で
あ
る

飯
田1989

そ
の
間
に

一
般
民
衆
は

西
周
や
福
沢
な
ど

に
よ

て
考
案
さ
れ
た
こ
の

科
学

と
い
う
翻
訳
語
を

学
問
分
類
の

学

と
い
う
意
味
と
と
も
に

技
術
へ
の

依
存
が
深
ま
り
専
門
分
化
の
特
徴
も
顕
著
な

実
証
性
と
実
用
性
を
伴
う
自
然
科
学

の
意
味
に
お
い
て
認
識
し
た

科
学

が
あ
る
種
の
精
神
性

抽
象
性
を
吸
収
し
て
い
く
の
に
伴

て

実
学

が

そ
の
本
来
の
意
味
か
ら
技
術

的
実
用
主
義
的
学
問
と
い

た
偏
頗
な
理
解
へ
と
ま
す
ま
す
堕
し
て
い

た
可
能
性
は
高
い

 

	 

実
は

こ
の

科
学

概
念
の

翻
訳

と
い
う
現
象
そ
の
も
の
が

近
代
西
洋
に
と

て
の
一
つ
の
画
期
を
作
り

だ
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

な
ぜ
な
ら

こ
の

科
学

に
代
表
さ
れ
る
近
代
西
洋
の

精
神

は

そ
も
そ
も
非
西

洋
へ
は
通
約
不
可
能
な
も
の
だ
と
い
う
認
識
が
近
代
西
洋
自
身
に
あ

た
か
ら
で
あ
る

脱
亞

か

興
亞

か

と
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い
う
問
題
は

も
と
も
と
近
代
西
洋
と
は
無
関
係
な

非
西
洋
の
問
題
な
の
で
あ
る

近
代
西
洋
に
と

て

ア
ジ
ア

に
近
代
が
移
植
さ
れ
る
こ
と
自
体
想
定
外
の
出
来
事
な
の
で
あ

た

 

	 

一
九
世
紀
末
の
西
洋
列
強
諸
国
は

ヨ

ロ

パ
に
お
け
る
勢
力
均
衡
に
腐
心
し
て
い
た
も
の
の

非
西
洋
諸
地
域

の

文
明
化

に
大
し
た
展
望
は
も

て
い
な
か

た

近
代
西
洋
に
は
非
西
洋
で
は

人
間
精
神
の
数
学
化

は
困

難
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ

た
か
ら
で
あ
る

実
際

近
代
西
洋
文
明
こ
そ
が
人
類
史
の

高
段
階
を
表
現
し
て
い

る
と
い
う
自
己
認
識
に
よ

て

近
代
西
洋
の
精
神
は
構
成
さ
れ
て
い
た

 

	 

こ
れ
を

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム

と
呼
ん
で
も
よ
い
が

そ
も
そ
も
そ
れ
は

人
間
精
神
の
数
学
化

の
前
提
が

自
然
秩
序
か
ら
の
逸
脱
離
脱
を
前
提
と
す
る
独
立
自
尊

を
担
保
す
る
政
治
社
会
の

デ
モ
ク
ラ
シ

化

に
あ
る

と
い
う
こ
と
に
由
来
す
る

 

	 

科
学
概
念
を
翻
訳
移
植
し
た
政
治
社
会

に
お
い
て

科
学
が
デ
モ
ク
ラ
シ

と
相
即
す
る

と
は
限
ら
な
い
の

だ
が

近
代
西
洋
に
お
い
て
科
学
概
念
そ
の
も
の
に
は

デ
モ
ク
ラ
シ

と
の
親
和
性
が
明
ら
か
に
存
在
す
る
と
同

時
に

科
学
に
は
普
遍
性
や
再
現
可
能
性
と
い

た

地
域
を
超
え
て

通
約
可
能
な
要
素

が
多
分
に
含
ま
れ
て
い

る

近
代
化
の
背
骨
と
し
て
の

科
学

の
意
味
は
ま
さ
に
そ
こ
に
あ

た

 

	 

