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一
　
は
じ
め
に

　
本
稿
の
目
的
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
者
Ｅ
・
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
『
肉

体
化
さ
れ
た
倫
理
）
1
（

』（
二
〇
一
〇
）
の
「
肉
体
性
」
概
念
に
着
目
す
る
こ

と
で
、
Ｌ
・
イ
リ
ガ
ラ
イ
の
「
性
的
差
異
の
倫
理
」
と
和
辻
倫
理
学
と
の

比
較
を
通
じ
て
〈
肉
体
化
さ
れ
た
ケ
ア
倫
理
〉
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
際
に
筆
者
は
、〈
ケ
ア
の
形メ

タ

フ

ィ

ジ

ッ

ク

ス

而
上
学
〔
＝
メ
タ
肉
体
学
〕〉
の
視
座
の

も
と
で
、〈
肉
体
化
さ
れ
た
ケ
ア
倫
理
〉
を
〈
ケ
ア
の
地
球
倫
理
〉
へ
の

一
階
梯
と
捉
え
て
考
察
す
る
。

　
筆
者
の
い
う
〈
ケ
ア
の
地
球
倫
理
〉
と
は
、
人
間
や
〈
地
球
〉
の
生
き

と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
を
ケ
ア
の
対
象
に
す
る
倫
理
で
あ
る
。〈
ケ
ア

の
地
球
倫
理
〉
に
お
け
る
〈
地
球
〉
と
は
、「
あ
く
ま
で
も
統
一
さ
れ
よ

う
の
な
い
不
可
視
の
全
体
」
で
あ
り
、「
統
一
さ
れ
よ
う
も
な
い
多
種
多

様
性
＝
無
限
を
包
ん
で
い
る
」
が
、「
同
時
に
無
際
限
で
は
な
く
閉
ざ
さ

れ
て
」
い
な
が
ら
、「
生
命
を
含
む
生
産
の
総
体
で
あ
り
、
社
会
形
成
を

含
む
出
来
事
の
総
体）

2
（

」
を
意
味
す
る
。
し
か
も
〈
ケ
ア
の
地
球
倫
理
〉
は
、

過
去
の
存
在
者
や
来
る
べ
き
未
来
の
存
在
者
を
も
含
む
が
ゆ
え
に
、

〈
形メ

タ

フ

ィ

ジ

カ

ル

而
上
学
的
〔
＝
メ
タ
肉
体
学
的
〕
な
思
考
〉
が
要
請
さ
れ
、〈
ケ
ア
の

形
而
上
学
〉
に
よ
る
基
礎
づ
け
が
必
要
と
な
る
。

　
そ
も
そ
も
「
ケ
ア
の
倫
理
」
と
は
、
Ｃ
・
ギ
リ
ガ
ン
の
『
異
な
る
声
』（
一

九
八
二
）
に
始
ま
る
。
彼
女
は
、
Ｌ
・
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
男
子
を
モ
デ
ル

化
し
た
「
道
徳
性
の
発
達
」
理
論
を
批
判
し
、
女
子
の
道
徳
性
を
「
ケ
ア

の
倫
理
」
と
し
て
特
徴
づ
け
、
男
子
の
「
正
義
の
倫
理
」
に
対
置
し
た
。

そ
れ
以
後
、
ケ
ア
倫
理
に
は
性
的
差
異
の
問
題
が
纏
わ
り
付
い
て
い
る
。

し
か
も
ケ
ア
の
倫
理
は
、
他
者
へ
の
気
遣
い
、
配
慮
、
他
者
の
肉
体
の
世

話
と
い
う
〈
ケ
ア
の
実
践
〉
と
不
可
分
で
あ
る
。
ま
た
、
他
者
が
性
的
肉

体
を
保
持
す
る
以
上
、〈
性
的
肉
体
に
関
わ
る
ケ
ア
と
は
何
か
〉
と
い
う

基
礎
づ
け
的
な
問
い
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

森
　
村
　
　
　
修
　

〈
研
究
論
文
４
〉

　
「
性
的
差
異
」
の
ケ
ア
倫
理
学

│
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
倫
理
学
と
和
辻
倫
理
学
に
お
け
る
「
肉
体
」
の
問
題

│
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お
け
る
様
々
な
自
己
の
あ
い
だ
の
間
性
（
ア
イ
ダ
ガ
ラ
）
に
お
け
る
社
会

的
な
も
の
と
し
て
の
人
間
存
在
で
あ
る）

5
（

」。

　
彼
女
に
と
っ
て
、〈
ニ
ン
ゲ
ン
〉
が
個
人
性
も
社
会
性
も
同
時
に
含
ん

で
い
る
概
念
で
あ
る
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
。
和
辻
に
よ
れ
ば
、「
人
間
存

