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フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
実
存

―
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
『
第
二
の
性
』
を
読
み
直
す
た
め
に

―

小
手
川　

正
二
郎

は 

じ 
め 
に

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
『
第
二
の
性
』（
一
九
四
九
年
）
の
序
文
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
が
こ
の
〔
女
性
と
は
何
か
と
い
う
〕
問
い
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
。
男
性
で
あ
れ
ば
、
人
類
の
な
か

で
男
た
ち
が
占
め
る
特
殊
な
状
況
に
つ
い
て
本
を
書
こ
う
な
ど
と
い
う
考
え
を
抱
く
こ
と
も
な
い
は
ず
だ
。
私
が
自
分
を
定

義
し
よ
う
と
す
る
と
、
ま
ず
「
私
は
女
性
で
あ
る
」（Je suis une fem

m
e

）
と
表
明
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
。
こ
の
真
実
が

土
台
と
な
っ
て
後
の
す
べ
て
の
主
張
が
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
く
。
男
性
は
決
し
て
自
分
が
あ
る
特
定
の
性
に
属
す
る
個
人
（un 

individu d'un certain sexe

）
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
か
ら
始
め
た
り
は
し
な
い
。
男
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
明
な
こ
と

だ
か
ら
だ
。（D

S I 16/13

頁）
1
（

）

男
性
た
ち
は
、
自
ら
の
性
に
無
頓
着
な
ま
ま
、
つ
ま
り
「
男
性
で
あ
る
（
と
み
な
さ
れ
る
）
自
分
が
問
い
を
提
起
し
、
語
っ
て
い

校正前の原稿になりますので引用時は必ず『実存思想論集』第38巻の方をご参照ください。



 58

る
」
と
い
う
事
実
を
一
切
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
あ
た
か
も
中
立
的
な
立
場
か
ら
語
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
し
て
哲
学
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
女
性
た
ち
は
「
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
の
は
、
あ
な
た
が
女
性
だ
か
ら
だ
」（D

S I 16/15

）
と

い
う
形
で
自
分
の
問
い
や
言
説
を
「
女
性
」
と
い
う
性
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
一
方
的
に
理
解
さ
れ
や
す
い

―
と
い
う
よ
り
も
む
し

ろ
、「
女
性
に
よ
く
見
ら
れ
る
意
見
」
と
し
て
聞
き
流
さ
れ
や
す
い

―
が
ゆ
え
に
、
自
分
が
女
性
で
あ
る
（
と
み
な
さ
れ
る
）
と
い

う
事
実
に
向
き
合
う
こ
と
か
ら
哲
学
を
始
め
ざ
る
を
え
な
い
。
今
か
ら
七
〇
年
以
上
も
前
に
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
提
起
し
た
こ
う
し

た
問
題
を
、「
哲
学
的
な
問
い
」
と
し
て
真
摯
に
受
け
止
め
た
男
性
哲
学
者
た
ち
は
、
彼
女
と
同
時
代
に
も
現
代
に
も
、
ど
れ
ほ
ど

い
る
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
現
代
の
日
本
は
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
生
き
た
時
代
や
状
況
と
は
様
々
な
点
で
異
な
る
。
し
か
し
現
代
の
日
本
で
も
、

哲
学
に
関
連
す
る
専
任
ポ
ス
ト
の
ほ
と
ん
ど
を
男
性
が
占
め
て
お
り
、
大
学
な
ど
で
読
ま
れ
研
究
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
哲
学
者
も
、

圧
倒
的
に
男
性
（
そ
れ
も
白
人
の
健
常
者
の
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
男
性
）
が
多
い
と
い
う
点
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
し
か
も
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
に
「
理
解
」
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
男
性
で
も
、
こ
う
し
た
点
が
哲
学
の
本
質
に
係
わ
る
と
考
え
て
い
る
人
は
意
外
な

ほ
ど
少
な
い
。
果
た
し
て
、
哲
学
に
携
わ
る
私
た
ち
は
、
哲
学
に
つ
い
て
教
え
学
ば
れ
た
り
研
究
さ
れ
た
り
す
る
場
で
、
誰
が
誰
に

つ
い
て
誰
に
向
け
て
語
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
に
向
き
合
っ
て
き
た
の
か
。
こ
の
問
い
に
向
き
合
う
こ
と
が
な
い
な
ら
、
ボ
ー

ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
の
こ
と
が
、
つ
ま
り
「
男
性
が
男
性
に
つ
い
て
男
性
に
向
け
て
語
る
こ
と
」
が
「
自
明
」
な
こ

と
と
み
な
さ
れ
「
透
明
化
」
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
少
な
か
ら
ず
な
お
起
こ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
さ
に
こ
の
点
に
つ
い
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
実
存
」
の
登
壇
者
の
一
人
横
田
祐
美
子
は
、
リ
ュ
ス
・
イ
リ
ガ

ラ
イ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
に
つ
い
て
論
じ
た
論
考
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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〔
…
〕
私
た
ち
が
客
観
的
か
つ
中
立
的
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
も
の
の
な
か
に
は
、
男
性
（
さ
ら
に
言
え
ば

西
洋
人
か
つ
白
人
男
性
の
健
常
者
）
を
基
準
と
し
た
も
の
が
数
多
く
紛
れ
込
ん
で
い
る
〔
…
〕。
そ
こ
で
は
性
別
を
問
わ
な
い
は

ず
の
「
人
間
」（m

an, hom
m

e

）
と
い
う
語
が
，
英
語
で
も
フ
ラ
ン
ス
語
で
も
同
時
に
「
男
性
」（m

an, hom
m

e

）
を
意
味
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
，
中
性
性
に
は
高
い
確
率
で
男
性
性
が
取
り
憑
い
て
お
り
、
中
性
的
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
見
な
さ
れ
て
き

た
も
の
が
ま
っ
た
く
も
っ
て
中
性
で
も
無
性
で
も
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
は
、
性
の
問
題
か
ら
完

全
に
解
き
放
た
れ
た
次
元
で
は
な
く
，
そ
こ
に
お
い
て
「
性
的
差
異
」
が
ひ
と
つ
の
争
点
に
な
り
う
る
次
元
な
の
だ
。（
横
田

2020: 87 -88

）

イ
リ
ガ
ラ
イ
が
こ
う
し
た
「
性
的
差
異
」
を
、
い
わ
ゆ
る
「
男
女
」
間
の
差
異
や
あ
ら
か
じ
め
「
明
確
に
区
別
さ
れ
た
複
数
の
も

の
の
差
異
」
に
縮
減
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
男
性
的
な
言
説
形
態
か
ら
逃
れ
去
り
、
そ
れ
を
攪
乱
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た

こ
と
を
横
田
は
強
調
し
て
い
る
（
横
田2020: 95 -96

）。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
性
的
差
異
を
個
々
人
が
生
き
る
「
実
存
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
何
度
で
も
立

ち
返
る
べ
き
出
発
点
と
し
て
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
『
第
二
の
性
』
に
焦
点
を
あ
て
る
。
や
や
も
す
る
と
『
第
二
の
性
』
は
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
運
動
に
多
大
な
影
響
を
与
え
な
が
ら
も
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
理
論
と
し
て
は
「
不
徹
底
」
で
「
不
充
分
」
な
著
作
と
み
な
さ
れ
た
り
、

