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本
論
の
主
題
は
、「
権
力
」
と
「
歴
史
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
領
域
に
ま
た
が
る
諸
問

題
を
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
を
媒
介
と
し
て
、
批
判
的
に
考
察
す
る

こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
権
力
と
歴
史
の
関
係
性
は
、
と
り
わ
け
二
十
世
紀
後
半
か
ら
議
論
が
交
わ
さ
れ

て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
議
論
が
生
じ
て
き
た
背
景
に
は
第
一
に
、
近
代

に
入
り
定
式
化
さ
れ
た
「
主
体
」
概
念
の
成
立
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
第

二
の
要
因
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
主
体
概
念
の
成
立
の
も
と
建
設
さ
れ
た
近
代
国
民
国

家
が
、
お
の
れ
の
政
治
権
力
の
正
当
化
を
は
か
る
た
め
、
正
史
と
い
う
か
た
ち
で
「
歴

史
」
を
語
り
、
利
用
し
始
め
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
権
力
と
歴
史
を

め
ぐ
る
諸
問
題
は
、
近
代
に
お
け
る
主
体
概
念
と
国
民
国
家
の
成
立
と
連
動
す
る
か
た

ち
で
、
さ
か
ん
に
議
論
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
筆
者
は
こ
の
権
力
と
歴
史
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
二
十
一
世
紀
に
入
っ
た

こ
ん
に
ち
を
批
判
的
に
分
析
す
る
う
え
で
も
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
観
点
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
こ
ん
に
ち
世
界
規
模
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
市
場
経
済
・
自
由
競
争
の

状
況
に
あ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
い
ま
や
、
国
家
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
出
た
か
た
ち

で
の
権
力
闘
争
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
か
よ
う
な
競
争
原
理
の
も
と
生
じ
る
不

安
を
処
理
す
る
た
め
に
、
ま
さ
に
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
反
作
用
と
し
て
、
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
台
頭
し
て
く
る
。
そ
の
さ
い
、
国
家
が
自
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

維
持
の
た
め
に
お
こ
な
う
、「
歴
史
観
修
正
」
の
動
き
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
現
代
の
諸
状
況
を
か
ん
が
み
て
も
、
権
力
と
歴
史
を
め
ぐ
る
問
題
を
い
ま
ふ
た
た
び

問
い
直
す
意
義
は
十
分
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
ひ
と
つ
の
疑
念
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
以
上

の
よ
う
な
諸
問
題
に
応
え
る
た
め
に
、
な
ぜ
い
ま
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
を
取
り
あ
げ
る
の

か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
を
こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
意
義
は
次

の
ふ
た
つ
の
点
に
あ
る
と
考
え
る
。

　

第
一
に
、
本
論
は
権
力
と
歴
史
を
め
ぐ
る
問
題
を
、
近
代
以
降
の
議
論
枠
組
み
に
制

約
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
西
洋
文
明
全
体
を
批
判
的
に
考
察
す
る
よ
う
な
、
あ
る
射
程
の
広

さ
を
保
持
し
つ
つ
論
ず
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
・
キ
リ

ス
ト
教
以
来
の
「
形
而
上
学
」
全
体
を
、
権
力
と
歴
史
と
い
う
ふ
た
つ
の
観
点
に
も
と

づ
い
て
、
批
判
的
に
考
察
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学

を
取
り
あ
げ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
有
効
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
ニ
ー
チ
ェ
の
形
而
上

学
批
判
は
ま
さ
に
、
こ
の
権
力
と
歴
史
と
い
う
ふ
た
つ
の
観
点
か
ら
実
行
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

　

第
二
の
意
義
は
、
こ
れ
ま
で
の
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
自
体
に
内
在
す
る
問
題
に
か
か
わ
る

も
の
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、二
十
世
紀
前
半
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
呈
示
さ
れ
た
「
西

洋
形
而
上
学
の
完
成
（V

ollendung

）」
と
し
て
の
ニ
ー
チ
ェ
像
に
た
い
し
、
別
の
ニ
ー

チ
ェ
の
可
能
性
を
模
索
し
て
い
く
た
め
に
、
い
ま
一
度
ニ
ー
チ
ェ
の
権
力
と
歴
史
を
め

ぐ
る
言
説
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
以
上
の
論
点
を
基
軸
と
し
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
代
表
的
な
ニ
ー
チ
ェ