在
」
の
「
二
重
構
造）

6
（

」
は
、
個
人
性
と
社
会
性
を
含
む
否
定
の
運
動
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
行
為
す
る
個
人
は
人
間
の
全
体
性
を
否
定
す
る
こ

と
で
成
立
し
、
人
間
の
全
体
性
は
ま
た
個
人
の
個
別
性
を
否
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。
つ
ま
り
「
二
つ
の
否
定
が
人
間
の
二
重
性
を
構
成

す
る）

7
（

」。
そ
れ
ゆ
え
、「
人
間
存
在
が
根
源
的
に
否
定
の
運
動
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
人
間
存
在
の
根
源
が
否
定
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

、
す
な
わ
ち
絶
対
的
否

0

0

0

0

定
性

0

0

」
で
あ
り
、「
個
人
も
全
体
も
そ
の
真
相
に
お
い
て
は
『
空
』
で
あ
り
、

そ
う
し
て
そ
の
空
が
絶
対
的
全
体
性
）
8
（

」
に
他
な
ら
な
い
。

　
和
辻
に
言
及
す
る
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
、
自
己
を
「
空em

pty

」
と
し
て

解
釈
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
自
己
を
実
体
的
存
在
と
し
て
捉
え
る
こ
と
か

ら
逃
れ
ら
れ
る
と
考
え
た
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
自
他
が
互
い
に
「
空
」
で

あ
る
こ
と
で
相
関
的
に
な
り
、
互
い
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
り
、
さ
さ

え
合
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
に
よ
れ

ば
、〈
ニ
ン
ゲ
ン
〉
が
絶
対
的
否
定
性
と
し
て
の
「
空
」
で
あ
る
限
り
、

自
他
の
「
ア
イ
ダ
ガ
ラ
」
も
常
に
相
対
化
さ
れ
う
る
。
と
い
う
の
も
、
自

己
も
他
者
も
〈
ア
イ
ダ
ガ
ラ
〉
に
お
い
て
は
相
対
的
で
あ
り
、
両
者
の
関

係
性
も
流
体
的
／
可
変
的
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
も
両
者
は
〈
ア
イ
ダ
ガ

ラ
〉
と
し
て
互
い
を
さ
さ
え
、
結
び
つ
き
合
う
。
こ
う
し
て
マ
ッ
カ
ー
シ

ー
は
、〈
ニ
ン
ゲ
ン
〉
の
な
か
に
、
ケ
ア
の
倫
理
に
「
互
い
に
さ
さ
え
合

　
以
上
か
ら
本
稿
で
は
、
イ
リ
ガ
ラ
イ
と
和
辻
の
〈
あ
い
だ
〉
を
架
橋
す

る
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
挑
戦
を
引
き
受
け
、〈
肉
体
性
を
介
し
た
ケ
ア
倫
理
〉

を
下
記
の
三
点
を
中
心
に
検
討
す
る
。
第
一
に
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
に
即
し

て
、
和
辻
倫
理
学
の
「
ニ
ン
ゲ
ンningen

」
概
念
を
検
討
す
る
。
第
二
に
、

マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
〈
ケ
ア
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
倫
理
学
〉
か
ら
〈
間
柄
の
倫

理
〉
と
性
的
差
異
の
倫
理
を
考
察
し
、〝
性
的
差
異
を
含
ん
だ
間
柄
の
倫

理
〞
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
第
三
に
、
ケ
ア
に
と
っ
て
の
〈
ケ
ア
の
形

而
上
学
〉
の
必
要
性
に
言
及
す
る
。

二
　「
肉
体
性
」
と
「
間
柄
」
の
問
題

　
　
│
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
か
ら
見
た
「
身
心
」

　
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
、
比
較
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
の
立
場
か
ら
、
近
代
日

本
哲
学
と
現
代
西
洋
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
と
い
う
「
そ
れ
以
上
、
か
け
離

れ
た
も
の
は
あ
り
え
な
い
二
つ
の
哲
学
）
3
（

」
を
比
較
し
、「
肉
体
化
さ
れ
た

ケ
ア
倫
理
学
」
を
構
想
す
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
和
辻
の
唱
え
る
「
人
間

の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
は
、「
人
間
」
を
「
人
と
人
と
の
間
柄
」
と
し