サ
ル
ト
ル
的
な
実
存
哲
学
を
性
と
い
う
主
題
に
「
応
用
」
し
た
、
哲
学
理
論
と
し
て
は
二
番
煎
じ
の
著
作
と
み
な
さ
れ
た
り
し
て
き

た
）
2
（

。
今
も
な
お
少
な
か
ら
ず
残
る
こ
う
し
た
先
入
見
に
抗
し
て
、
本
稿
は
『
第
二
の
性
』
を
厳
密
に
哲
学
的
な
著
作
と
し
て
読
み
直

そ
う
と
す
る
近
年
の
諸
研
究
（M

oi 1999; B
auer 2001; G

arcia 2018

）
を
参
照
し
な
が
ら）

3
（

、『
第
二
の
性
』
に
セ
ッ
ク
ス
と
ジ
ェ
ン

ダ
ー
の
区
別
を
読
み
こ
も
う
と
す
る
従
来
の
読
解
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
（
第
一
節
）。
次
に
、
個
々
人
の
身
体
に
「
与
え
ら
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れ
て
い
る
も
の
」
が
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
独
自
の
「
実
存
主
義
」
的
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
し
（
第
二
節
）、『
第

二
の
性
』
で
は
あ
ら
ゆ
る
還
元
主
義
を
拒
絶
す
る
た
め
に
現
象
学
的
観
点
が
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
（
第
三
節
）。
さ
ら
に

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
に
投
げ
か
け
ら
れ
て
き
た
代
表
的
な
二
つ
の
批
判
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
『
第
二
の
性
』
の
い
か
な
る
側
面
を

看
過
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
（
第
四
節
）。
こ
れ
ら
一
連
の
議
論
を
通
し
て
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
い
か
な
る
水
準
で
性
や

性
的
差
異
に
つ
い
て
哲
学
的
に
思
考
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
し
て
『
第
二
の
性
』
が
男
性
的
な
観
点
か
ら
世
界
や
他
人
を
見
る
こ

と
を
自
明
視
し
て
き
た
男
性
た
ち
に
い
か
な
る
問
い
や
思
考
を
喚
起
し
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
。

１　
『
第
二
の
性
』
は
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
か

―
セ
ッ
ク
ス
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
区
別
？

『
第
二
の
性
』
ほ
ど
世
界
中
の
読
者
に
読
ま
れ
て
き
た
哲
学
書
は
お
そ
ら
く
存
在
し
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
第
二
の
性
』
ほ

ど
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
の
著
作
と
し
て
過
小
評
価
さ
れ
て
き
た
著
作
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実
、『
第
二
の
性
』
は
し
ば
し

ば
「
不
徹
底
」
か
つ
「
不
充
分
」
な
著
作
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。

「
不
徹
底
」
と
さ
れ
る
の
は
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
（
ａ
）
生
物
学
的
・
解
剖
学
的
レ
ベ
ル
で
の
性
（
セ
ッ
ク
ス
）
と
社
会
的
・
文

化
的
レ
ベ
ル
で
の
性
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
）
の
区
別
を
導
入
し
、（
ｂ
）
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
社
会
的
・
文
化
的
に
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が

ゆ
え
に
時
代
や
社
会
状
況
に
応
じ
て
変
容
し
て
い
く
点
を
看
破
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、（
ｃ
）
セ
ッ
ク
ス
は
生
得
的
な
も
の
で
あ

り
、
不
変
な
も
の
と
捉
え
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
だ
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
読
解
路
線
に
お
い
て
は
、
ボ
ー
ヴ
ォ

ワ
ー
ル
は
性
に
関
す
る
社
会
構
築
主
義
の
先
駆
け
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
生
物
学
的
・
解
剖
学
的
特
徴
も
特
定
の
社

会
・
文
化
の
な
か
で
支
配
的
な
男
女
二
元
論
的
か
つ
異
性
愛
主
義
的
枠
組
み
の
も
と
で
の
み
「
発
見
」
さ
れ
、
区
別
さ
れ
る
が
ゆ
え
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に
、
セ
ッ
ク
ス
も
ま
た
社
会
的
・
文
化
的
に
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
点
を
見
過
ご
し
て
い
る

―
被
構
築
性
や
変
容
可
能
性
を

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
み
に
制
限
し
て
し
ま
っ
て
い
る

―
点
で
「
不
徹
底
」
と
さ
れ
る
の
だ）

4
（

。

筆
者
も
ま
た
『
第
二
の
性
』
の
議
論
を
紹
介
す
る
際
に
、
無
自
覚
的
に
こ
う
し
た
枠
組
み
を
用
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
少
な
か
ら

ず
あ
る
が
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
枠
組
み
が
『
第
二
の
性
』
の
理
解
を
根
本
的
に
歪
め
て
し

ま
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
『
第
二
の
性
』
で
は
（
ａ
）
セ
ッ
ク
ス
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
区
別
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い

―
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ

れ
を
読
み
こ
む
こ
と
は
『
第
二
の
性
』
以
降
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
区
別
を
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ッ
ク
な
仕
方
で
『
第
二
の
性
』
に

投
影
す
る
こ
と
な
の
だ
。
確
か
に
、『
第
二
の
性
』
で
は
生
物
学
的
性
別
と
し
て
の
「
男
／
女
」（m

âle/fem
elle

）
と
、
社
会
の
な
か

で
「
男
性
／
女
性
」（hom

m
e/fem

m
e

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
し
ば
し
ば
対
比
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
こ
に
セ
ッ
ク

ス
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
区
別
を
読
み
取
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
主
題
的
に
論
じ
て
い
な
い
区
別

を
読
み
込
む
こ
と
で
、（
ｂ
）
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
社
会
構
築
的
か
つ
変
容
可
能
で
あ
り
、（
ｃ
）
セ
ッ
ク
ス
は
生
得
的
か
つ
不
変
な
も
の

で
あ
る
と
い
う
主
張
を
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
に
帰
す
こ
と
は
様
々
な
点
で
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

ま
ず
、
人
が
セ
ッ
ク
ス
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
区
別
を
『
第
二
の
性
』
に
持
ち
こ
む
と
き
、
そ
れ
を
暗
黙
の
う
ち
に
二
項
対
立

的
・
相
互
排
他
的
と
み
な
し
て
お
り
、
大
抵
の
場
合
、
そ
の
区
別
に
生
物
学
的
／
社
会
的
、
自
然
的
／
文
化
的
、
本
質
主
義
的
／
構

築
主
義
的
、
前
言
説
的
／
言
説
的
、
不
変
的
／
変
容
可
能
と
い
っ
た
区
別
を
重
ね
合
わ
せ
て
し
ま
う
（M

oi 1999: 33 -34

）。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
二
項
対
立
的
な
図
式
に
縮
減
し
え
な
い
複
雑
さ
を
あ
る
が
ま
ま
に
記
述
し
よ
う
と
す
る
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の

現
象
学
的
記
述
の
豊
か
さ
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
う
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
論
後
半
で
も
立
ち
戻
る
）。
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２　