も

と
も

近
代
西
洋
で
は

近
代
化
が
西
洋
化
で
あ
る
か
ら
に
は

近
代
西
洋
を
構
築
す
る
の
に
少
な
く
と
も
三

百
年
は
要
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら

非
西
洋
に
お
い
て
そ
れ
は
か
な
り
の
時
間
を
要
す
る
事
業
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て

い
た

そ
し
て

非
西
洋
地
域
が

科
学
的
革
新
の
精
神
の
発
展
を
可
能
に
し
た
近
代
西
洋
の
文
化
的
脈
絡
を
身
に
つ

け
な
け
れ
ば

そ
こ
に
科
学
は
根
づ
か
な
い
と
も
考
え
て
い
た
に
違
い
な
い

な
ぜ
な
ら

精
神

を
欠
い
て
は

自

然
秩
序
か
ら
の
逸
脱
離
脱
を
前
提
と
す
る
独
立
自
尊

を
担
保
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る

福
沢
が
早
く
か
ら
着
目
し
て

い
た
の
は

ま
さ
に
そ
こ
で
あ
り

丸
山
は
そ
こ
に
こ
そ

実
学

の
転
回
を
見
出
し
た
の
で
あ
る

そ
し
て

い
か

な
る
テ

ゼ
に
も
絶
対
的
無
条
件
的
妥
当
性
を
拒
み

読
者
に
対
し
て
も

自
己
の
パ

ス
ペ
ク
テ

ヴ
の
背
後
に

な
お
他
の
パ

ス
ペ
ク
テ

ヴ
を
可
能
な
ら
し
め
る
様
な
無
限
の
奥
行
を
持

た
客
観
的
存
在
の
世
界
が
横
た
わ

て

い
る
こ
と
を
常
に
暗
示
し
よ
う
と
し
た

丸
山B:174-175

福
沢
の
哲
学
に
お
け
る

相
対
性

の
意
味
を
解
読
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し
た

 

	 

西
洋
文
明
を
受
容
す
る
媒
介
と
な

て
き
た
日
本
の
知
識
人
た
ち
の
う
ち

福
沢
の
よ
う
に
近
代
西
洋
の
精
神
を
内

在
的
に
見
出
し
て
い

た
人
々
は

さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で

人
間
精
神
の
数
学
化

を
共
有
し

そ
こ
に

普
遍
性

へ
の
契
機
を
見
出
し
て
い

た

 

	 

た
と
え
ば

ク
リ
ス
テ

ア
ニ
テ

に
お
け
る
日
本
化
と
い
う
問
題
に
直
面
し
た
内
村
鑑
三
の
門
下
と
し
て

近
代

西
洋
の
よ
り
内
在
的
な
政
治
哲
学
を
探

た
南
原
繁
が

キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
性
の<

東
洋
的
還
元
と
そ
の
日
本
化>

(

南
原1942)

を
唱
え
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い

科
学

が
通
約
可
能
で
あ
る
な
ら
ば

キ
リ
ス
ト
教
的
世
界

性
も
同
じ
く
日
本
に
引
き
取
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る

さ
ら
に
い
え
ば

日
本
に
お
け
る

科
学

の
翻
訳
可
能

性
は

和
魂
洋
才

と
い

た
具
合
に

近
代
西
洋
の
選
択
的
流
用
が

科
学
に
お
い
て
も
成
り
立

て
し
ま
う
こ
と

を
示
し
た

キ
リ
ス
ト
教
の
普
遍
性
を
相
対
化
し
た
と
い
う
意
味
で
は

ニ

チ

が
看
取
し
た
の
と
同
様
に

神
は

死
ん
だ

に
等
し
い

 

	 

こ
う
し
た

科
学

の
移
植
を
め
ぐ
る
問
題
が

近
代
西
洋
に
お
い
て
は
物
理
的
破
壊
力
に
よ

て
実
証
さ
れ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
注
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

た
と
え
ば

核
兵
器
が
開
発
さ
れ
た
の
は

一
九

世
紀
の
サ
イ
エ
ン
テ

ス
ト
た
ち
二

の
想
像
力
の
結
果
で
あ
る

な
ぜ
な
ら
そ
れ
は

自
然
秩
序
か
ら
の
逸
脱
離
脱
を

前
提
と
す
る
独
立
自
尊

人
間
精
神
の
数
学
化

は

地
上
の
拘
束
か
ら
も
離
脱
し
自
由
に
な

た

仮
説

に
よ

て

自
然
エ
ネ
ル
ギ

の
解
放
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
想
像
力
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る