て
考
察
す
る
こ
と
で
、
西
洋
個
人
主
義
的
な
伝
統
を
批
判
し
、
乗
り
越
え

よ
う
と
し
た
。「
和
辻
の
倫
理
学
理
論
の
核
は
、〈
ニ
ン
ゲ
ン）

4
（

〉
と
し
て
理

解
さ
れ
た
人
間
存
在
に
つ
い
て
の
彼
の
概
念
で
あ
る
。
倫
理
的
諸
問
題
の

場
所
は
、
彼
が
い
う
よ
う
に
『
孤
立
化
さ
れ
た
個
人
の
意
識
の
な
か
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
人
と
人
と
の
間
に
あ
る
』。
い
い
か
え
れ
ば
、

倫
理
学
と
は
人
間
存
在
の
研
究
、
あ
る
い
は
〈
ニ
ン
ゲ
ン
ガ
ク
〉
で
あ
る
。

つ
ま
り
人
間
存
在
と
は
、
単
に
個
人
的
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
に
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し
て
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
、〈
ニ
ン
ゲ
ン
〉
や
〈
ア
イ
ダ
ガ
ラ
〉
の
「
肉
体
性
」

か
ら
「
肉
体
化
さ
れ
た
倫
理
」
を
構
想
す
る
の
で
あ
る
。

三
　
性
別
分
業
か
ら
「
性
的
差
異
」
の
問
題
圏
へ

　
　
―「
ケ
ア
」
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
倫
理
学

　
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
に
よ
れ
ば
、
ケ
ア
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
倫
理
学
は
、〈
互

い
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
〉
と
〈
互
い
に
さ
さ
え
合
う
こ
と
〉
に

着
目
す
る
と
い
う
点
で
、
和
辻
倫
理
学
と
関
わ
る
。
と
い
う
の
も
、
両
者

は
〈
肉
体
化
さ
れ
た
関
係
性
〉
を
共
通
点
に
も
つ
か
ら
だ
。
し
か
し
、
も

ち
ろ
ん
、
両
者
が
す
べ
て
を
共
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト

倫
理
学
は
、
女
性
の
主
体
性
（fem

ale subjectivity

）
を
放
棄
せ
ず
、

自
他
の
関
係
性
に
基
づ
く
倫
理
学
を
め
ざ
す
。
そ
れ
は
、
自
他
間
に
あ
る

親
密
性
を
基
礎
に
す
る
倫
理
で
あ
り
、
自
己
の
う
ち
に
他
者
と
の
関
係
性

を
包
摂
し
、
両
者
の
相
関
関
係
と
相
互
依
存
性
を
重
視
す
る
。
し
か
し
、

女
の
自
律
性
（w

om
en’s   autonom

y

）
は
手
放
さ
な
い
。

　
そ
れ
に
対
し
て
和
辻
倫
理
学
は
、
肉
体
的
連
関
に
基
づ
く
〝
個
的
な
〞

肉
体
を
消
去
す
る
方
向
に
向
か
う
。
和
辻
が
、
間
柄
の
倫
理
を
「
人
倫
的

組
織
」
へ
と
発
展
さ
せ
、「
二
人
共
同
体
」
の
「
性
愛
と
夫
婦
」
を
語
る

と
き
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
倫
理
学
と
の
差
異
が
強
烈
に
際
立
つ
）
16
（

。
和
辻
に
と

っ
て
性
的
差
異
の
問
題
は
、「
性
愛
」
に
よ
っ
て
「
夫
婦
〔
男
女
〕」
が

〝
肉
体
的
合
一
〞
と
な
る
こ
と
と
切
り
離
せ
な
い
か
ら
だ
。

　
し
か
も
〈
肉
体
化
さ
れ
た
ケ
ア
倫
理
〉
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
こ
そ
、

ケ
ア
倫
理
の
な
か
に
性
的
差
異
と
相
互
の
肉
体
性
を
組
み
込
む
こ
と
で
あ

う
こ
と
」
と
い
う
概
念
の
萌
芽
を
見
い
だ
す
。

　
し
か
も
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
、
和
辻
の
「
肉
体
」
概
念
も
見
逃
さ
な
い
。

彼
女
は
『
風
土̶

人
間
学
的
考
察
』（
一
九
三
五
）
の
な
か
に
和
辻
の
肉

体
観
を
見
い
だ
し
、
和
辻
に
と
っ
て
肉
体
が
単
な
る
「
物
体
」
で
は
な
く
、

「
肉
体
の
主
体
性
」
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
。「
主
体
的
な
肉
体
な
る
も