身
体
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
引
き
受
け
方

―
『
第
二
の
性
』
の
実
存
主
義

実
際
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
生
物
学
的
な
次
元
と
社
会
的
な
次
元
を
対
立
す
る
も
の
と
し
て
は
捉
え
て
い
な
い
。
一
方
で
彼
女
は
、

生
物
学
的
な
「
女
」（fem

elle

）
と
社
会
的
な
「
女
性
」（fem

m
e

）
と
の
間
の
必
然
的
な

0

0

0

0

つ
な
が
り
を
否
定
す
る）

5
（

、
つ
ま
り
生
物
学

的
な
特
徴
に
基
づ
い
て
出
生
時
に
生
物
学
的
な
「
女
」
に
割
り
振
ら
れ
た
人
が
社
会
的
に
「
女
性
」
と
呼
ば
れ
る
者
と
し
て
生
き
ざ

る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
。

他
方
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
身
体
の
幾
つ
か
の

0

0

0

0

生
物
学
的
な
特
徴
が
社
会
に
お
い
て
「
女
性
」
が
理
解
さ
れ
る
仕
方
に
一
定
の
役

割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い
。「
人
類
は
自
然
に
反
す
る
も
の
（antiphysis

）
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。
こ
の

表
現
は
完
全
に
正
確
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
は
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
（le donné

）
を
否
定
し
え
な
い
か
ら

だ
」（D

S I 76/93

）。
こ
う
し
た
言
明
は
一
見
す
る
と
、
生
物
学
的
な
特
徴
を
生
得
的
で
不
変
な
「
セ
ッ
ク
ス
」
と
し
て
想
定
し
て

い
る
か
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
し
か
し
、
こ
う
述
べ
た
直
後
に
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
て
い
る
。

た
だ
し
人
間
は
、
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
引
き
受
け
る
（assum

er

）
仕
方
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
真
実
（vérité

）
を

構
成
す
る
。
自
然
が
人
間
に
対
し
て
現
実
性
（réalité

）
を
も
つ
の
は
、
た
だ
自
然
が
人
間
の
行
動
に
よ
っ
て
捉
え
直
さ
れ
る

（reprise

）
場
合
の
み
で
あ
る
。
人
間
自
身
の
自
然
も
例
外
で
は
な
い
。（D

S I 76/93

）

こ
こ
で

―
そ
し
て
『
第
二
の
性
』
の
至
る
と
こ
ろ
で

―
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
、
個
々
人
の
身
体
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
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純
粋
な
所
与
（
自
然
）
で
は
な
く
、
そ
の
引
き
受
け
方
に
応
じ
て
、
そ
れ
が
そ
も
そ
も
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
（「
真
実
」）、
意

味
の
あ
る
事
実
（「
現
実
」）
と
し
て
現
わ
れ
る
か
否
か
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
こ
の
引
き
受
け
方

が
た
ん
に
個
人
の
意
向
や
態
度
に
は
汲
み
尽
く
さ
れ
え
ず
、
個
人
が
生
き
る
社
会
の
あ
り
方
と
切
り
離
せ
な
い
こ
と
だ
。
例
え
ば
、

筋
力
の
少
な
さ
が
「
弱
さ
」
と
し
て
認
識
さ
れ
た
り
、
男
性
と
女
性
の
相
違
を
説
明
す
る
た
め
に
重
要
な
事
実
と
し
て
持
ち
出
さ
れ

た
り
す
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
肉
体
的
な
強
さ
や
弱
さ
が
人
々
の
支
配
関
係
を
か
た
ち
づ
く
っ
た
り
、
男
女
間
の
力
関
係
に
暗
い
影

を
落
と
し
て
い
た
り
す
る

―
例
え
ば
性
暴
力
を
防
止
す
る
よ
う
な
法
的
な
枠
組
み
が
不
足
し
て
い
る

―
よ
う
な
社
会
に
お
い
て

で
あ
る）

6
（

。「「
弱
さ
」
が
弱
さ
と
し
て
現
れ
て
来
る
の
は
、
人
間
が
定
め
る
目
的
、
使
用
可
能
な
道
具
、
課
せ
ら
れ
て
い
る
法
と
い
っ

た
光
の
も
と
で
の
み
で
あ
る
」（D

S I 75/92 -93

）。
要
す
る
に
、
個
々
人
に
様
々
な
生
物
学
的
な
特
徴
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

否
定
し
え
な
い
が
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
性
質
が
男
性
と
女
性
を
分
け
る
「
特
徴
」
と
み
な
さ
れ
、
個
々
の
人
間
関
係
の
な
か
で

リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
現
れ
る
か
は
、
そ
の
性
質
が
社
会
の
様
々
な
要
素

―
人
々
が
い
か
な
る
目
的
を
目
指
し
、
い
か
な
る
手

段
や
道
具
を
用
い
て
そ
れ
を
達
成
し
う
る
か
、
目
的
達
成
の
た
め
に
い
か
な
る
ル
ー
ル
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
か

―
と
の
関
連
の
な

か
で
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
な
く
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。

マ
ノ
ン
・
ガ
ル
シ
ア
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
点
に
『
第
二
の
性
』
独
自
の
実
存
主
義

―
「
実
存
は
本
質
に
先
立
つ
」

―
理
解

が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。

女
性
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
は
、
女
性
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
本
質
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
女
性
が
世
界
の
な
か

で
生
き
る
仕
方
に
由
来
す
る
。
こ
の
〔
女
性
が
生
き
る
〕
社
会
的
な
次
元
の
結
果
と
し
て
、
幾
つ
か
の
生
物
学
的
な
差
異
が
意

味
を
担
う
一
方
で
、
他
の
差
異
は
女
性
性
の
定
義
に
い
か
な
る
影
響
も
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
性
的
差
異
に
お
い
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て
は
、
人
間
た
ち
の
相
互
作
用
と
い
う
社
会
的
次
元
が
は
る
か
に
重
要
で
あ
り
、
そ
う
し
た
社
会
的
次
元
だ
け
が
数
々
の
生
物

学
的
な
差
異
に
意
味
を
与
え
る
の
だ
。（G

arcia 2018=2021: 69 -70

）

こ
の
よ
う
な
実
存
主
義
的
な
見
方
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
セ
ッ
ク
ス
が
先
か
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
先
か

―
本
質
主

義
か
、
構
築
主
義
か

―
と
い
っ
た
二
者
択
一
で
は
な
い
。
ト
リ
ル
・
モ
イ
が
指
摘
す
る
よ
う
に）

7
（

、
こ
の
二
者
択
一
は
セ
ッ
ク
ス
と

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
二
項
対
立
的
な
概
念
を
も
ち
こ
ん
だ
人
々
が
見
出
し
、
回
答
を
探
そ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
「
セ
ッ
ク
ス
は
つ

ね
に
す
で
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
あ
る
」（B

utler 1990: 10 -11/28 -29

）
と
言
う
こ
と
で
「
乗
り
越
え
」
よ
う
と
す
る
も
の
だ
。「
私
の
論

点
は
、
こ
れ
〔
セ
ッ
ク
ス
も
ま
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
同
様
、
文
化
的
に
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
〕
が
誤
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
こ
れ
が
そ
も
そ
も
「
セ
ッ
ク
ス
／
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
区
別
の
ポ
ス
ト
構
造
主
義
的
な
読
解
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ

た
問
題
に
対
す
る
答
え
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
だ
」（M

oi 1999: 36

）。

３　

還
元
主
義
の
拒
絶
と
し
て
の
現
象
学
的
立
場

こ
う
し
た
二
者
択
一
に
囚
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
な
ら
、
性
に
関
す
る
生
物
学
的
知
見
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
す
ぐ
さ
ま
本
質
主

義
に
与
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
も
理
解
可
能
と
な
る
。
実
際
、『
第
二
の
性
』
第
一
巻
第
一
章
「
生
物
学
の
様
々
な
デ
ー
タ
」

（Les données de la biologie

）
で
は
、
当
時
知
り
う
る
限
り
で
の
科
学
的
な
知
見
が
非
常
に
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
渉
猟
さ
れ
検
討
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
生
物
学
の
デ
ー
タ
が
無
批
判
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
逆
に
生
物
学
が
「
女
性
の

神
話
」
を
形
づ
く
る
元
凶
と
し
て
一
方
的
に
非
難
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
、
生
物
学
の
デ
ー
タ
の
見
方
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に

―
お
そ
ら
く
は
デ
ー
タ
の
と
り
方
そ
の
も
の
に
も

―
性
に
関
す
る
社
会
的
な
偏
見
が
い
か
に
入
り
込
ん
で
し
ま
い
や
す
い
か

を
示
す
と
と
も
に
、
逆
に
生
物
学
の
知
見
に
よ
っ
て
人
々
の
偏
見
の
根
拠
の
な
さ
が
暴
露
さ
れ
る
と
い
う
点
も
明
ら
か
に
し
て
い
る）

8
（

。

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
社
会
構
築
主
義
の
先
駆
け
（
な
い
し
不
徹
底
さ
）
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
還

元
主
義
の
拒
絶
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（G

arcia 2018=2021: 68 -70

））
9
（

。
構
築
主
義
の
宣
言
と
し
て
理
解
さ
れ
が
ち
な
『
第

二
の
性
』
第
二
巻
本
論
冒
頭
の
一
文
「
人
は
女
性
に
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
。
女
性
に
な
る
の
だ
」
の
直
後
の
文
章
も
、
こ
の
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。

人
は
女
性
（fem

m
e

）
に
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
、
女
性
に
な
る
の
だ
。
生
物
学
的
で
あ
れ
、
心
理
的
で
あ
れ
、
経
済
的
で
あ

れ
、
ど
ん
な
宿
命
も
人
間
の
女
（fem
elle

）
が
社
会
の
只
中
で
（au sein de la société

）
と
る
あ
り
様
を
定
め
る
こ
と
は
な
い
。

文
明
全
体
（l ’ensem

ble de la civilisation

）
が
、〔
…
〕
女
性
的
（fém

inin

）
と
形
容
さ
れ
る
も
の
を
作
り
あ
げ
る
の
だ
。（D

S 

II 13/

上15

）。

こ
こ
で
は
第
一
巻
で
検
討
さ
れ
た
生
物
学
（
第
一
章
）、
精
神
分
析
（
第
二
章
）、
マ
ル
ク
ス
主
義
（
第
三
章
）
の
理
論
枠
組
み
の
い

ず
れ
に
も
、
女
性
た
ち
が
社
会
の
な
か
で
生
き
る
状
況
が
還
元
さ
れ
え
な
い
こ
と
が
再
確
認
さ
れ）

10
（

、
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
諸

要
素
（
生
物
学
的
な
特
徴
、
心
理
的
な
傾
向
、
経
済
的
な
条
件
）
が
具
体
的
に
生
き
ら
れ
る
実
存
を
中
心
と
す
る
全
体
論
的
な
展
望
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
第
二
巻
「
生
き
ら
れ
た
経
験
」（L ’expérience vécue
）
で
、「
女
性
た
ち
の
視
点
か
ら
、
彼
女
た
ち
に
提
示
さ

れ
て
い
る
が
ま
ま
の
世
界
を
記
述
す
る
」（D

S I 34/42

）
現
象
学
的
な
観
点
か
ら
、「
一
人
一
人
の
女
性
的
な
実
存
す
べ
て
（toute 

existence fém
inine singulière

）
が
拠
っ
て
立
つ
共
通
の
土
台
（fond com

m
un

）
を
記
述
す
る
」（D

S II 8/

上12

）
こ
と
が
も
く
ろ
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ま
れ
る
所
以
で
あ
る
。

４　
『
第
二
の
性
』
は
「
不
充
分
」
な
の
か

―
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
へ
の
諸
批
判
が
見
落
と
し
て
い
る
こ
と

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
こ
う
し
た
目
論
見
が
ど
れ
ほ
ど
果
た
さ
れ
て
い
る
か
に
関
し
て
は
、
多
種
多
様
な
女
性
た
ち
の
経
験
が
「
充

分
に
」
記
述
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
批
判
や
、
特
定
の
女
性
の
経
験
が
重
視
な
い
し
軽
視
さ
れ
た
り
し
て
い
る
と
い
っ
た
批
判
が
し

ば
し
ば
投
げ
か
け
ら
れ
て
き
た）

11
（

。

一
方
で
、
白
人
で
中
産
階
級
出
身
の
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
自
身
や
そ
の
周
囲
に
生
き
る
女
性
た
ち
の
経
験
を
「
女
性
一
般
」
の
経

験
と
し
て
性
急
か
つ
過
度
に
一
般
化
し
て
い
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
い
わ
ゆ
る
「
有
色
人
種
」
や

労
働
者
階
級
の
女
性
た
ち
が
白
人
や
中
産
階
級
の
女
性
た
ち
と
は
著
し
く
異
な
る
経
験
を
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
考
慮
に
入
れ
ず

に
、
後
者
の
女
性
た
ち
を
「
標
準
化
」
す
る
形
で
女
性
の
経
験
を
記
述
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
性
差
別
が
つ
ね
に
人
種
差
別
や
階
級

差
別
と
癒
着
し
た
形
で
な
さ
れ
る
と
い
う
「
交
差
性
」（intersectionality

）
を
無
視
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
う
し
た
批
判
を

行
っ
た
代
表
格
と
み
な
さ
れ
や
す
い
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ス
ペ
ル
マ
ン
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
こ
こ
ま
で
粗
雑
で
軽
率
な
批
判
を
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
『
第
二
の
性
』
の
様
々
な
箇
所
で
、
人
種
や
階
級
が
異
な
る
女
性
た
ち
の
差
異
に
つ

い
て
触
れ
、
人
種
や
階
級
に
よ
っ
て
女
性
た
ち
の
利
害
が
分
か
た
れ
（D

S I 194/248

）、
女
性
の
連
帯
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
と
指
摘

し
て
い
る）

12
（

―
こ
の
こ
と
を
ス
ペ
ル
マ
ン
は
見
逃
し
て
い
な
い
（Spelm

an 1988: 62 -63

）。
そ
の
う
え
で
彼
女
は
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー

ル
が
（
ａ
）
原
則
と
し
て
同
じ
人
種
や
階
級
の
な
か
で
の
性
差
別
を
問
題
と
し
つ
つ
、（
ｂ
）
人
種
差
別
や
階
級
差
別
が
男
女
間
の

