
●
文
化
相
対
主
義
の
系
譜

世
界
観
の
転
換

二
ー

チ

ェ
、

ソ
シ

ュ
ー

ル
、

ヴ

イ

ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ

イ

ン

竹
田

青
嗣

こ
ん
に
ち
は
、
竹
田
で
す
。
さ
き
ほ
ど
の
紹
介
に
あ

っ
た
よ
う
に

私
生
活
の
上
で
は
カ
ラ
オ
ケ
や
フ
ァ
ミ
コ
ン
を
楽
し
ん
で
い
る
者
で

す
け
ど
、
今
日
は
ち
ょ
っ
と
む
ず
か
し
い
話
を
し
ま
す
。
そ
れ
は
、

今
、

い
ろ
い
ろ
な
文
化
の
問
題
を
勉
強
す
る
と
き
に
は

「文
化
相
対

主
義
」
と
い
う
考
え
方

・
観
点
が
と
て
も
重
要
な
ん
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。
文
化
相
対
主
義
と
い
う
の
は
、
世
界
中
に
は
い
ろ
ん
な
場
所

で
い
ろ
ん
な
文
化
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
あ
る
特
定
の
文
化
を
絶
対
視

し
て
は
い
け
な
い
、
文
化
と
い
う
の
に
は
い
ろ
ん
な
意
味
で
相
対
的

な
も

の
だ
と
主
張
す
る
立
場
。
今
は
そ
う
い
う
考
え
方
が
少
し
ず

つ

浸
透
し
て
き
て
い
ま
す
が
、
こ
の
考
え
方
は
出
て
く
る
ま
で
に
は
時

間
が
か
か

っ
て
い
ま
す
。
今
日
は
十
九
世
紀
後
半
ぐ
ら
い
か
ら
そ
れ

ま
で
の
古
い
世
界
観
の
転
換
と
い
う
こ
と
が
お
こ
っ
て
、
文
化
相
対

主
義

の
土
台
を
な
す
よ
う
な
世
界
観
が
成
立
し
た
、
と
い
う
話
を
聞

い
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
で
こ
れ
か
ら
、

三
人
の
思
想
家

の
話
を

し
ま
す
。

一
人
は
二
ー
チ
ェ
と
い
う
人

で
す
。

こ
の
人
は
、

一
八
四

四
年
に
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
も
う

一
人
は
、
近
代
言
語
学

の
祖
と
い

う
風
に
言
わ
れ
て
い
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
い
う
人
。

こ
の
人
も
十
九
世

紀
後
半
、

一
八
五
七
年

の
生
ま
れ
で
す
。
も
う

一
人
は
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
と
い
う
人
。

こ
の
人
は

『論
理
哲
学
論
考
』
と
い
う
本

で
有
名

で
す
。
と
て
も
奇
妙
な
考
え
方
を
提
出
し
た
人

で
、
普
通
に

読
む
と
あ
ま
り
よ
く
分
か
ら
な
い
で
す
が
、

こ
の
人
が
ど
う
い
う
こ

と
を
言

っ
た
の
か
、
と
い
う
話
を
三
番
目
に
し
ま
す
。

十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
の
初
め
に
か
け
て
、
こ
の
三
人
の

思
想
家

の
考
え
方
が
、
そ
れ
ま
で
連
綿
と
続

い
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
け
る
世
界
観
と
い
い
ま
す
か
、
古
典
的
な
世
界
観
を
底
か
ら
ぐ

る

っ
と
ひ

っ
く
り
返
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
と
、
文
化
相
対
主
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義
と