の
は
孤
立
せ
る
肉
体
で
は
な
い
。
孤
立
し
つ
つ
合
一
し
、
合
一
に
お
い
て

孤
立
す
る
と
い
う
ご
と
き
動
的
な
構
造
を
持
つ
の
が
主
体
的
肉
体
で
あ

る
）
9
（

」
と
い
う
和
辻
の
指
摘
か
ら
、
彼
女
は
、
和
辻
の
肉
体
を
「
自
己
活
動

的
身
体
（self-active bod

）
10
（y

）」
と
考
え
る）

11
（

。

　〈
ニ
ン
ゲ
ン
〉
は
「
肉
体
化
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
自
他
の
〈
ア
イ

ダ
ガ
ラ
〉
を
含
ん
で
い
る）

12
（

。
そ
し
て
彼
女
に
よ
れ
ば
、
和
辻
の
自
己
は
肉

体
を
介
し
た
間
柄
的
関
係
を
孕
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
自
己
を
形
成
し
て
い

る
）
13
（

。
彼
女
は
、
和
辻
の
「
肉
体
的
連
関
」
の
例
と
し
て
、
母
子
関
係
と
友

人
関
係
を
取
り
上
げ
、
母
子
・
友
人
同
士
の
関
係
性
の
な
か
に
〈
ア
イ
ダ

ガ
ラ
〉
を
介
し
た
倫
理
的
空
間
を
見
い
だ
す
。
ま
た
彼
女
は
、
湯
浅
泰
雄

の
肉
体
的
「
間
柄
」
解
釈
を
援
用
し
て
、「
和
辻
に
お
い
て
は
、
生
活
＝

空
間
に
お
け
る
主
体
的
意
味
連
関
と
し
て
の
『
間
柄
』
は
『
肉
体
的
連
関
』

と
し
て
」
捉
え
、
そ
の
連
関
は
「
心
理
的
関
係
で
も
な
け
れ
ば
物
理
的
関

係
で
も
な
く
、
ま
た
そ
の
両
者
の
結
合
と
考
え
て
も
い
け
な
い）

14
（

」
と
い
う
。

　
彼
女
は
〈
ア
イ
ダ
ガ
ラ
〉
を
肉
体
的
連
関
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
肉

体
的
連
関
が
物
理
的
肉
体
の
関
係
で
は
な
く
、〈
ア
イ
ダ
ガ
ラ
〉
と
し
て

互
い
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
。
し
か
も
彼
女
は
、
そ
れ
を
「
親
密
性
と
身

心
の
合
一intim

acy and oneness of body-m
in

）
15
（d

」
と
考
え
る
。
こ
う
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四
　
イ
リ
ガ
ラ
イ
の
「
性
的
差
異
の
倫
理
」

　
　
―「
他
者
の
超
越
」
と
い
う
問
題

　
イ
リ
ガ
ラ
イ
は
、『
性
的
差
異
の
倫
理
』（
一
九
八
四
）
で
、「
性
的
差

異
は
お
そ
ら
く
現
代
の
た
だ
一
つ
の
考
え
る
べ
き
事
柄
で
し
ょ
う）

19
（

」
と
語

っ
て
い
る
。
和
辻
か
ら
〈
ア
イ
ダ
ガ
ラ
〉
を
学
ん
だ
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
、

イ
リ
ガ
ラ
イ
か
ら
「
性
あ
る
い
は
肉
の
倫
理
）
20
（

」
を
学
ぶ
。
そ
れ
で
は
、「
性

的
差
異
の
倫
理
」
と
は
何
な
の
か
。

　
ま
ず
イ
リ
ガ
ラ
イ
に
と
っ
て
、
性
的
差
異
以
外
に
他
者
性
は
あ
り
え
な

い
）
21
（

。
他
者
と
は
「
永
久
に
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
」、「
性
的
に
異
な
る）

22
（

」

他
者
で
あ
る
。
女
と
男
の
差
異
は
消
去
で
き
ず
、
両
者
を
一
方
に
還
元
で

き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
リ
ガ
ラ
イ
に
と
っ
て
、
性
的
差
異
と
は
存
在
論

的
差
異
で
も
あ
る）

23
（

。

　
し
か
も
彼
女
は
、
性
的
差
異
の
倫
理
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、「
賛
嘆

0

0

に
立
ち
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、「
こ
の

〔
デ
カ
ル
ト
の
〕
情
念
は
反
対
物
も
相
容
れ
な
い
も
の
も
持
つ
こ
と
は
な

く
、
し
か
も
常
に
最
初
の
一
回
か
ぎ
り
」
で
あ
り
、
女
と
男
は
互
い
に
入

れ
か
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ゆ
え
に
、
常
に
最
初
の
一
回
だ
け
出
会
う
）
24
（