不
平
等
を
解
消
す
る
と
考
え
た
が
ゆ
え
に
、（
ｃ
）
結
局
の
と
こ
ろ
彼
女
が
問
題
と
し
て
い
る
性
差
別
は
、
人
種
差
別
や
階
級
差
別
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を
被
ら
な
い
白
人
の
中
産
階
級
の
な
か
で
の
性
差
別
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
（Spelm

an 1988: 66

）。

他
方
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
に
は
女
性
が
男
性
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
女
性

が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
記
述
す
る
際
に
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
自
由
な
主
体
と
し
て
自
ら
の
存
在
可
能
性
を
展
開
す
る
「
超
越
」

を
、
自
ら
の
事
実
的
な
あ
り
方
や
他
人
に
強
い
ら
れ
た
あ
り
方
に
と
ど
ま
り
続
け
る
「
内
在
」
よ
り
も
本
来
的
な
あ
り
方
だ
と
す
る

「
実
存
主
義
の
道
徳
」（D

S I 33/40

）
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
枠
組
み
の
も
と
で
は
、
彼
女
の

よ
う
に
男
性
た
ち
と
同
程
度
に
主
体
的
に
思
考
や
創
作
を
営
む
女
性
た
ち
が
、
家
事
や
育
児
と
い
っ
た
再
生
産
活
動
に
閉
じ
込
め
ら

れ
て
い
る
女
性
た
ち
よ
り
も
、
よ
り
自
由
で
「
超
越
」
的
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
だ
。

こ
れ
ら
二
つ
の
批
判
に
真
正
面
か
ら
反
論
す
る
に
は
、『
第
二
の
性
』
全
体
に
わ
た
る
詳
細
な
検
討
が
必
要
と
な
る
た
め）

13
（

、
こ
こ

で
は
紙
幅
の
都
合
上
、
こ
れ
ら
の
批
判
が
見
落
と
し
て
い
る
幾
つ
か
の
重
要
な
論
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

第
一
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
批
判
は
、
自
ら
を
（
自
由
な
）
女
性
の
「
代
表
」
と
し
て
語
る
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
に
あ
る
種
の
「
傲
慢

さ
」

―
中
産
階
級
の
白
人
女
性
や
主
体
的
に
生
き
る
女
性
を
「
真
正
な
女
性
」
と
み
な
す
傲
慢
さ

―
見
て
取
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
だ
（B

auer 2001: 49

）。
し
か
し
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
態
度
を
こ
の
よ
う
な
「
傲
慢
さ
」
と
断
じ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
本

稿
冒
頭
部
で
引
用
し
た
一
節
で
「
私
は
女
性
で
あ
る
」
と
宣
言
す
る
と
き
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
「
女
性
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い

に
対
す
る
答
え
が
わ
か
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
私
は
女
性
で
あ
る
」
と
言
う
資
格
を
（
誰
か
に
付
与
さ
れ
た
わ
け
で
も
な

い
の
に
）
自
分
が
も
っ
て
い
る
と
「
言
い
張
っ
て
い
る
」。
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
傲
慢
さ
（arrogance

）
と
混
同
さ
れ
る
危
険
を
冒
し

な
が
ら
、
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
言
い
張
り
（arrogation

）
か
ら
始
め
て
い
る
の
は）

14
（

、
哲
学
の
主
体
と
言
説
の
中
立
性
が
見
か
け
上
の

も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
暴
く
た
め
で
あ
っ
た
。
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
「
私
は
女
性
で
あ
る
（
と
み
な
さ
れ
る
）」
と
い
う
事
実
か
ら

出
発
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
と
は
対
照
的
に
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
男
性
哲
学
者
た
ち
は
、
自
ら
の
経
験
や
推
論
が
性
差
に
関
係
な
く
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妥
当
す
る
「
普
遍
的
」
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
っ
た
問
い
を
論
じ
て
き
た）

15
（

。
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル

に
よ
れ
ば
、
人
間
が
性
的
な
身
体
を
も
つ
存
在
で
あ
る
と
し
た
ら
、「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
中
立
的
に
見
え
る
問

い
は
、「
女
性
と
は
、
男
性
と
は
何
か
」
と
い
っ
た
問
い
に
取
り
組
む
こ
と
な
く
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
だ
。
そ
し
て
「
女

性
と
は
、
男
性
と
は
何
か
」
を
考
え
る
た
め
に
は
、「
私
は
女
性
／
男
性
で
あ
る
（
と
み
な
さ
れ
る
）」
と
い
う
事
実
や
女
性
／
男
性

と
み
な
さ
れ
た
り
、
自
ら
を
み
な
し
た
り
す
る
経
験
に
立
ち
戻
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
誰
も
が
自
ら
の
性

―
「
男

女
」
に
汲
み
尽
く
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
れ

―
に
関
し
て
自
ら
が
何
が
し
か
の
発
言
権
を
も
つ
者
と
し
て
「
言
い
張
る
」
こ
と
か
ら

出
発
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
し
た
点
に
鑑
み
る
と
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
「
私
は
女
で
あ
る
」
と
い
う
言
い
張
り
は
、
男
性
哲
学

者
た
ち
の
見
か
け
上
の
中
立
性
に
隠
さ
れ
た
傲
慢
さ
に
比
し
て
、
あ
る
種
の
「
謙
虚
さ
」（hum

ility

）
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と

言
え
る
の
だ
（B

auer 2001: 47; 49
）。

第
二
に
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
記
述
に
は
確
か
に
、
男
性
中
心
的
な
社
会
で
主
体
的
に
生
き
る
男
性
た
ち
を
超
越
的
と
み
な
し
、

受
動
的
に
生
き
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
女
性
た
ち
を
内
在
的
と
み
な
す
図
式
的
な
記
述
も
散
見
さ
れ
る
が
、
反
対
に
こ
う
し
た
図
式

を
揺
る
が
す
記
述
も
ま
た
見
ら
れ
る
。

エ
ロ
ス
的
な
経
験
は
、
人
間
存
在
に
、
自
ら
の
状
態
の
両
義
性
を
最
も
痛
切
に
示
す
経
験
の
一
つ
だ
。
人
間
た
ち
は
エ
ロ
ス
的

な
経
験
に
お
い
て
自
己
を
肉
体
か
つ
精
神
と
し
て
、
他
者
か
つ
主
体
と
し
て
体
験
す
る
。
こ
の
葛
藤
が
最
も
劇
的
な
性
格
を
帯

び
る
の
は
ま
さ
に
女
性
に
対
し
て
で
あ
る
、
と
い
う
の
も
彼
女
は
ま
ず
自
己
を
客
体
と
し
て
把
握
し
、
快
楽
の
な
か
に
確
実
な

自
立
性
を
直
ち
に
見
出
す
こ
と
は
な
い
か
ら
だ
。〔
…
〕
男
性
は
、
自
ら
の
攻
撃
的
な
役
割
と
オ
ー
ガ
ズ
ム
に
満
足
し
た
孤
独