い
う
こ
と
と
は
深
く
関
係
が
あ
る
。
文
化
相
対
主
義
と
い
う
言

葉
を
、
文
化
と
い
う
の
は
み
ん
な
相
対
的
な
も
の
な
ん
だ
と
い
う
単

純
な
把
握
で
終
わ
ら
せ
な
い
で
、
も
う
ち
ょ
っ
と
深
く
、
い
っ
た
い

世
界

像
あ
る
い
は
世
界
観
と
い
う
も

の
に
、
ど
う
い
う
転
換
が
お

こ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
た
い
。

1

初

め

に
、

ニ
ー

チ

ェ
で
す

。

僕

な

ん
か

学

生

の
と

き

は
、

ニ
ー

チ

ェ
と

い

う

の

は

「
ニ
ヒ

リ
ズ

ム

の
思

想

家

だ

」

と

言

わ
れ

て

い
ま

し

た

が
、

ニ
ー

チ

ェ
は

ニ
ヒ

リ
ズ

ム

と

い

う

こ

と
を

主

張

し

た

の

で

は

な

く

て
、

二
i

チ

ェ
は
十

九

世

紀

の

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

は

ニ
ヒ

リ
ズ

ム

の
時

代

だ

と
言

っ
た

ん

で
す

ね
。

か

つ
、

ニ
ー

チ

ェ
は

ニ
ヒ

リ
ズ

ム

と

い
う

も

の
を

ち

ゃ
ん

と
克

服

し

な

く

て
は

い

け

な

い
、

と
強

調

し

た

わ

け

で
す
。

ま

ず

、

二
ー

チ

ェ
の

い
ち

ば

ん
分

か

り

や

す

い
主

張

と

い

う

の

は
、

キ

リ

ス

ト
教

な

ん

か

ダ

メ
だ

っ
て

こ
と

で
す

ね
。

特

に
キ

リ

ス
ト
教

が

持

っ
て

い
る

道

徳

、

キ

リ

ス

ト
教

が

め

ざ

し

て

い
る

よ

う

な

理
想

と

い
う

の

は
、

一
見

、

理

想

的

な

考

え

方

だ

が

、

実

は

ニ
ヒ
リ

ズ

ム

な

ん

だ

、

と

。

キ

リ

ス

ト
教

の
考

え

方

を

い
く

つ
か

あ

げ

ま

す

と

「
貧

し

い
者

こ

そ
幸

い

で
あ

る
」

「
病

め

る

も

の

こ
そ
幸

い

で
あ

る
」

「
何

も

持

っ
て

い
な

い
、

劣

等

で
力

の
な

い
人

こ

そ
天

国

に
近

い
」
。

そ
れ

か

ら

、

「
こ

の
世

の

な

か

で
生

活

を

楽

し

む

、

生

そ

れ

自

身

を

楽

し

む

と

い

う
の
は
罪
で
あ
る
。
人
間

の
生

の
本
当
は
死
ん
で
か
ら
あ
と
に
あ

る
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

一
言
で
言
う
と
、
こ
の
世
で
は
、

清
く
、
貧
し
く
、
生
き
れ
ば
い
い
ん
だ
、
永
遠
の
し
あ
わ
せ
は
死
ん

で
か
ら
後
に
あ
る
。
ま
あ
、
そ
う
い
う
考
え
方
で
す
ね
。
こ
う
い
う

考
え
方
は
、

ニ
ー
チ

ェ
に
よ
る
と

「
ル
サ
ン
チ
マ
ン
」
に
基
づ
い
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
ル
サ
ン
チ
マ
ン
」

と
い
う
言
葉
は
聞
き

慣
れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
日
本
語
だ
と
う
ら
み
だ
と
か
反
感

だ
と
か
敵
意
だ
と
か
、

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、

「う
ら
み
」
と
い
う

の
が
い
ち
ば
ん
近
い
で
す
。

フ
ラ
ン
ス
語
で
、
感
情
を
反
復
す
る
と

い
う
意
味
ら
し
い
で
す
ね
。
感
情
を
反
復

す
る
と
い
う
の
は
、
昔

あ

っ
た
感
情
を
心
の
中
で
何
度
も
何
度
も
反
復
す
る
こ
と
。
た
と
え

ば

「私
が
こ
ん
な
に
悲
し
い
の
は
、
あ
い
つ
の
せ
い
だ
」
と
い

っ
て
、

う
じ
う
じ
考
え
る
の
が
ル
サ
ン
チ
マ
ン
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
は
、