。

性
的
差
異
が
あ
る
か
ら
、
女
と
男
が
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。
性
的
差
異

が
男
女
を
結
び
つ
け
る
。
そ
し
て
両
者
の
出
会
い
が
「
賛
嘆
」
を
生
じ
さ

せ
る
。「
賛
嘆
は
男
女
両
性
を
そ
の
差
異
と
い
う
資
格
に
お
い
て
代
替
不

可
能
な
ま
ま
に
保
っ
て
い
る
」。「
両
性
の
間
に
自
由
で
魅
惑
的
な
一
つ
の

空
間
」
と
「
分
離
と
結
合
の
可
能
性
が
あ
る）

25
（

」。
つ
ま
り
、
両
性
の
〈
あ

る
。
ち
な
み
に
昨
今
の
ケ
ア
倫
理
研
究
で
は
、
性
的
差
異
の
問
題
は
性
別

分
業
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
Ｆ
・
ブ
ル
ジ
ェ
ー
ル
は
『《
ケ

ア
》
の
倫
理
』（
二
〇
一
一
）
の
な
か
で
、「
キ
ャ
ロ
ル
・
ギ
リ
ガ
ン
は
、

自
身
の
著
書
『
異
な
る
声
』
で
、
女
た
ち
は
男
た
ち
と
違
う
形
で
道
徳
に

つ
い
て
考
え
る
の
だ
と
述
べ
た
。
そ
の
と
き
、
彼
女
は
、
男
女
の
性
別
分

業
を
道
徳
に
ま
で
適
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く

て
、
彼
女
は
、
ほ
と
ん
ど
隠
さ
れ
、
議
論
さ
れ
な
い
ま
ま
に
さ
れ
て
き
た

概
念
、『
ケ
ア
』
を
明
る
み
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
配

慮
す
る
こ
と
』
が
女
た
ち
に
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
隠
さ
れ
、

議
論
さ
れ
ず
、
さ
ら
に
、
無
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る）

17
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　
ケ
ア
の
倫
理
が
議
論
さ
れ
る
ま
で
、
ケ
ア
労
働
者
の
多
く
が
女
性
で
あ

っ
た
し
、
そ
の
こ
と
を
公
に
議
論
す
る
場
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ブ
ル

ジ
ェ
ー
ル
が
い
う
よ
う
に
、「『
ケ
ア
の
倫
理
』
は
、
家
父
長
制
の
、
男
性

中
心
の
権
力
が
課
し
た
多
数
派
の
道
徳
を
理
想
と
す
る
の
を
止
め
よ
う
と

提
案
す
る
。（
中
略
）
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
〔
こ
れ
ま
で
封
じ

ら
れ
て
い
た
〕
女
た
ち
の
〔
道
徳
の
〕
声
を
舞
台
に
登
場
さ
せ
、
道
徳
の

境
界
を
変
え
る
こ
と
だ）

18
（

」。

　
お
そ
ら
く
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
も
ま
た
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
倫
理
学
に
根
ざ
す

限
り
、
ブ
ル
ジ
ェ
ー
ル
に
同
意
す
る
だ
ろ
う
。
た
だ
私
た
ち
に
は
、
性
別

分
業
を
語
る
〝
前
〞
に
ま
だ
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。「
女
た
ち
の
声
」

を
「
道
徳
」
と
い
う
「
舞
台
」
に
登
場
さ
せ
る
〝
前
〞
に
、
性
的
差
異
そ

の
も
の
を
問
題
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
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い
う
世
界
内
存
在
へ
と
拡
張
で
き
る
と
考
え
た
。「〈
ア
イ
ダ
ガ
ラ
〉
は
、

特
定
の
あ
な
た

0

0

0

と
特
定
の
私0

と
の
超
越
（transcendence of the you  and 

the I

）
の
た
め
の
モ
デ
ル
を
提
供
す
る）

30
（

」。
そ
の
モ
デ
ル
は
、
性
の
〈
あ

い
だ
〉
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
文
化
や
哲
学
的
伝
統
の
〈
あ
い
だ
〉
へ
拡

張
で
き
る
。
そ
れ
は
、
筆
者
か
ら
見
た
と
き
、
生
者
と
死
者
、
生
者
と
こ

れ
か
ら
生
ま
れ
出
る
も
の
と
の
〈
あ
い
だ
〉
へ
も
拡
張
で
き
る
は
ず
だ
。

　
し
か
し
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
と
イ
リ
ガ
ラ
イ
と
の
〈
あ
い
だ
〉
に
は
決
定
的