に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
る
偽
り
の
特
権
に
自
ら
進
ん
で
騙
さ
れ
て
し
ま
い
、
肉
体
と
し
て
の
自
己
を
充
分
に
認
め
る
こ
と
を
た
め
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ら
う
。
女
性
は
、
自
己
自
身
に
関
し
て
〔
男
性
よ
り
も
〕
よ
り
本
来
的
な
経
験
を
も
つ
。（D

S II 188/

上269

）。

こ
こ
で
は
、
エ
ロ
ス
的
な
経
験
が
自
己
の
主
体
性
か
つ
客
体
性
、
精
神
か
つ
肉
体
と
い
う
両
義
性
を
示
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ

た
う
え
で
、
セ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
自
己
の
快
感
や
相
手
の
支
配
ば
か
り
を
追
い
求
め
る
よ
う
な
男
性
が
こ
の
両
義
性
を
取
り
逃
が
し

て
し
ま
う
の
に
対
し
て
、
社
会
の
な
か
で
客
体
（
例
え
ば
見
ら
れ
る
対
象
）
に
位
置
づ
け
ら
れ
や
す
い
女
性
の
方
に
、
主
体
的
に
快

楽
を
感
じ
つ
つ
、
相
手
に
身
を
任
せ
て
自
己
の
肉
体
の
様
々
な
可
能
性
に
気
づ
く
機
会
が
開
か
れ
や
す
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
男
性
が
能
動
的
で
女
性
は
受
動
的
で
あ
る
と
す
る
支
配
的
な
セ
ッ
ク
ス
観
を
問
い
直
す
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

『
第
二
の
性
』
の
記
述
を
丁
寧
に
見
て
い
く
と
、
そ
こ
に
は
単
純
な
二
項
対
立
や
社
会
の
な
か
で
の
覇
権
的
言
説
に
汲
み
尽
く
さ
れ

な
い
よ
う
な
洞
察
、
藤
高
和
輝
が
「
普
遍
性
」（
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
）
に
「
ト
ラ
ブ
ル
」
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
捉
え
直
し

た
「
身
体
的
生
」
と
し
て
の
実
存
へ
の
ま
な
ざ
し
が
見
て
取
れ
る
。

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
に
と
っ
て
「
実
存
」
と
は
そ
の
本
性
上
、
普
遍
化
に
抵
抗
す
る
も
の
で
あ
り
、
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
「
身

体
的
生
」
と
し
て
、
つ
ま
り
各
々
の
状
況
に
拘
束
さ
れ
た
も
の
と
し
て
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
私
た
ち
は
実
存

を
、「
人
間
」
と
い
う
普
遍
性
か
ら
零
れ
落
ち
、
そ
の
普
遍
性
に
抗
し
う
る
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
そ
の
社
会
に
お
い
て
「
普

遍
的
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
〈
ト
ラ
ブ
ル
〉
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
藤
高2022: 95

）
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結　
　

び

本
稿
で
は
、『
第
二
の
性
』
の
従
来
の
読
解
に
孕
ま
れ
る
問
題
点
を
示
し
た
う
え
で
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
独
自
の
実
存
主
義
や
、

あ
ら
ゆ
る
還
元
主
義
を
拒
む
現
象
学
的
な
立
場
と
い
う
観
点
に
も
う
一
度
立
ち
戻
っ
て
、『
第
二
の
性
』
に
向
け
ら
れ
て
き
た
諸

批
判
が
見
落
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
最
後
に
、
先
に
見
た
よ
う
な
観
点
か
ら
の
再
読
解
の
可
能
性
に
加
え
て
、

『
第
二
の
性
』
を
「
男
性
性
の
現
象
学
」
と
い
う
観
点
か
ら
読
み
直
す
可
能
性
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。『
第
二
の
性
』
に
は
、
女
性

に
対
す
る
男
性
た
ち
の
態
度
や
言
動
を
、
女
性
た
ち
の
視
点
か
ら
記
述
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
見
え
隠
れ
す
る
打
算
や
ご
ま
か
し
を

白
日
の
も
と
に
晒
す
も
の
が
少
な
く
な
い）

16
（

。
そ
こ
で
は
、
男
性
中
心
的
な
社
会
の
な
か
で
自
明
視
さ
れ
自
然
な
反
応
と
し
て
正
当
化

さ
れ
が
ち
な
男
性
の
あ
り
様
を
批
判
的
な
視
点
か
ら
記
述
し
直
す
こ
と
で

―
本
稿
冒
頭
の
引
用
で
言
及
さ
れ
た

―
「
男
性
で
あ

る
こ
と
」
の
自
明
性
を
、
男
性
も
ま
た
「
あ
る
特
定
の
性
に
属
す
る
個
人
」
で
あ
る
と
い
う
単
純
な
事
実
か
ら
問
い
直
し
て
い
る
の

だ
。
あ
る
意
味
で
は
『
第
二
の
性
』
全
体
が
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
哲
学
的
議
論
だ
け
で
な
く
日
常
的
な
会
話
の
レ
ベ
ル
に
お

い
て
も
し
ば
し
ば
「
中
立
的
」
で
「
客
観
的
」
と
み
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
現
実
の
見
方
・
記
述
・
評
価
の
歪
み
や
一
面
性
を
露
わ

に
し
、
そ
れ
ら
の
全
面
的
な
再
編

―
た
ん
に
「
女
性
」
の
観
点
か
ら
の
補
完
で
は
な
く
、
多
様
な
性
の
あ
り
様
に
即
し
た
再
構
築

―
を
す
る
と
い
う
企
図
に
貫
か
れ
た
も
の
と
し
て
読
み
直
す
こ
と
が
で
き
よ
う）

17
（

。

本
稿
で
扱
っ
た
の
は
『
第
二
の
性
』
の
哲
学
的
側
面
に
限
ら
れ
る
が
、
当
然
な
が
ら
同
書
は
狭
義
の
哲
学
書
に
は
お
さ
ま
ら
な
い

豊
か
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
雑
誌
『
シ
モ
ー
ヌ
』（vol. 1, 2021
）
な
ど
で
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
多
様
な
側
面
に
光
が
あ

て
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
何
よ
り
長
ら
く
絶
版
と
な
り
入
手
困
難
と
な
っ
て
い
た
『
第
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二
の
性
』
の
邦
訳
が
再
刊
さ
れ
る
今
こ
そ
、
先
入
見
を
排
し
て
『
第
二
の
性
』
を
新
た
に
一
か
ら
読
み
直
し
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
実

存
哲
学
の
両
面
か
ら
そ
の
豊
か
な
遺
産
を
継
承
す
る
絶
好
の
機
会
で
あ
ろ
う
。
本
稿
が
そ
う
し
た
再
読
の
一
助̶