ユ
ダ
ヤ
民
族
か
ら
発
生
し
ま
し
た
。

ユ
ダ
ヤ
民

族

っ
て
い
う
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
家

・
民
族
に
支
配
さ
れ
て
き
た

わ
け
で
す
が
、
そ
の
支
配
者
層
に
対
し
て
ル
サ
ン
チ
マ
ン
を
も

っ
て

い
る
。

ル
サ
ン
チ
マ
ン
を
も

っ
て
ど
う
い
っ
た
考
え
方
を
し
た
か
と

い
う
と
、

ロ
ー
マ
の
支
配
階
層
と
い
う
の
は
、
お
金
を
持

っ
て
い
る
、

力
も
あ
る
。
だ
が
お
金
も
あ
り
、
力
も
あ
り
、
権
力
も
も

っ
て
い
る

と
い
う
の
は
、
人
間
に
と

っ
て
悪
い
こ
と
だ
と
考
え
、
次
に
、
お
金

も
な
い
、
力
も
な
い
、
権
力
も
な
い
、
そ
う

い
う
あ
り
方
こ
そ
実
は

い
い
ん
だ
、
と
考
え
た
。

こ
れ
は
、

二
i
チ

ェ
に
言
わ
せ
れ
ば
、
ど

こ
か
反
転
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
支
配
関
係
に
お
い
て
支
配
さ
れ
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て
い
る
も
の
は
自
分
も
豊
か
で
あ
り
た
い
、
自
分
も
い
ろ
ん
な
こ
と

を

つ
く
り
だ
し
て
い
く
力
を
も
ち
た
い
。
だ
け
ど
、
自
分
は
支
配
さ

れ
て
い
る
、
そ
う
い
う
支
配
さ
れ
て
い
る
状
態
は
み
じ
あ
だ
、
と
考

え
る
の
が
普
通
な
ん
で
す
が
、
心
理
的
に
屈
折
し
て
、
オ

レ
は
お
金

な
ん
て
い
ら
な
い
、
あ
る
い
は
力
も
い
ら
な
い
。
な
る
べ
く
貧
乏
で

い
た
ほ
う
が
い
い
し
、
な
る
べ
く
力
な
ん
て
な
い
ほ
う
が
い
い
ん
だ

と
、
考
え
て
し
ま
う
。
そ
こ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の

「貧
し
い
者
こ

そ
幸

い
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
教
説
が
出
て
き
て
い
る
。
本
当
は

貧
し

い
ほ
ど
い
い
な
ん
て
こ
と
は
、
あ
り
う
る
は
ず
が
な
い
。
人
間

と

い
う
の
は
基
本
的
に
は
豊
か
で
あ

っ
た
ほ
う
が
い
い
し
、
力
を

も

っ
た
ほ
う
が
い
い
ん
だ
と
。
だ
け
ど
、
ル
サ
ン
チ
マ
ン
に
よ

っ
て
、

お
金

や
力
と
い
う
も
の
そ
れ
自
身
を
否
定
す
る
。
そ
こ
か
ら
初
期
の

キ
リ

ス
ト
教
と
い
う
の
は
始
ま

っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
批
判
な
ん
で

す
ね
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
の
は
、
そ
こ
か

ら
進

ん
で
、
支
配
し
て
い
る
相
手
に
対
し
て
、
う
ら
ん
で
い
く
と
い

う
屈
折
し
た
状
態
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
自
分
自
身
に
対
し
て
う
ら
み
を

向
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
相
手
を
う
ら
ん
で
、
相

手
と
反
対
の
価
値
を
自
分
の
な
か
で
、
立
て
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