な
差
異
が
あ
る
。
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
、
イ
リ
ガ
ラ
イ
の
「
粘
液
状
の
も
の
」

や
「
流
動
性
」
概
念
と
〈
ニ
ン
ゲ
ン
〉
概
念
を
重
ね
合
わ
せ
る
際
に
、
詩

人
哲
学
者
Ｅ
・
グ
リ
ッ
サ
ン
に
触
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
高
祖
は
、
グ
リ

ッ
サ
ン
の
「
関
係
性
の
詩
学
」
に
触
れ
て
、「
そ
れ
〔
関
係
性
の
詩
学
〕
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
特
異
性
が
、
己
を
解
体
す
る
こ
と
も
な
く
、
消
滅
さ
せ
る
こ

と
も
な
く
開
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
関
係
性
の
場
で
あ
り
、
か
つ
そ
の

よ
う
な
状
況
へ
の
讃
歌
で
あ
る
。『
関
係
性
の
詩
学
』
が
一
方
で
重
視
す

る
の
は
、
非
中
心
的
な
翻
訳
の
連
鎖
で
あ
る）

31
（

」。
ア
ナ
キ
ス
ト
で
あ
る
高

祖
は
、
多
言
語
が
行
き
交
う
「
群
島
的
世
界
」（
グ
リ
ッ
サ
ン
）
の
様
子
を
、

誤
解
を
も
含
み
込
む
差
異
の
関
係
と
し
て
捉
え
る
。
そ
こ
に
彼
は
「
新
し

い
ア
ナ
キ
ズ
ム
」
の
可
能
性
を
見
る
が
、
ま
さ
し
く
ケ
ア
関
係
と
は
、
差

異
に
基
づ
く
誤
解
と
不
理
解
、
差
別
と
排
除
と
い
う
動
的
関
係
が
成
立
す

る
あ
る
種
の
ア
ナ
ー
キ
ー
な
、
そ
し
て
統
制
不
可
能
な
場
な
の
だ
。

　
さ
ら
に
筆
者
は
、
イ
リ
ガ
ラ
イ
の
よ
う
に
、
愛
に
よ
る
「
心
身
の
合
一
」

や
自
他
の
「
肉
体
的
分
か
ち
合
い
」
を
ケ
ア
倫
理
の
基
礎
と
考
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
愛
の
も
と
に
個
々
人
が
共
同
態
の
な
か
で
一
つ
に
な
る
と

い
だ
〉
と
い
う
「
自
由
で
魅
惑
的
な
一
つ
の
空
間
」
が
〈
ア
イ
ダ
ガ
ラ
〉

な
の
だ
。〈
ア
イ
ダ
ガ
ラ
〉
は
、
両
者
の
性
的
差
異
を
孕
み
な
が
ら
、
倫

理
的
空
間
と
し
て
両
者
を
結
び
つ
け
る
。
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
、
そ
の
こ
と

を
和
辻
と
イ
リ
ガ
ラ
イ
の
〈
あ
い
だ
〉
か
ら
学
ん
だ
の
だ
。

　
さ
ら
に
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
、
女
の
主
体
性
を
「
身
体
化
さ
れ
た
主
体

性
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
イ
リ
ガ
ラ
イ
の
い
う
皮
膚
や
粘
膜
に
よ
る
身
体

接
触
に
着
目
す
る
。
イ
リ
ガ
ラ
イ
に
よ
れ
ば
、
女
も
男
も
「
愛
」
の
な
か

で
差
異
を
介
し
て
共
存
す
る
。「
愛
す
る
二
人
が
、
皮
膚
の
境
界
を
越
え

て
身
体
の
粘
膜
に
達
し
」、「
共
有
の
空
間
で
同
じ
息
を
吸
い
」、
皮
膚
と

い
う
「
二
人
の
身
体
と
外
部
を
区
切
る
比
較
的
に
ド
ラ
イ
で
く
っ
き
り
し

た
輪
郭
を
捨
て
て
、
流
動
す
る
宇
宙
に
突
入
し
、
二
人
で
あ
る
と
い
う
感

覚
が
不
明
確
に
な
る）

26
（

」。
愛
の
行
為
の
な
か
で
、
特
異
的
な
個
の
差
異
が

曖
昧
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、「
流
体
性
／
可
変
性
」
や
「
粘
液
性
」
と
い