̶

な
い
し
踏
み

台̶
̶

に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る）

18
（

。
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二
〇
二
二
年
所
収
。

横
田
祐
美
子
「「
女
性
的
に
書
く
」
と
は
い
か
な
る
身
振
り
か

―
イ
リ
ガ
ラ
イ
の
差
異
の
哲
学
に
も
と
づ
い
て
」、『
立
命
館
言
語
文
化
研
究
』
第

三
二
巻
、
二
〇
二
〇
年
所
収
。

注（
1
）
本
論
中
に
お
け
る
『
第
二
の
性
』
の
引
用
に
際
し
て
は
、
略
号
（D

S

）
の
後
に
巻
数
を
記
し
、
邦
訳
を
参
照
し
つ
つ
拙
訳
を
提
示
し
て
い
る
た
め
、

原
著
頁
数
の
後
に
邦
訳
頁
数
を
表
記
し
た
。

（
2
）
出
版
直
後
か
ら
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
『
第
二
の
性
』
が
読
ま
れ
た
背
景
に
は
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
を
一
人
の
独
立
し
た
哲
学
者
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
サ
ル
ト
ル
の
弟
子
な
い
し
亜
流
と
み
な
す
見
方

―
古
来
よ
り
哲
学
に
お
い
て
女
性
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
と
り
わ
け
男
性
哲

学
者
の
信
奉
者
や
恋
人
と
い
う
役
割
を
担
う
と
き
で
あ
っ
た
と
い
う
哲
学
の
伝
統
に
根
ざ
し
た
男
性
中
心
主
義

―
が
透
け
て
見
え
る
（Le D

œ
uff 

1989: 69

）。
こ
う
し
た
見
方
に
対
し
て
は
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
サ
ル
ト
ル
（
を
は
じ
め
と
し
た
男
性
哲
学
者
た
ち
）
の
諸
概
念
を
た
ん
に
借
用

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
事
柄
に
即
し
て
改
鋳
を
行
い
彼
女
「
独
自
の
も
の
と
し
て
い
る
」（appropriate

）
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（B

auer 

2001, chap. 4

）。

（
3
）
ミ
シ
ェ
ル
・
ル
・
ド
ゥ
フ
は
『
第
二
の
性
』
を
哲
学
的
な
著
作
と
し
て
読
む
先
駆
的
な
試
み
を
地
道
に
行
っ
て
き
た
が
（Le D

œ
uff 1989

）、
彼

女
の
優
れ
た
成
果
は
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
お
ら
ず
、
欧
米
で
も
「
極
め
て
過
小
評
価
さ
れ
て
」（B

auer 2001: 243

）
き
た
。
そ
の
点
で

も
、
ル
・
ド
ゥ
フ
の
一
連
の
論
考
へ
の
「
応
答
」
と
し
て
当
初
構
想
さ
れ
た
と
さ
れ
る
『
シ
モ
ー
ヌ
・
ド
・
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル

―
哲
学
と
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
』
に
お
い
て
、
ナ
ン
シ
ー
・
バ
ウ
ア
ー
が
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
哲
学
を
現
代
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
と
し
て
甦
ら
せ
た
点
は
画
期
的
で
あ
る
（
彼
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女
に
よ
る
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
読
解
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
小
手
川2021

で
紹
介
し
た
）。
よ
り
最
近
で
は
、
マ
ノ
ン
・
ガ
ル
シ
ア
が
分
析
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
の
成
果
も
取
り
込
み
つ
つ
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
を
新
た
に
読
み
直
す
試
み
を
展
開
し
（G

arcia 2018

）、
カ
ミ
ー
ユ
・
フ
ロ
ワ
ド
ヴ
ォ
ー=

メ
ト
リ

が
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
観
点
か
ら
『
第
二
の
性
』
を
再
評
価
し
て
い
る
（Froidevaux -M

etterie 2021

）。
後
者
に
つ
い
て
は
、
彼
女
の
対
談
が

横
田
祐
美
子
に
よ
っ
て
翻
訳
・
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
フ
ロ
ワ
ド
ヴ
ォ
ー=

メ
ト
リ2022

）。

（
4
）
『
第
二
の
性
』
の
こ
の
よ
う
な
読
解
路
線
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
の
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル
』

（
一
九
九
〇
年
）
に
よ
っ
て
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
た
も
の
だ
。
た
だ
し
、
藤
高
和
輝
が
詳
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
八
〇
年
代
の
バ
ト
ラ
ー
の
諸
論

考
で
は
、
身
体
と
切
り
離
せ
な
い
自
我
を
思
考
す
る
「
非
デ
カ
ル
ト
的
現
象
学
」
と
し
て
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
議
論
が
肯
定
的
に
解
釈
さ
れ
て
お
り
、

バ
ト
ラ
ー
に
よ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
「
実
演
性
」（perform

ativity

）
の
議
論
を
「
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
再
記
述
」
と
し
て
解
釈
し
直
す
余
地
も
あ
る

（
藤
高2018

第
三
章
お
よ
び
第
四
章
を
参
照
）。

（
5
）
「
人
間
と
い
う
種
に
は
女
た
ち
（fem

elles

）
が
い
る
こ
と
、
女
た
ち
は
今
も
昔
も
人
類
の
ほ
と
ん
ど
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
誰
も
が
一
致
し

て
認
め
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
た
ち
は
、「
女
ら
し
さ
（fem

inité

）
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
」
と
言
わ
れ
た
り
、「
女
性
（fem

m
e

）
で
あ
り

な
さ
い
、
女
性
の
ま
ま
で
い
な
さ
い
、
女
性
に
な
り
な
さ
い
」
と
説
き
勧
め
ら
れ
た
り
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
女
で
あ
る
人
間
す
べ
て
が
必
ず
し
も

女
性
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
（Tout être hum

ain fem
elle n ’est donc pas nécessairem

ent une fem
m

e

）。〔
女
性
で
あ
る
た

め
に
は
〕
女
は
、
女
ら
し
さ
と
い
う
謎
め
い
て
お
り
、
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
現
実
に
参
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
」（D

S I 13 -14/12

）。

（
6
）
「〔
…
〕
世
界
を
把
握
す
る
た
め
に
体
力
を
最
大
限
に
使
用
す
る
必
要
が
な
い
場
合
、
各
人
が
使
用
可
能
な
最
小
限
の
体
力
の
範
囲
内
で
は
、
体

力
の
相
違
は
無
に
等
し
く
な
る
。
ま
た
、
慣
習
が
暴
力
を
禁
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
筋
力
は
支
配
の
基
盤
と
は
な
り
え
な
い
は
ず
だ
〔
…
〕」（D

S I 

76/93

）。

（
7
）
中
澤
瞳
は
ト
リ
ル
・
モ
イ
と
ア
イ
リ
ス
・
マ
リ
オ
ン
・
ヤ
ン
グ
が
ポ
ス
ト
構
造
主
義
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
が
想
定
し
が
ち
な
こ
う
し
た
二
者
択
一

に
陥
ら
な
い
た
め
に
、
あ
え
て
女
性
た
ち
の
身
体
経
験
に
立
ち
戻
っ
た
経
緯
を
明
快
に
論
じ
て
い
る
（
中
澤2018: 322 -323

）。

（
8
）
例
え
ば
、
生
物
学
の
内
部
に
見
ら
れ
る
「
雌
は
受
動
的
な
存
在
で
あ
る
」、「
種
の
維
持
は
雌
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
お
り
、
雄
は
瞬
間
的
な
要
素
と