そ
し
て

科
学

の
そ
う

し
た
機
能
を
熟
知
し
て
い
る
近
代
西
洋
が

日
本
に
お
け
る

科
学

移
植
に
具
体
的
関
心
を
寄
せ
る
理
由
は

一
九

〇
五
年
の
日
露
戦
争
の
結
果
が
も
た
ら
さ
し
た
物
理
的
破
壊
力
と
機
動
力
が
出
現
し
た
か
ら
で
あ

た
三

 

	 

近
代
日
本
に
お
け
る

実
学

の
転
回
に
は

こ
う
し
た
文
脈
に
お
け
る
科
学
技
術
カ
テ
ゴ
リ

の
錯
綜
が
絡
み
合

て
い
る

福
沢
が

実
学

を

新
た
に
一
種
の
精
神
を
も
表
象
す
る
も
の
と
し
て
の

科
学

に
置
き
換
え
て
い

く
過
程
と

後
発
の
日
本
が
近
代
西
洋
の

科
学

を
翻
訳
移
植
し
て
い
く
過
程
と
が
相
即
す
る
こ
と
に
よ

て

一

種
の
混
濁
も
生
じ
て
い
た

鈴
木2012
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近
代
西
洋
に
お
け
る

自
然
秩
序
か
ら
の
逸
脱
離
脱
を
前
提
と
す
る
独
立
自
尊

人
間
精
神
の
数
学
化

は

想
像

力
に
可
能
で
あ

た
さ
ま
ざ
ま
な
実
験
を
技
術
的
な
レ
ベ
ル
で
短
絡
し
な
い
よ
う
一
種
の
制
約
を
内
包
し
て
い
た

 

	 

し
か
し
な
が
ら

日
本
の
実
例
の
よ
う
に
非
西
洋
世
界
に
お
け
る
科
学
の
移
植
が
現
実
化
し
て
く
る
と

そ
う
し
た

制
約
が
西
洋
に
お
い
て
も
融
解
し
て
い
く
よ
う
に
な
る

一
八
七
七
年

実
地
教
育
を
重
視
し

実
務
応
用
に
秀
で
た

各
分
野
業
界
の
先
覚
者
を
輩
出
し
た

工
部
大
学
校

1873

年
設
立
の
工
部
省
の
大
学
を
改
称

後
の1886

年
に
は

帝
国
大

学

令
に
よ
り
学
術
理
論
に
重
き
を
置
く
東
京
大
学
工
芸
学
部
と
合
併
し

帝
国
大
学
工
科
大
学
と
な
る

が
設
置
さ
れ
た

い
わ
ば

日
本
は
国
家
規
模
の
科
学
教
育
研
究
政
策
を
擁
し
た
世
界

初
の
国
で
あ

た
四

 

	 

こ
の
よ
う
に

そ
れ
ま
で
西
洋
の
大
学
で
は
哲
学
の
一
部
と
し
て
の
理
学
の
内
に
あ

て

大
学
構
内
で
は
予
め
排

除
さ
れ
て
い
た
工
学
的
実
験
や
技
術
開
発
が

日
本
で
は
開
国
早
々
に
大
規
模
プ
ロ
ジ

ク
ト
と
し
て
始
め
ら
れ
て
し

ま

て
い
た

そ
う
し
た
促
進
に
油
を
注
い
だ
も
の
が

福
沢
の

実
学

や

脱
亞

実
は
そ
れ
は

脱
欧

で
も
あ

て

西
洋
の
科
学
技
術
に
お
け
る
倫
理
的
制
約
を
解
除
さ
せ
る
一
翼
を
担

て
し
ま
う
こ
と
に
も
な

た

で
あ
る
こ
と
は

否
め
な
い

の
で
は
な
い
か

い
ず
れ
に
せ
よ

非
西
洋
に
よ
る
科
学
の
移
植
と
い
う
西
洋
の
危
機
感
を
国
際
政
治
上
の
軍
事
的
対

抗
関
係
か
ら
煽
る
こ
と
に
よ

て

科
学
に
お
け
る
哲
学
的
要
素
は
希
釈
さ
れ

想
像
力
の
解
放

が

科
学
技
術
の

解
放

な
い
し
は
統
御
不
能

へ
直
接
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か

 