う
概
念
が
重
視
さ
れ
る）

27
（

。
イ
リ
ガ
ラ
イ
が
「
愛
撫
」
や
「
性
的
関
係
〔
性

交
〕」
を
強
調
す
る
の
は
、
愛
に
よ
る
肉
体
的
な
関
わ
り
で
は
性
的
差
異

を
保
持
し
た
ま
ま
、
他
者
と
の
交
流
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
か

ら
だ
。
和
辻
も
ま
た
、「
二
人
共
同
体
」
の
「
愛
の
体
験
」
で
は
性
を
異

に
す
る
他
の
人
格
の
引
力
を
感
じ
、「
肉
体
的
交
渉
」
で
は
な
く
、「
愛
や

人
格
の
契
機
を
含
む
」
男
女
間
の
関
係
が
強
調
さ
れ
て
い
た）

28
（

。

　
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
、
イ
リ
ガ
ラ
イ
の
「
愛
の
〝
肉
体
的
分
か
ち
合
い
〞」

に
注
目
し
、「
愛
と
は
、
他
者
の
超
越
を
歓
迎
す
る
場
所
で
あ
る
自
己
」

を
開
く
こ
と
で
生
ず
る
と
い
う）

29
（

。
彼
女
は
、
イ
リ
ガ
ラ
イ
の
「
性
的
関
係

〔
性
交
〕」
を
隠
喩
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
〈
ニ
ン
ゲ
ン
〉
と
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日
常
の
な
か
で
子
供
や
女
の
肉
体
を
傷
つ
け
る
レ
イ
プ
や
性
的
虐
待
に
対

し
て
、〈
肉
体
化
さ
れ
た
倫
理
〉
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
性

的
肉
体
を
物
体
と
し
て
扱
い
、
人
格
性
を
含
ん
だ
「
身
心m

indbody

」

と
し
て
扱
わ
な
い
暴
力
は
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
に
よ
れ
ば
、
西
洋
哲
学
の
嫡

出
子
で
あ
る）

34
（

。

　
し
か
し
肉
体
化
さ
れ
た
自
他
が
〈
ア
イ
ダ
ガ
ラ
〉
の
関
係
に
あ
る
と
き
、

暴
力
は
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
自
他
は
、
肉
体
的
〈
ア
イ
ダ
ガ
ラ
〉
に