ど
う
し
て
も
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
す

っ
き
り
し
な
い
。
そ
こ
で
今
度

は
ル
サ
ン
チ
マ
ン
が
自
分
自
身
に
向
か
う
。
自
分
自
身
に
向
か
う
と

ど
う
な
る
か
と
い
う
と

「私
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
自

身
が
罪
で
あ
る
」、
「私
が
生
存
し
て
い
る
、
私
の
生
そ
の
も
の
が
実

は
悪

い
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
が
生
じ
る
。
こ
れ
が
キ
リ
ス

ト
教
の
原
罪
の
発
想
で
す
。
そ
れ
か
ら
私
だ
け
が
罪
が
あ
る
ん
で
は

な
く
て
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、

つ
ま
り
全
人
類
す
べ
て
が
神
に

対
し
て
原
罪
を
も

っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
罪
意
識
が
成
立
し
た
。
キ

リ
ス
ト
教
は
い
い
面
も
悪
い
面
も
あ
る
ん

で
す
が
、
最
大
の
悪
い
と

こ
ろ
は
、
人
間
の
精
神
性
と

エ
ロ
ス
性

(現
実
生
活
を
楽
し
む
と
い

う
側
面
)、

そ
れ
を
鋭
く
対
立
さ
せ
て
、

と
に
か
く
現
実
生
活
の
中

で
、
享
楽
的
な
も
の
は
全
部
悪
だ
と
い
う
、
強
烈
な
善
悪
二
元
論
が

中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
の
う
ち
で
打
ち
立

て
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
そ
の

点
を

二
i
チ
ェ
は
批
判
し
て
い
ま
す
。
結
局
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
成
立

し
た

「人
間
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
、
「世
界

は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」

と
い
う
理
想
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
覆
わ
れ

て
し
ま

っ
た
。
現
世
を
、

人
間
の
今
生
き
て
い
る
こ
の
世
界
を
、
徹
底
的

に
否
定
し
て
し
ま
う

と
い
う
の
は
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
以
外

の
な
に
も

の
で
は
な
い
、
と
彼
は

診
断
し
ま
し
た
。

二
i
チ
ェ
に

「神
は
死
ん
だ
」
と
い
う
有
名
な
警
句
が
あ
り
ま
す

が
、
十
六
世
紀
頃
か
ら
人
文
主
義
者
が
宗
教

の
見
直
し
を
行
な
い
、

ま
た
、
十
九
世
紀
に
な
る
と
無
神
論
者
が
た
く
さ
ん
出

て
き
て
、
キ

リ
ス
ド
教
の
信
仰
が
衰
え
て
い
き
ま
す
。
そ

の
あ
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に

ヘ

ヘ

ヘ

へ

何

が

出

て
き

た

か

と

い
う

と

一
つ
は

近

代

哲

学

で
す
。

デ

カ

ル
ト
、

カ

ン
ト
、

ヘ
ー
ゲ

ル
と

い
う

ラ
イ

ン

で

の
近

代

哲

学

の
成

立

。

も

う

ヘ

ヘ

ヘ

へ

一
つ
は
、
近
代
科
学
で
す
。
近
代
哲
学
と
近
代
科
学
は
キ
リ
ス
ト
教

に
代

っ
て
、
世
界
全
体
が
ど
う
な

っ
て
い
る

の
か
、
人
間
が
生
き
て

い
る
意
味
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
と

い
う
真
理
を
教
え
る
よ
う
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な
学

問
だ

っ
た
わ
け
で
す
。

一
般
に
、
キ
リ
ス
ト
教
が
没
落
し
て
、

近
代
哲
学
や
近
代
科
学
の
合
理
的
な
考
え
方
が
現
わ
れ
た
の
で
、
す

こ
し
は
よ
く
な

っ
た
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

二
ー
チ

ェ
は
、
近

代
哲
学
も
近
代
科
学
も
キ
リ
ス
ト
教
が
も

っ
て
い
た

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を

全
部

そ

っ
く
り
受
け
継
い
で
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
中
で
完
成
さ
せ
た
と
考
え
ま
す
。

一
見
す
る
と
皮
肉

な
見
方
と
い
う
か
、
わ
ざ
と
変
な
見
方
を
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が

あ
り
ま
す
が
、
十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
の
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