	 

ア
レ
ン
ト
が
言
う
よ
う
に

現
象
に
か
か
わ
る
こ
と
を
一
切
や
め
た
数
学

は

人
間
精
神
の
構
造
に
か
ん
す
る

科
学
に
な

た

の
で
あ
る
が

そ
の
後

現
象
と
の
か
か
わ
り
で
は

科
学
技
術

に
代
替
さ
れ
て
い
く

と
は
い

え

近
代
西
洋
に
お
い
て
す
ら

そ
の
科
学
技
術
が
人
間
の
統
御
不
能
な
無
限
の
拡
張
を

精
神
や
倫
理
と
は
無
関
係

に
遂
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は

実
は
非
西
洋
に
お
け
る
科
学
の
移
植
可
能
性
を
日
本
の
存
在
に
よ

て
自
覚
し
て

以
降
の
こ
と
な
の
で
は
な
い
の
か

 

	 

こ
の
仮
説
を
検
証
し
さ
ら
に
精
緻
に
理
論
化
す
る
作
業
を

こ
の
研
究
ノ

ト
の
続
編
で
継
続
し
て
い
く
こ
と
に
し

た
い
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こ
こ
で

か
の
二
・
一
ス
ト
を
転
機
と
し
て

と
い
う
記
述
は

唐
突
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

こ
の

日
本
に
お
け
る
自
由
意

識
の
形
成
と
特
質

の
直
前
に
は

科
学
と
し
て
の
政
治
学

が
所
収
さ
れ
て
い
る
が

丸
山
の
意
図
は
そ
の

後
の
注
記
と
の
相
関
に
観
て
取

れ
る

科
学
と
し
て
の
政
治
学

の
結
論
近
く
に
お
い
て

価
値
決
定
を
嫌
い

客
観
的

立
場
を
標
榜
す
る
傲
慢
な
実
証
主
義
者
は

価
値
に
対
す
る
無
欲
を
て
ら
い
な
が
ら
実
は
彼
の

実
証
的

認
識
の
な
か
に

小
出
し
に
価
値
判
断
を
潜
入
さ
せ
る
結
果
に
陥
り
易
い

之
に

対
し
て

一
定
の
世
界
観
的
理
念
よ
り
し
て

現
実
の
政
治
的
諸
動
向
に
対
し
て
熾
烈
な
関
心
と
意
欲
を
持
つ
者
は
政
治
的
思
惟
の
存
在
拘
束
性

の
事
実
を
自
己
自
身
の
反
省
を
通
じ
て
比
較
的
容
易
に
認
め
う
る
か
ら
し
て

政
治
的
現
実
の
認
識
に
際
し
て

希
望
や
意
欲
に
よ
る
認
識
の
く

も
り
を
不
断
に
警
戒
し

そ
の
た
め
に
却

て
事
象

ザ

ヘ

の
内
奥
に
迫
る
結
果
と
な
る

悪
人
の
方
が
善
人
よ
り
も
む
し
ろ
弥
陀
の
救
い
の
近
く
に
立

て
い
る
と
い
う
親
鸞
の
パ
ラ
ド

ク
ス
に
似
た
関
係
が
こ
こ
に
も
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る

丸
山1995:150-151

と
記
し

そ
こ
へ

む

ろ
ん
こ
れ
は
学
問
的
意
欲
を
持

て
い
る
者
の
間
だ
け
の
事
で

ひ
た
す
ら
馬
車
馬
の
ご
と
く
押
し
す
す
む
だ
け
の

政
治
的
肉
食
獣

シ

ペ
ン
グ
ラ

は
こ
こ
で
は
問
題
に
な
ら
な
い

と
し
て
い
る

福
沢
に
於
け
る

実
学

の
転
回
に
丸
山
の
見
い
だ
す

革
命
性

が

存
在

拘
束
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

つ
ま
り

主
体
の
認
識
作
用
の
前
に
対
象
が
予
め
凝
固
し
た
形
象
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く