論
「
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
〈
神
は
死
ん
だ
〉（N

ietzsches W
ort:Gott ist tot

）」
と
、

ニ
ー
チ
ェ
の
代
表
的
な
著
作
『
道
徳
の
系
譜
学
（Zur Genealogie der M

oral

）』、

権
力
と
歴
史

│
│
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
の

　
　

哲
学
を
媒
介
と
し
て
│
│

小
　
寺
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二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
読
解
を
お
も
に
お
こ
な
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第
一
章
　
過
剰
な
「
価
値
還
元
主
義
者
」
と
し
て
の
ニ
ー
チ
ェ

 
│
ハ
イ
デ
ガ
ー
「
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
〈
神
は
死
ん
だ
〉」
よ
り

　

本
章
の
主
題
は
、『
杣
道
（H

olzw
ege

）』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
ニ
ー
チ
ェ
の
言

葉
〈
神
は
死
ん
だ
〉」
の
詳
細
な
読
解
を
お
こ
な
う
こ
と
で
あ
る
。
同
論
考
は
そ
の
主

張
の
明
確
さ
や
完
成
度
の
高
さ
な
ど
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
の
ひ
と
つ

の
終
着
点
と
し
ば
し
ば
み
な
さ
れ
る
。

　

同
論
考
は
ま
ず
、
前
半
部
と
後
半
部
で
論
旨
を
大
き
く
ふ
た
つ
に
分
け
て
考
え
ら
れ

る
。
前
半
部
は
「
権
力
へ
の
意
志
」
を
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
の
根
本
原
理
と
し
て
位
置
づ

け
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
さ
い
、
そ
れ
は
「
神
は
死
ん
だ
（Gott ist 

tot

）」
の
意
味
解
明
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
後
半
部
で
は
、「
権
力
へ

の
意
志
の
形
而
上
学
」
と
規
定
さ
れ
た
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
が
、「
近
代
形
而
上
学
の
完

成
」
で
あ
る
こ
と
が
明
る
み
に
さ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
は
こ
の
よ
う

に
、
ま
ず
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
を
「
権
力
へ
の
意
志
」
を
軸
に
し
て
解
釈
し
つ
つ
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
を
近
代
形
而
上
学
の
完
成
者
と
結
論
づ
け
る
と
い
う
手
法
を

と
っ
て
い
る
。

　

な
お
こ
こ
で
大
別
し
た
ふ
た
つ
の
論
旨
は
、
さ
ら
に
詳
細
に
整
理
で
き
る
。
ま
ず
前

半
部
で
論
じ
ら
れ
る
主
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
は
、
以
下
の
四
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
①

「
神
」、
②
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」、
③
「
価
値
」、
④
「
権
力
へ
の
意
志
」
で
あ
る
。
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
も
ち
い
る
こ
れ
ら
の
概
念
の
意
味
を
順
に
解
明
す
る
か
た
ち
で
、

論
を
展
開
し
て
い
く
。
こ
の
一
連
の
意
味
解
明
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
を
権
力
へ
の
意
志
の
形
而
上
学
と
位
置
づ
け
る
、
そ
の
正
当
性
が
裏

づ
け
ら
れ
る
に
い
た
る
。
さ
ら
に
後
半
部
の
論
述
は
、
ふ
た
つ
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。

そ
れ
は
① 

権
力
へ
の
意
志
の
形
而
上
学
が
、
近
代
形
而
上
学
の
「
確
知
性

（Gew
ißheit

）」
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
、
②
「
権
力
へ
の
意

志
」
に
対
応
す
る
人
間
類
型
と
し
て
の
「
超
人
」
を
示
す
こ
と
、
こ
の
ふ
た
つ
で
あ
る
。

本
章
で
は
、
以
上
で
整
理
し
た
論
の
ポ
イ
ン
ト
を
順
々
に
お
さ
え
る
し
か
た
で
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
を
詳
細
に
読
解
し
て
い
っ
た
。

　

そ
の
結
果
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ニ
ー
チ
ェ
の
権
力
へ
の
意
志
を
、
近
代
主
体
概
念
に
結

び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
を
近
代
形
而
上
学
の
本
質
た
る
「
主
体

が
基
体
で
あ
る
こ
と
（die Subjektität des Subjekt

）」
の
完
成
と
位
置
づ
け
る
に

い
た
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
こ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
ニ
ー