が
頂
点
に
達
し
て
い
る
よ
う
な
時
代
だ
と
断
言
し
た
ん
で
す
。

近
代
哲
学
が
説
い
た
道
徳
と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
風
の

「あ
な
た

は
世

の
た
め
人
の
た
め
に

一
生
懸
命

つ
く
し
な
さ
い
。
そ
れ
が
道
徳

で
あ

っ
て
、
そ
の
道
徳
の
定
あ
を
守
る
と
い
う
こ
と
が
人
間
の
自
由

の
唯

一
の
証
し
だ
」
と
い
う
考
え
方
の
よ
う
に
、
現
世
否
定
の
道
徳

で
、

そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
生
じ
た
も
の
だ
と
。

ま
た
、
近
代
科
学
と
い
う
の
は
、
世
界
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
、

人
間

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
は
意
味
が
な
に
も
な
い
。
た
だ
単
に

宇
宙

が
あ

っ
て
宇
宙
は
自
然
法
則
に
支
配
さ
れ
て
た
だ
生
存
し
て
い

る
だ
け
だ
と
。
こ
の
近
代
科
学
の
根
本
的
精
神
を

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
言

わ
な
い
で
な
ん
と
言
お
う
か
、
と
い
う
の
が
二
ー
チ

ェ
の
立
場
で
す
。

近
代
科
学
に
し
ろ
近
代
哲
学
に
し
ろ
無
神
論
に
し
ろ
、
み
ん
な
世

の
中

に
意
味
が
な
い
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
叫
ん
で
い
る
。
こ
の
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
は
キ
リ
ス
ト
教
に
対
抗
し
て
で
き
た
の
で
は
な
く
て
、
実
は
キ

リ
ス
ト
教
が
い
ち
ば
ん
根

っ
こ
に
隠
し
も

っ
て
い
た
も
の
が
は
っ
き

り
露
見
し
て
、
む
し
ろ
、
い
っ
そ
う
本
質
的
な
形
で
現
わ
れ
た
だ
け

だ
、
と
い
う
の
が
二
i
チ

ェ
の
考
え
で
す
。

二
ー
チ

ェ
は
十
九
世
紀
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
時
代
な
ん
だ
と
い
う
こ

と
か
ら
、
今
こ
そ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
と

っ
て
き
た
哲
学
、
宗
教
的
な

考
え
方
を
根
本
的
に
ひ
っ
く
り
返
し
て
、
人
間
の
新
し
い
思
想
と
い

う
も
の
を
た
て
な
く
て
は
い
け
な
い
。

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
越
え
る
よ
う

な
思
想
を
樹
立
し
な
く
て
は
い
け
な
い
、
と
考
え
た
。
こ
れ
が

ニ
ー

チ

ェ
の
思
想
の
根
本
で
す
ね
。

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
越
え
る
二
i
チ
ェ
の
プ
ラ
ン
と
し
て
は
、
「超
人
」

だ
と
か

「永
遠
回
帰
」
が
提
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
ま
で
長
い
こ
と
続
い
た
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の
た
め
に
、