お
け
る
〈
多
孔
的
粘
膜
〉
の
関
係
に
あ
り
、
自
他
が
互
い
に
浸
透
す
る
か

ら
だ
。
も
し
〔
性
的
〕
暴
力
が
介
在
す
る
と
す
れ
ば
、
自
他
の
差
異
が
消

去
さ
れ
、
他
者
の
肉
体
が
性
的
物
体

4

4

に
変
容
し
て
い
る
は
ず
だ
。
私
た
ち

の
自
他
関
係
は
、
様
々
に
変
様
し
な
が
ら
、「
皮
膚
」
や
「
粘
膜
」
を
介

し
て
私
た
ち
の
「
身
心
」
を
変
化
さ
せ
る
。
そ
こ
で
は
自
他
の
〈
ア
イ
ダ

ガ
ラ
〉
が
自
他
相
互
の
生
成
変
化
の
連
続
を
引
き
受
け
る
。

　
そ
し
て
ケ
ア
の
現
場
で
も
、
ケ
ア
す
る
人
と
ケ
ア
さ
れ
る
人
と
は
立
場

を
変
転
さ
せ
な
が
ら
、
ア
ナ
ー
キ
ー
に
変
様
し
続
け
る
。
ケ
ア
関
係
に
お

い
て
は
、
自
他
の
生
成
消
滅
と
相
互
転
換
に
基
づ
く
無
数
の
ケ
ア
が
繰
り

返
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
が
グ
リ
ッ
サ
ン
に
触
れ
て
い
う

よ
う
に
、「
異
な
る
も
の
を
同
化
す
る
こ
と
も
包
摂
す
る
こ
と
も
な
く
、

他
者
に
対
し
て
開
か
れ
る
こ
と
、
他
者
を
勇
気
づ
け
励
ま
す
こ
と
、
そ
し

て
他
者
と
交
流
す
る
こ
と
の
理
解
の
方
法
）
35
（

」
が
ケ
ア
行
為
と
し
て
実
践
さ

れ
て
い
る
。

　
他
者
を
同
化
せ
ず
、
他
者
を
排
除
せ
ず
、
他
者
と
つ
な
が
り
な
が
ら
、

他
者
と
の
差
異
を
消
去
し
な
い
ケ
ア
倫
理
こ
そ
必
要
な
の
だ
。
私
た
ち
が

い
う
見
解
に
は
同
意
で
き
な
い
。
性
的
差
異
を
愛
の
行
為
に
よ
っ
て
消
去

す
る
こ
と
は
、「
全
体
化
す
る
枠
組
み
）
32
（

」
に
加
担
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る

可
能
性
が
あ
る
。
和
辻
は
、
自
他
は
絶
対
に
他
者
で
あ
り
な
が
ら
、
人
間

存
在
の
二
重
性
の
ゆ
え
に
個
人
が
社
会
の
な
か
に
「
消
え
る
」
と
語
っ

た
）
33
（

。「
人
間
」
と
は
「
人
と
人
と
の
共
同
態
」
で
あ
り
、
社
会
で
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
個
人
の
〈
特
異
性singularity

〉
と
両
性
の
差
異
を
「
消

す
」。
そ
し
て
、〝
異
な
る
も
の
〞
へ
の
暴
力
や
排
除
を
伴
う
可
能
性
を
呼

び
寄
せ
る
。
ケ
ア
倫
理
は
、
あ
ら
ゆ
る
暴
力
に
抵
抗
す
る
倫
理
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
地
球
に
対
す
る
ケ
ア
を
含
む
〈
ケ
ア
の
地
球

倫
理
〉
は
、
全
体
化
の
暴
力
を
限
り
な
く
回
避
し
続
け
、
性
的
差
異
・
文

化
的
差
異
・
種
的
差
異
等
の
差
異
を
尊
重
し
、
互
い
が
「
他
者
の
超
越
」

に
お
い
て
出
会
う
こ
と
を
必
須
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
ア

ナ
ー
キ
ー
な
ケ
ア
関
係
と
は
単
な
る
〈
無
秩
序
〉
で
は
な
い
こ
と
も
付
言

し
て
お
こ
う
。

五
　
お
わ
り
に
―
〈
ケ
ア
の
形
而
上
学
〉
に
向
け
て

　
和
辻
も
イ
リ
ガ
ラ
イ
も
、
愛
の
な
か
で
性
的
差
異
を
乗
り
越
え
て
し
ま

う
。
も
ち
ろ
ん
イ
リ
ガ
ラ
イ
は
、
性
的
差
異
が
還
元
不
可
能
で
あ
る
と
い

う
。
し
か
し
、
女
と
男
の
〈
あ
い
だ
〉
に
愛
が
あ
る
と
き
、
互
い
の
超
越

は
消
え
て
し
ま
う
。
た
だ
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
は
、
他
者
の
〈
ア
イ
ダ
ガ
ラ
〉

に
「
他
者
の
超
越
」
を
見
い
だ
す
。
筆
者
が
彼
女
を
評
価
し
た
い
の
は
、

差
異
を
堅
持
し
な
が
ら
、〈
ア
イ
ダ
カ
ラ
〉
を
重
視
す
る
点
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
彼
女
に
と
っ
て
は
、
繰
り
返
さ
れ
る
戦
争
や
紛
争
、
身
近
な
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　（
10
）Cf. W

atsuji Tetsurō, Clim
ate and Culture. Trans. G

eoffrey Bow
nas. 

G
reenw

ood Press, Inc. in cooperation w
ith Yushodo Co., Ltd., 1988.

　（
11
）
和
辻
は
『
風
土
』
の
な
か
で
、「
寒
さ
」
を
「
我
々
」
の
共
通
体
験
と
し
て
の

「
間
柄
」
の
産
物
で
あ
る
と
い
っ
て
い
た
。
ち
な
み
に
『
日
本
哲
学
資
料
（Japa-

nese Philosophy A
 Sourcebook

）』
の
「W

atsuji Tetsurō

和
辻
哲
郎

（1889-1960

）」
の
項
目
で
は
、「A phenom

enology of the cold

〔
寒
さ
の

現
象
学
〕」
と
題
さ
れ
て
、
気
候
や
風
土
と
人
間
の
感
覚
に
関
わ
る
和
辻
の
分
析

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
（G. Bow

nas

（trans.

）, A Phenom
enology of the 

cold in: J. W
. H

eisig, Th. Kasulis, J.C. M
araldo, Japanese Philosophy: 

A
 Sourcebook, U

niversity of H
aw

ai`i Press, 2011, pp.856-859.

）。

　（
12
）
筆
者
は
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
が
〈
ニ
ン
ゲ
ン
〉
を
自
己
と
し
て
理
解
す
る
こ
と

の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
森
村
修
「
身
体
化
さ
れ
た
『
ケ
ア

の
倫
理
学
』
⑴
―
フ
ェ
ミ
ニ
ス
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