チ
ェ
の
哲
学
は
ま
さ
に
、
過
剰
な
「
価
値
還
元
主
義
」
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
素
描
さ

れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
本
章
で
の
最
終
的
な
結
論
と
な
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
呈
示
さ
れ
た
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
に
お
い
て
は
、

あ
ら
ゆ
る
存
在
者
は
定
立
さ
れ
た
価
値
に
も
と
づ
い
て
操
作
さ
れ
処
理
さ
れ
う
る
対
象

と
み
な
さ
れ
る
。
た
し
か
に
わ
た
し
た
ち
現
代
人
は
い
ま
や
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
の
も
と
お
こ
な
わ
れ
る
自
由
競
争
の
た
だ
な
か
に
あ
っ
て
、
あ
る
任
意
の
価
値
に
依

拠
し
た
評
価
の
側
か
ら
、
み
ず
か
ら
の
存
在
を
承
認
し
た
り
、
了
解
し
た
り
し
て
い
る
。

そ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ニ
ー
チ
ェ
の
権
力
へ
の
意
志
と
対
応
す
る
か
た
ち
で
見
出
し
た
、

不
断
に
み
ず
か
ら
の
裁
量
権
の
拡
張
を
は
か
る
新
た
な
人
間
類
型
、
つ
ま
り
「
超
人
」

の
あ
り
よ
う
と
み
ご
と
に
重
な
る
の
で
あ
る
。

第
二
章
　  

価
値
還
元
不
可
能
な
も
の
と
し
て
の
歴
史

│
ニ
ー
チ
ェ
『
道
徳
の
系
譜
学
』
解
読

　

本
章
の
目
的
は
『
道
徳
の
系
譜
学
』
の
読
解
を
通
じ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
歴
史
」
に

た
い
す
る
理
解
の
内
実
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
遂
行
の
意
義
は
お
も
に
、
次

の
ふ
た
つ
の
点
に
求
め
ら
れ
る
。

　

第
一
の
意
義
は
、
従
来
の
権
力
論
が
前
提
に
し
て
き
た
よ
う
な
、
非
歴
史
的
な
性
格
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を
も
つ
、
近
代
的
主
体
概
念
に
も
と
づ
く
主
体
理
解
を
い
ち
ど
保
留
し
、
む
し
ろ
そ
の

よ
う
な
主
体
の
同
一
性
は
、
あ
る
「
来
歴
の
語
り
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
い
う
、

別
の
視
点
へ
の
移
行
を
う
な
が
そ
う
と
す
る
試
み
に
あ
る
。

　

第
二
の
意
義
は
、
前
章
で
示
さ
れ
た
過
剰
な
「
価
値
還
元
主
義
者
」
と
し
て
の
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
と
は
異
な
る
、
か
れ
の
哲
学
の
新
た
な
可
能
性
を
模
索
し
よ

う
と
い
う
試
み
に
あ
る
。
具
体
的
に
そ
れ
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
理
解
を
再
考

す
る
か
た
ち
で
遂
行
さ
れ
る
。

　

筆
者
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ニ
ー
チ
ェ
の
提
唱
す
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
、
つ
ぎ
の
三
つ
の
こ

と
が
生
起
す
る
「
場
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
と
考
え
る
。
第
一
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は

「
超
感
性
的
な
世
界
の
定
立
の
場
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
感
性
的
な
も
の
と
超
感
性
的
な

も
の
を
区
分
し
、
後
者
の
優
位
の
も
と
、
前
者
が
そ
れ
に
担
わ
れ
規
定
さ
れ
て
き
た
、

一
連
の
歴
史
的
な
運
動
の
場
で
あ
る
。
第
二
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
「
最
上
諸
価
値
の
無

価
値
化
の
場
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
超
感
性
的
な
世
界
が
そ
の
建
設
的
な
力
を
失

う
事
態
で
あ
る
。
第
三
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
「
新
し
い
価
値
定
立
の
場
」
で
あ
る
。
ニ
ー

チ
ェ
は
最
上
諸
価
値
の
無
価
値
化
と
い
う
し
か
た
で
生
じ
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
、
ま
さ
に

そ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
徹
底
化
に
よ
る
、
新
た
な
価
値
定
立
の
原
理
に
よ
っ
て
克
服
し
よ

う
と
す
る
。

　

以
上
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
り
抽
出
さ
れ
た
ニ
ー
チ
ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
解
釈
に
も
と
づ
く