認

識
作
用
自
体
を
通
じ
て
客
観
的
現
実
が
一
定
の
方
向
づ
け
を
与
え
ら
れ
る

の
で
あ
り

主
体
と
対
象
と
の
間
に
は
不
断
の
交
流
作
用
が
あ
り

研
究
者
は
政
治
的
現
実
に

実
存
的
に

全
思
考
と
感
情
を
も

て
所
属
し
て
い
る

未
来
を
形
成
せ
ん
と
し
て
行
動
し
闘
争
す
る
人
間

乃
至
人
間
集
団
を
直
接
の
対
象
と
す
る
政
治
的
思
惟
に
お
い
て

認
識
主
体
と
認
識
客
体
と
の
相
互
移
入
が

高
度
に
白
熱
化
す
る
事
実
か
ら
何

人
も
目
を
蔽
う
こ
と
は
出
来
な
い

丸
山1995:148

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る

後
に
述
べ
る
よ
う
に

福
沢
に
お
い
て

実
学

が

科
学

に
置
換
さ
れ
て
い
く
過
程
に
お
い
て

看
過
し
え
な
い
の
は

こ
う
し
た
学
問
に
お
け
る
存
在
拘
束
性
が
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
の
か
と
い

う
問
題
に
他
な
ら
な
い

 

二 	 

職
業
名
と
し
てscientist

と
い
う
新
語
を
作

た
の
は

W
illiam

 W
hew

ell

で
あ
る

一
九
世
紀
に
ケ
ン
ブ
リ

ジ
大
学
ト
リ
ニ
テ

カ
レ

ジ
で
教
え
て
い
た
彼
は

堅
信
礼
を
受
け
た
英
国
国
教
会
の
聖
職
者
で
あ

たhttp://plato.stanford.edu/entries/w
hew

ell/ 

参
照 

三 	 

一
九
〇
五
年
の
戦
争
で
日
本
が
ロ
シ
ア
を
破
り
そ
う
に
な
り

日
本
人
が
新
し
く
学
ん
だ
技
術
的
能
力
を
ヨ

ロ

パ
に
刃
向
う
か
た
ち
で
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使
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
ヨ

ロ

パ
人
の
危
惧
が
現
実
化
し
て
く
る
時
期
に

ネ
イ
チ

は

ヨ

ロ

パ
諸
国
に
向
け
て

全
国

民
の
訓
練
機
会
の
提
供
に
よ

て
科
学
研
究
を
増
強
せ
よ
と
呼
び
か
け
る
論
説
を
発
表
し
た

つ
ま
り

ネ
イ
チ

は

も
し
科
学
知
識

が
大
学
に
お
い
て
で
あ
れ
ポ
リ
テ
ク
ニ

ク
で
あ
れ

エ
リ

ト
の
手
に
集
中
し
て
し
ま
え
ば

旧
い
階
級
区
分
を
復
活
さ
せ
て
し
ま
う
恐
れ
が

あ
り

ヨ

ロ

パ
で
の
科
学
の
不
均
一
な
発
展
を
大
き
な
社
会
問
題
と
看
做
し
て
お
り

そ
れ
を
非
難
し
て
い
た
の
で
あ
る

Fuller 1997
2000

お
よ
びN

ature 1905 June 8, pp.128-129

参
照

 

四	 

学
会
や
国
家

産
業
界
か
ら
集
め
た
資
源
を
共
同
利
用
し

今
日
の

巨
大
科
学

プ
ロ
ジ

ク
ト
の
先
鞭
を
つ
け
る
活
動
を
発
展
さ
せ
た

カ
イ
ザ

・
ヴ

ル
ヘ
ル
ム
協
会

現
在
の
マ

ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
研
究
所

の
設
立
は

ヨ

ロ

パ
に
お
け
る
一
九
〇
五
年
衝
撃
の
後
の
結

果
と
し
て
の
一
九
一
一
年
で
あ
る

 