ル
サ

ン
チ
マ
ン
で
世
の
中
を
考
え
る
、
弱
い
人
間
が
集
ま

っ
て
大
衆
社
会

を
形
成
し
て
い
る
。
お
互

い
に
足
を
引

っ
張
り
あ

っ
て
、
相
手
が

ち
ょ
っ
と
上
に
立

つ
と
嫉
妬
を
い
だ
き
、
自
分
よ
り
下

の
者
が
い
る

と

「ざ
ま
あ
み
ろ
」
と
思
う
よ
う
な
弱
い
人
間
で
埋
ま

っ
て
い
る
と
。

そ
こ
で
、
人
間
が
今
の
よ
う
な
人
間
の
ま
ま

で
い
る
か
ぎ
り
、

ニ
ヒ

リ
ズ
ム
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
人
間

の
あ
り
方
を
超
え
る
よ
う
な
強
い
人
間
が
現
わ
れ
で
て
、

一
般

の
人

間
の
モ
デ
ル
に
な

っ
て
、

一
人
ひ
と
り
の
人
間
が
も

っ
て
い
る
、

ニ

ヒ
リ
ズ
ム
や
ル
サ
ン
チ
マ
ン
を
超
え
て
い
く
励
ま
し
を
与
え
な
く
て

は
い
け
な
い
。
だ
い
た
い
そ
れ
が

「超
人
」

と
い
う

二
i
チ

ェ
の
プ

ラ
ン
の
中
身
で
す
。

「永
遠
回
帰
」
と
い
う
の
は
、

一
つ
の
た
と
え
話
で
す
。
「世
界
は

一4一



ぐ
る
ぐ
る
永
遠
に
回
帰
し
て
い
る
ん
だ
」
と
、

一
人
ひ
と
り
の
人
間

が
達
観
で
き
る
と
、
人
間
が
ル
サ
ン
チ

マ
ン
に
よ

っ
て
生
き
る
と
い

う
こ
と
は
む
ず
か
し
く
な
る
は
ず
だ
。

こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
り
て
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る

一
つ
の
思
想
的
方
策
で
す
。

ニ
ー
チ

ェ
は
、
人
間
が
世
界
を
認
識
す
る
方
法
を
根
本
的
に

一
か

ら
考
え
始
め
て
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
批
判
し
て
い
る
ん

で
す
。
そ
の
二
i
チ

ェ
の
認
識
論
の
根
本
に
は

「力
」
の
思
想
と
い

う
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
力
の
思
想
と
い
う
の
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

い
ろ
い
ろ
な
認
識
論
や
構
造
論
を
根
本
的
に
ひ

っ
く
り
返
す
よ
う
な

仮
説
だ

っ
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
ま
で
、
哲
学
と
い
う
の
は
、
人
間
と
い
う
の
は
正
し
い
認
識

の
力
を
も

っ
て
い
て
、
そ
の
認
識
の
力
を
正
し
く
使
え
ば
世
界
と
い

う
も

の
を
客
観
的
に
正
し
く
認
識
で
き
る
は
ず
だ
と
考
え
て
き
た
。

特
に
近
代

で
は
、
世
界
を
あ
る
が
ま
ま
に
正
し
く
認
識
す
る
方
法
と

い
う
も
の
を
探
究
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
ニ
ー
チ

ェ
は
、

客
観
存
在
な
ん
て
い
う
も
の
は
な
い
。
だ
か
ら
客
観
的
な
真
理
な
ど

と
い
う
も
の
も
な
い
。
価
値
評
価
と
い
う
こ
と
が
根
本
に
あ

っ
て
、

価
値

評
価
の
上
に
認
識
と
い
う
も
の
が
成
り
立

っ
て
い
る
だ
け
だ
、

と
言

う
の
で
す
ゆ
た
と
え
ば
、

ア
メ
ー
バ
を
考
え
て
く
だ
さ
い
。
ア

メ
ー
バ
は
、
世
界
と
い
う
も
の
を
正
し
く
と
い
う
か
、
客
観
的
に
認

識
し
な
い
で
す
ね
。

ア
メ
ー
バ
が
認
識
す
る
の
は
、
何
か
と
い
う
と
、

向

こ
う
か
ら
餌
が
近
づ
い
て
き
た
と
き

「あ
れ
は
餌
だ
か
ら

つ
か
ま

え
よ
う
」
と
い
う
こ
と
と
、
自
分
の
敵
が
近
づ
い
て
き
た
と
き

「食

わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
逃
げ
よ
う
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
が
価
値