な
ら
ば
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
、
そ
れ
が
「
超
感
性
的
な
も
の
」
に
主
導
さ
れ
る
に
せ
よ
、

「
主
体
が
基
体
で
あ
る
こ
と
」
に
主
導
さ
れ
る
に
せ
よ
、
あ
く
ま
で
「
超
」
歴
史
、
あ

る
い
は
「
非
」
歴
史
的
な
視
点
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
歴
史
的
な
運
動

と
な
る
。
し
か
し
筆
者
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
む
し
ろ
は
、
超
歴
史
的
な
視
点
に
よ
っ
て
、

ニ
ー
チ
ェ
が
系
譜
学
の
特
性
と
し
て
語
る
と
こ
ろ
「
歴
史
的
な
精
神
（der histo-

rische Geist

）」
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
事
態
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
。

　

こ
の
歴
史
的
な
精
神
が
問
題
と
な
る
領
域
は
、
実
体
的
な
歴
史
過
程
で
は
な
い
。
そ

う
で
は
な
く
、
こ
の
歴
史
的
な
精
神
と
は
、
歴
史
と
呼
ば
れ
う
る
事
象
に
携
わ
る
者
の

態
度
や
あ
り
方
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
精
神
の
も
と
に
あ
る
も

の
は
、現
在
の
意
識
や
価
値
様
式
に
抑
圧
さ
れ
、隠
蔽
さ
れ
、あ
る
い
は
敗
北
し
て
い
っ

た
過
去
の
価
値
様
式
を
、
ま
さ
に
そ
の
現
在
に
対
抗
す
る
可
能
性
と
し
て
現
在
に
呼
び

覚
ま
そ
う
と
す
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
歴
史
は
、
既
存
の
権
力
に
た

い
す
る
一
種
の
「
解
体
力
」
と
し
て
、
み
ず
か
ら
の
本
領
を
発
揮
す
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に

と
っ
て
歴
史
と
は
、
か
よ
う
な
解
体
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
思
索
さ
れ
て
い
た
、
と
い

う
の
が
筆
者
の
本
章
で
の
最
終
的
な
主
張
で
あ
っ
た
。

結
　
論

　

権
力
と
歴
史
と
い
う
題
目
の
も
と
、
本
論
で
論
じ
て
き
た
こ
と
は
、
筆
者
が
現
代
を

生
き
る
な
か
で
直
面
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
に
導
か
れ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

第
一
章
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
に
依
拠
し
て
、
新
自
由
主
義
的
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
も
と
生
き
る
わ
た
し
た
ち
の
生
の
あ
り
よ
う
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。
そ
れ

に
た
い
し
、
第
二
章
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
『
道
徳
の
系
譜
学
』
の
読
解
を
通
じ
て
、
歴

史
が
現
在
支
配
的
な
価
値
様
式
や
、
そ
の
も
と
で
構
成
さ
れ
る
権
力
構
造
に
対
抗
す
る

可
能
性
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
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本
稿
の
目
的
は
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
分
析
を
解
明
す
る
こ
と
に

あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
「
基
礎
存
在
論
」
と
「
メ

タ
存
在
論
」
構
想
を
一
貫
し
た
視
座
の
も
と
見
通
し
、
そ
こ
に
お
い
て
現
存
在
に
い
か

な
る
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
の
「
生
」

に
と
っ
て
現
存
在
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
筆
者
独
自
の
視

点
か
ら
回
答
を
与
え
る
。
上
記
二
点
が
本
稿
の
主
題
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在

分
析
を
い
か
に
受
容
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
哲
学
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
か
と

い
う
問
題
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
は
必
然
的
に
、「
哲
学
と
は
な
に
か
」
と
い
う
問
い
を

引
き
起
こ
す
重
要
な
問
題
系
な
の
で
あ
る
。

第
一
章
　『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
現
存
在
の
存
在
論

　

ま
ず
第
一
章
で
は
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
「
基
礎
存
在
論
」
構

想
の
概
要
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
お
け
る
現
存
在
の
位
置
を
明
確
化
す

る
。
し
か
し
な
が
ら
同
書
を
解
読
す
る
こ
と
は
、
一
筋
縄
に
は
い
か
な
い
。

　

解
読
の
難
解
さ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。『
存
在
と
時
間
』
刊
行
以