し
て
の
み
係
わ
っ
て
い
る
」
と
い
う
二
つ
の
偏
見
が
批
判
的
に
検
討
さ
れ
る
と
と
も
に
、
卵
子
は
受
動
的
で
あ
り
、
精
子
が
能
動
的
で
あ
る
と
い
う
見

方
が
当
時
の
科
学
的
知
見
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
（D

S I 48 -49/59 -60

）。

（
9
）
先
に
見
た
よ
う
な
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
主
張
は
、
社
会
構
築
主
義
的
な
立
場
か
ら
も
（
あ
る
い
は
そ
う
し
た
立
場
か
ら
こ
そ
よ
り
徹
底
し
た
形
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で
）
唱
え
ら
れ
る
と
反
論
す
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
反
論
は
、
社
会
構
築
主
義
を
い
か
な
る
水
準
で
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
問
い

（cf. H
aslanger 2012, chap. 2 -4

）
と
あ
わ
せ
て
稿
を
改
め
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
と
バ
ト
ラ
ー
の
相
違
が
、
両
者
に

お
け
る
生
物
学
の
位
置
づ
け
や
、
実
践
や
言
語
か
ら
独
立
し
た
実
在
を
認
め
ず
、
真
理
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
境
界
線
を
曖
昧
に
す
る
よ
う
な
構
築
主
義

的
な
見
方
を
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
と
っ
て
い
な
い
点
に
見
て
取
ら
れ
う
る
こ
と
（G

arcia 2018=2021: 69 -70

）

―
そ
し
て
そ
れ
は
彼
女
の
不
徹
底

さ
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と

―
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
10
）
第
一
巻
の
序
文
で
こ
の
こ
と
が
明
確
に
予
告
さ
れ
て
い
る
。「
生
理
学
的
で
あ
れ
、
心
理
学
的
で
あ
れ
、
経
済
的
で
あ
れ
何
ら
か
の
宿
命
が
女
性

に
の
し
か
か
っ
て
い
る
と
想
定
し
て
し
ま
う
と
、
当
然
な
が
ら
、
こ
の
〔
人
間
の
可
能
性
を
自
由
の
観
点
か
ら
定
義
す
る
と
い
う
〕
問
題
は
い
か
な
る

意
味
も
も
た
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ま
ず
は
〔
第
一
巻
で
〕
生
物
学
、
精
神
分
析
、
史
的
唯
物
論
が
女
性
に
つ
い
て
い
か
な
る
観

点
を
と
っ
て
い
る
か
を
議
論
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
」（D

S I 34/42

）。

（
11
）
『
第
二
の
性
』
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
き
た
国
内
外
の
批
判
に
つ
い
て
は
、B

auer 2001: 49; 249 note 4 -5; 

井
上2015: 191

を
参
照
。

（
12
）
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
女
性
た
ち
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
女
性
た
ち
と
で
は
な
く
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
男
性
た
ち
と
連
帯
し
て
お
り
、
白
人
の
女
性
た
ち

は
、
黒
人
の
女
性
た
ち
と
で
は
な
く
、
白
人
の
男
性
た
ち
と
連
帯
し
て
い
る
」（D

S I 21/23

）。

（
13
）
一
つ
目
の
反
論
に
関
し
て
は
、『
第
二
の
性
』
に
（
ａ
）
〜
（
ｃ
）
の
主
張
を
帰
属
で
き
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
（
ｂ
）

は
、
第
二
部
「
歴
史
」
の
「
労
働
者
階
級
の
場
合
に
は
、
経
済
的
抑
圧
が
男
女
の
不
平
等
を
打
ち
消
す
（annule

）」（D
S I 174/220

）
と
い
う
記
述

を
典
拠
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
こ
そ
過
度
の
一
般
化
を
し
な
い
限
り
、
こ
こ
に
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
自
身
の
主
張
を
読
み
込
む
こ
と
は
難
し
い
。
二
つ
目

の
反
論
に
関
し
て
は
、『
第
二
の
性
』
の
な
か
で
「
実
存
主
義
の
道
徳
」
が
一
つ
の
道
徳
規
範
に
は
汲
み
尽
く
さ
れ
な
い
倫
理
学
的
意
義
を
担
っ
て
い

る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
池
田2017: 68 -69

を
参
照
。

（
14
）
バ
ウ
ア
ー
が
用
い
る
「
傲
慢
さ
」（arrogance

）
と
「
言
い
張
り
」（arrogation

）
の
区
別
は
、
カ
ヴ
ェ
ル
の
『
哲
学
の
声
』
に
由
来
す
る
（
カ

ヴ
ェ
ル2008

第
一
章
参
照
）。

（
15
）
バ
ウ
ア
ー
は
デ
カ
ル
ト
の
『
省
察
』
と
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
『
第
二
の
性
』
の
構
造
上
の
類
似
性
と
そ
の
決
定
的
な
違
い
を
分
析
す
る
な
か
で
こ

の
こ
と
を
示
し
て
い
る
（B

auer 2001, chap. 2

）。

（
16
）
例
え
ば
、
表
向
き
で
は
中
絶
を
不
道
徳
な
行
為
と
禁
止
し
な
が
ら
、
女
性
に
中
絶
を
強
い
る
男
性
た
ち
の
二
枚
舌
（D

S II 338/

下26–27

）
や
、

女
性
た
ち
が
自
分
に
向
け
る
ま
な
ざ
し
の
な
か
に
男
の
理
想
像
や
男
ら
し
さ
の
期
待
を
読
み
取
る
男
性
た
ち
の
自
己
欺
瞞
（D

S II 637 -638/

下451 -
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452

）
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
（
後
者
に
つ
い
て
は
、
小
手
川2019

で
論
じ
た
）。

（
17
）
実
際
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
研
究
の
国
際
雑
誌
『
シ
モ
ー
ヌ
・
ド
・
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
研
究
』
の
二
〇
二
一
年
度
の
テ
ー
マ
に
は
「
男
性
性
」

（m
asculinity

）
が
選
ば
れ
、
ガ
ル
シ
ア
ら
が
寄
稿
し
て
い
る
（Sim

one de Beauvoir Studies, Vol. 32 (2), 2021

）。

（
18
）
本
稿
は
、
二
〇
二
二
年
六
月
二
五
日
に
開
催
さ
れ
た
実
存
思
想
協
会
第
三
八
回
大
会
講
演
会
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
実
存
」
の
趣
旨
説
明
を
端
緒
と

し
て
い
る
。
講
演
会
で
素
晴
ら
し
い
提
題
と
質
疑
応
答
を
し
て
下
さ
っ
た
藤
高
和
輝
、
横
田
祐
美
子
の
両
氏
に
深
謝
し
ま
す
。
ま
た
本
稿
の
内
容
に
関

し
て
は
、
二
〇
二
二
年
度
学
習
院
大
学
大
学
院
で
の
「
哲
学
演
習
」（
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
『
第
二
の
性
』
を
中
心
に
）
で
の
テ
キ
ス
ト
読
解
や
議
論
が

主
要
な
着
想
源
と
な
っ
た
。
演
習
に
参
加
し
、
質
問
や
意
見
を
発
し
て
く
れ
た
受
講
生
の
方
々
に
も
併
せ
て
感
謝
し
た
い
。