評
価
で
す
。

ニ
ー
チ

ェ
は
、
人
間
が
行
な

っ
て
い
る
の
は
、
価
値
評
価
だ
け
だ

と
主
張
し
ま
し
た
。
し
た
が

っ
て
、
認
識
と

い
う
も
の
は
、
必
ず
、

あ
る
価
値
評
価
の
観
点
を
も

っ
て
い
て
、
そ

の
価
値
評
価

の
観
点
が

違
え
ば
、
認
識
と
い
う
も
の
は
異
な

っ
て
く
る
、
と
。

キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
な
ど
の
世
界
宗
教
を
例

に
と
り
ま
し
ょ
う
。

キ
リ
ス
ト
教
の
観
点
か
ら
世
界
を
見
る
と
、
神
が
い
て
神
が
全

て
の

も
の
を
創
り
出
し
た
と
い
う
か
た
ち
で
、
世
界
が
全
部
う
ま
く
説
明

で
き
ま
す
。
仏
教
と
い
う
違
う
観
点
を
立

て
る
と
、
ま
た
そ
こ
か
ら

全
部
整
合
的
に

一
貫
し
た
説
明
が
で
き
る
。
価
値
評
価

の
観
点
が
定

ま
れ
ば
、
世
界
の
説
明
と
い
う
の
は
、

い
く
ら
で
も
整
合
的
な
説
明

の
体
系
が
で
き
る
の
で
す
。
あ
る
観
点
を
固
定
す
れ
ば
、
そ
れ
に
応

じ
て
世
界
は
い
ろ
ん
な
ふ
う
に
見
え
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

二
ー
チ
ェ
は

「力
」
の
思
想
と
い
う
視
座

で
も

っ
て
、
そ
う
い
う
こ

と
を
見
据
え
て
い
た
ん
で
す
ね
。

2

次
に
ソ
シ
ュ
ー
ル
で
す
が
、

ソ
シ
ュ
ー
ル
と
い
う
の
は
近
代
言
語

学
の
祖
と
称
せ
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
古

い
言
語
学
の
あ
り
方

を

一
変
さ
せ
て
し
ま

っ
た
人

で
す
。
そ
れ
ま

で
の
言
語
学
と
い
う
の

は
、
文
法
の
整
理
だ
と
か
比
較
言
語
学
、
あ
る
い
は
歴
史
言
語
学
を

軸
に
し
て
い
た
の
で
す
が
、

ソ
シ
ュ
ー
ル
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
や
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あ
て
し
ま