前
の
講
義
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
自
身
の
哲
学
を
「
事
実
性
（
日
常
性
）
の
解
釈

学
」
と
名
付
け
て
お
り
、『
存
在
と
時
間
』
は
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

十
全
な
理
解
の
た
め
に
は
こ
の
よ
う
な
背
景
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。「
基
礎

存
在
論
」
と
し
て
、
従
来
の
形
而
上
学
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
存
在
論
を
批
判

す
る
た
め
、
独
自
の
術
語
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
。
そ
の
術
語
は
、
日
常
的
な
ド
イ
ツ

語
の
用
法
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
新
た
な
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
分
析
の
主
題

と
な
っ
て
い
る
当
の
現
存
在
が
、
多
層
的
な
構
造
・
多
義
的
な
意
味
の
も
と
描
か
れ
て

い
る
た
め
、
一
義
的
に
は
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
等
々
。
以
上
の
よ
う
な

難
点
に
つ
き
ま
と
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
多
層
的
で
多
義
的
な
難
解

さ
こ
そ
が
、『
存
在
と
時
間
』
の
魅
力
で
も
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
解
釈
さ
れ

続
け
て
い
る
理
由
で
も
あ
る
。

　

本
章
で
は
あ
く
ま
で
、『
存
在
と
時
間
』
に
焦
点
を
絞
り
、「
基
礎
存
在
論
」
構
想
を

解
明
す
る
こ
と
に
努
め
る
。「
基
礎
存
在
論
」
構
想
に
着
目
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
い
く
つ

か
あ
る
が
、
本
章
は
特
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、

「
メ
タ
存
在
論
」
と
の
か
か
わ
り
、
も
し
く
は
そ
れ
へ
の
変
更
と
い
う
問
題
が
、
よ
り

見
通
し
や
す
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
メ
タ
存
在
論
」
を
適
切
に
理
解
す
る
た

め
に
は
、「
基
礎
存
在
論
」
の
十
全
な
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
存
在

と
時
間
』
と
い
う
書
物
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
「
基
礎
存
在
論
」
と
い
う
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

独
自
の
存
在
論
に
お
い
て
、
現
存
在
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
か
を
見
る

こ
と
が
、
ま
ず
も
っ
て
必
要
な
の
で
あ
る
。

　

最
初
に
、
基
礎
存
在
論
構
想
の
基
本
的
な
理
念
を
考
察
す
る
。
続
い
て
、
そ
の
出
発

点
で
あ
る
と
こ
ろ
の
現
存
在
分
析
を
、「
世
界
内
存
在
」
と
い
う
根
本
体
制
に
も
と
づ

い
て
見
て
ゆ
く
。
最
後
に
、
現
存
在
の
存
在
で
あ
る
「
気
遣
い
」、
お
よ
び
そ
の
意
味

で
あ
る
「
時
間
性
」
へ
と
歩
み
を
進
め
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
現
存
在
分
析
を
、

そ
の
全
体
の
構
造
の
も
と
解
き
明
か
す
。

現
存
在
と
存
在
論

│
│
「
生
」
と
密
接
に
連
関
し
た
哲
学
の
試
み
│
│

匂
　
坂
　
　
　
亮



1285（60）

第
二
章
　『
形
而
上
学
の
根
本
諸
問
題
』
に
お
け
る

　
　
　
　
現
存
在
と
存
在
論

　

第
二
章
で
は
、「
メ
タ
存
在
論
」
構
想
を
踏
ま
え
、『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』
に

お
け
る
現
存
在
の
問
題
を
解
読
す
る
。『
論
理
学
講
義
』「
補
遺
」
で
の
「
メ
タ
存
在
論
」

構
想
を
詳
細
に
検
討
し
た
の
ち
、『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』
で
の
現
存
在
の
「
根

本
気
分
」、
お
よ
び
「
世
界
」
の
問
題
を
あ
つ
か
う
。
こ
れ
を
通
じ
、
存
在
論
に
お
け

る
現
存
在
の
優
位
を
、『
存
在
と
時
間
』
と
は
別
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
。

　
「
メ
タ
存
在
論
」
構
想
か
ら
見
て
と
れ
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
基
礎
存
在
論
」

構
想
を
放
棄
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
そ
れ
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ

る
新
た
な
試
み
で
あ
る
。
メ
タ
存
在
論
構
想
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、
基
礎
存
在
論
理
解

に
大
き
な
役
割
を
も
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
存
在
論
に
お
け
る
現
存
在
の
優
位
を
解

明
す
る
た
め
に
も
不
可
欠
で
あ
る
。

　

本
章
で
は
、
一
九
二
八
年
夏
学
期
講
義
『
論
理
学
の
形
而
上
学
的
始
原
諸
根
拠
』
に

お
い
て
、
メ
タ
存
在
論
が
い
か
な
る
構
想
で
あ
る
か
の
概
要
を
つ
か
む
。
つ
ぎ
に
、
目

を
向
け
る
の
は
一
九
二
九
／
三
〇
年
冬
学
期
講
義
『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』
で
あ

る
。『
論
理
学
講
義
』
の
翌
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
こ
の
講
義
は
、
メ
タ
存
在
論
構
想
が

具
体
的
な
事
象
の
分
析
の
も
と
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
講
義
の

主
題
と
し
て
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
現
存
在
分
析
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

講
義
は
、『
存
在
と
時
間
』
に
な
ら
び
、
存
在
論
と
現
存
在
と
の
関
係
、
な
ら
び
に
現

存
在
の
「
生
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
の
に
、
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
講
義
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
は
、
本
稿
に
と
っ
て
非
常
に
有
意
義
で
あ
る
。

さ
ら
に
、『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』
で
扱
わ
れ
て
い
る
二
つ
の
主
題
を
順
に
検
討

し
て
ゆ
く
。
第
一
に
現
存
在
の
根
本
気
分
の
問
題
で
あ
り
、
第
二
に
、
現
存
在
と
そ
の

ほ
か
の
存
在
者
と
の
世
界
と
の
関
係
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

第
三
章
　
現
存
在
と
存
在
論
、
そ
し
て
生

　

最
後
の
第
三
章
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
『
存
在
と
時
間
』『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』

を
通
じ
て
な
さ
れ
た
分
析
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
意
図
し
た
存
在
論
を
見

て
取
る
と
と
も
に
、
そ
の
存
在
論
に
お
い
て
、
な
ぜ
現
存
在
が
格
別
な
地
位
を
与
え
ら

れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
解
釈
す
る
。
こ
の
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
現
存
在
と
生
、

ま
た
生
と
哲
学
が
い
か
に
密
接
な
連
関
の
も
と
に
あ
る
の
か
を
、
筆
者
独
自
の
「
生
」

か
ら
一
つ
の
結
論
へ
と
導
く
こ
と
に
す
る
。

　

第
一
章
、
第
二
章
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
観
点
か
ら
考
察
し
た
現
存
在
の
姿

を
も
と
に
、
存
在
論
に
お
い
て
現
存
在
が
い
か
な
る
優
位
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
解
明

す
る
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
生
」
と
現
存
在
と
い
う
問
題
に
つ
な
が

る
。
た
し
か
に
現
存
在
分
析
は
、
存
在
論
に
お
い
て
格
別
な
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
具
体
的
な
事
例
を
踏
ま
え
た
構
造
分
析
も
、
た
い
へ
ん
説
得
力
が

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
は
た
し
て
わ
れ
わ
れ
は
本
当
に
そ
の
よ
う
な
現
存
在
な
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
い
は
、
非
西
洋
文
化
圏
に
住
む
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
こ
と
さ
ら

問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、『
存
在
と
時
間
』
は
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
に
よ
る
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
反
復
（W

iederholung

）」
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
伝
統
の
解
体
構
築
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
喫
緊
の

課
題
で
あ
っ
た
の
も
、
ま
ず
な
に
よ
り
そ
れ
が
自
身
が
属
す
る
伝
統
の
問
題
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

　

と
い
う
の
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
問
題
意
識
の
出
発
点
は
、
つ
ね
に
か
れ
が
生
き
た
時

代
状
況
へ
の
応
答
で
あ
る
。『
存
在
と
時
間
』
で
は
、
当
時
の
学
全
体
の
危
機
を
感
じ
、

そ
の
原
因
を
存
在
の
意
味
と
い
う
根
本
基
盤
の
確
立
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
。

『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』
で
は
、「
文
化
哲
学
」
の
蔓
延
と
そ
れ
を
求
め
る
現
代
人

か
ら
根
本
気
分
と
し
て
の
退
屈
を
分
析
の
対
象
と
し
た
。
そ
れ
に
と
も
な
う
さ
ま
ざ
ま



優
秀
修
士
論
文
概
要

（61）1284

な
存
在
者
の
世
界
分
析
は
、
当
時
の
生
物
学
の
あ
ら
た
な
基
礎
づ
け
を
試
み
た
も
の
で

あ
る
。

　

こ
れ
ら
当
時
の
状
況
は
、
西
洋
に
伝
統
的
な
学
問
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
根
本
か
ら
、
す
な
わ
ち
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
か
ら
問
い
直
す
こ
と
こ
そ
、
問
題

の
解
決
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
当
時
の
時
代
状
況
も
、
西
洋
の
伝
統
も
「
異
国
」
の
も
の
で
あ

り
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
伝
統
で
は
な
い
。

　

こ
こ
か
ら
根
本
的
な
問
い
が
生
じ
る
。
は
た
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む

こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
を
現

存
在
で
あ
る
と
読
み
替
え
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
分
析
は
、
そ
の
伝
統
に
属
さ
な
い
わ
れ
わ

れ
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
の
問
い
は
、
哲
学
と

は
な
に
か
と
い
う
問
題
と
も
か
さ
な
る
。
哲
学
と
は
存
在
論
で
あ
る
と
い
っ
た
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
「
他
な
る
も
の
」
の
受
容
で

あ
る
。
こ
こ
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

か
く
し
て
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
と
こ
ろ
の
現
存
在
分
析
の
解
明
は
、
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
「
現
存
在
」
と
は
な
に
か
、「
哲
学
」
と
は
な
に
か
、
と
い
う
問
い
へ
と
変
貌

す
る
の
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
第
一
章
、
第
二
章
で
解
明
さ
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
足
取

り
を
も
と
に
、
現
代
の
日
本
を
生
き
る
筆
者
の
視
点
か
ら
暫
定
的
な
結
論
を
出
す
こ
と

を
試
み
る
。

　

ま
ず
、
こ
れ
ま
で
解
明
さ
れ
た
現
存
在
分
析
を
綜
合
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
に

お
い
て
現
存
在
と
は
、
い
か
な
る
優
位
を
も
つ
の
か
を
見
て
と
る
。
す
な
わ
ち
、
存
在

論
に
お
け
る
現
存
在
の
「
中
軸
的
意
味
」
を
解
明
す
る
。
次
に
、
こ
の
「
中
軸
的
意
味
」

を
も
と
に
、
あ
ら
た
め
て
現
存
在
の
全
体
的
構
造
を
考
察
し
直
す
。
こ
こ
に
お
い
て
一

九
二
〇
年
代
後
半
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
に
お
け
る
、
現
存
在
と
い
う
問
題
を
見
通
し

よ
く
す
る
。
最
後
に
、
い
よ
い
よ
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
、「
現
存
在
」
と
は
な

に
か
と
い
う
問
題
へ
と
踏
み
込
む
。
は
た
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
緻
密
に

描
き
出
し
た
と
こ
ろ
の
「
現
存
在
」
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
「
生
」

に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
示
唆
的
で
あ
る
の
は
、『
存
在
と
時
間
』
第
一
部
第
二

篇
第
五
章
「
時
間
性
と
歴
史
性
」
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
こ
の
章
は
、『
存

在
と
時
間
』
全
体
の
構
造
か
ら
し
て
特
異
な
も
の
と
み
な
さ
れ
、
軽
視
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
直
前
で
解
明
さ
れ
た
現
存
在
の
「
時
間
性
」
を
も
と
に
展
開
さ
れ
る

歴
史
解
釈
は
、
こ
の
時
間
性
の
具
体
化
で
あ
り
、
現
存
在
分
析
の
頂
点
に
あ
る
。

　

さ
ら
に
『
存
在
と
時
間
』
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
い
う
現
存
在
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、「
時
間
性
と
歴
史
性
」
章
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
態
度

表
明
で
あ
る
と
と
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
章
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

自
身
の
哲
学
に
た
い
す
る
姿
勢
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
姿
勢
は
、
そ
の
ま
ま
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
わ
れ
わ
れ
に
も
適
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
は
は
た
し
て
現
存
在
で
あ
る
の
か
ど

う
か
と
い
う
問
い
や
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
哲
学
と
は
な
に
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る

た
め
の
手
が
か
り
で
も
あ
る
。