っ
た
。
言
語
が
、
な
ぜ

一
定

の
規
則
に
よ

っ
て

一
定
の
意

味
を
通
じ
さ
せ
る
の
か
と
い
う
問
題
だ
け
に
し
ぼ

っ
て
、

ソ
シ
ュ
ー

ル
は
考
察
し
た
。
彼
は
言
語
に
対
し
て
次

の
三

つ
の
角
度
か
ら
分
析

を
行
な
い
ま
し
た
。

ヘ

ヘ

へ

一
つ
め
の
分
析
は
、

こ
と
ば
と
い
う
の
は
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
シ
ニ

フ
ィ
ア
ン
と
い
う
二

つ
の
契
機

の
ま
と
ま
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。

シ
ニ
フ
ィ
エ
と
い
う
の
は
言
語
の
記
号
性
で
す
。

「
ウ
マ
」

と

い
う

こ
と
ば
の

「
ウ
マ
」
と
い
う
音
、
あ
る
い
は
字

で
す
。
日
本
語

に
訳
す
と
言
語
表
現
と
い
う
言

い
方
を
し
ま
す
が
、
言
語
の
表
記
の

こ
と

で
す
。
そ
う
い
う
側
面
と
、

「
ウ
マ
」

と
い
う
音
が
、

パ
カ
パ

カ
走
る
馬
を
表
わ
す
。

ウ
マ
と
い
う
表
記
と
パ
カ
パ
カ
走
る
馬
と
い

う
概
念
が
結
び

つ
い
て
い
る
。

一
つ
の
こ
と
ば
に
は
、
そ
の
言
語
表

現
と

い
う
契
機
と
そ
の
意
味
内
容

の
二

つ
が
く

っ
つ
い
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
二

つ
め
は
ラ
ン
グ
と
パ
ロ
ー
ル
と
い
う
分
析
軸

で
す
。

ラ
ン
グ
は
、
国
語
と
も
い
い
ま
す
が
、
言
語
の
規
則
の
こ
と
で
す
。

ど
ん
な
国
語
で
も
そ
の
国
語
独
自
の
規
則
を
も

っ
て
い
て
、
そ
の
規

則
に
則

っ
て
し
ゃ
べ
ら
な
い
と
、
そ
の
言
語
は
通
じ
な
い
。
そ
の
規

則
が

ラ
ン
グ
で
す
。
そ
し
て
実
際
に
人
が
こ
と
ば
を
話
す
こ
と
が
パ

ヘ

ヘ

ヘ

ロ
ー
ル
で
す
。
三

つ
め
の
分
析
は
、
通
時
態
と
共
時
態
と
い
う
軸

で

す
。
古
い
時
代
か
ら
新
し
い
時
代
に
向
か

っ
て
言
語
は
ど
の
よ
う
に

変
わ

っ
て
き
た
か
研
究
す
る
の
が
通
時
態
で
す
。
共
時
態
と
い
う
の

は
、
今
、
こ
の
空
間
で
ど
う
い
う
言
語
規
則
に
よ

っ
て
こ
と
ば
が
通

じ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
研
究
す
る
態
度
の
こ
と
で
す
。

ソ

シ

ュ
ー
ル
は
、
そ
の
よ
う
に
、
言
語
を
形
式
的
に
分
割
し
て
、
言
語

に
よ
っ
て
な
ぜ
意
味
が
通
じ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
研
究

し
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
し
て
、
言
語
の
規
則
と
い
う
の
は
よ
く
考
え

て
み
る
と
、
ま

っ
た
く
根
拠
が
な
い
と
い
う

こ
と
が
分
か

っ
て
き
た
。

普
通
、
言
語
に
は
規
則
が
あ

っ
て
規
則
に
則
ら
な
け
れ
ば
通
じ
な
い

と
考
え
て
い
ま
す
が
、
国
語
と
国
語
で
は
言
語
の
規
則
は
バ
ラ
バ
ラ

で
あ
る
。
同
じ
日
本
語
で
も
時
代
に
よ

っ
て
言
語
の
規
則
も
語
彙
も

変
わ
っ
て
い
る
。
い
っ
た
い
言
語
の
規
則
と

い
う
の
は
何
だ
ろ
う
。

ソ
シ
ュ
ー
ル
は
そ
の
こ
と
を

一
生
懸
命
追
究
し
て
、
と
う
と
う
結
論

が
出
ず
、
言
語
学
研
究
を
や
あ
て
沈
黙
し
て
し
ま
う
。
ソ
シ
ュ
ー
ル

に
と

っ
て
言
語
と
い
う
の
は
、
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
よ
く
分
か
ら

な
い
も
の
で
あ

っ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
ソ
シ

ュ
ー
ル
の
研
究
か
ら
、
明
ら
か

に
な

っ
て
き
た
の
は
、

言
語
と
い
う
の
は
、
正
し
い
認
識
や
正
し
い

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
道
具
で
は
な
く
、
言
語
そ
の
も
の
が
、
現
実
あ
る
い
は
客
観
と
い

う
も
の
を

つ
く
り
だ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ

と
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
外
を
見
る
と
、
森
や
野
原

や
田
ん
ぼ
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
森
や
野
原
や
田
ん
ぼ
と
い
う

も
の
が
も
と
も
と
あ

っ
て
、
そ
こ
に
森
と
か
野
原
と
か
田
ん
ぼ
と
い

う
こ
と
ば
を
与
え
て
い
る
ん
だ

っ
て
思
い
こ
ん
で
し
ま
い
が
ち
で
す

ね
。
と
こ
ろ
が
言
語
と
い
う
も
の
を
ち

ゃ
ん
と
分
析
し
て
い
く
と
、

実
は
、
人
間
が
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
現
実
を
分
割
し
て

秩
序
づ
け
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
ソ
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シ
ュ
ー
ル
の
研
究

に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
の
視
座
が
、
も
う

一
つ
の
世
界
観
の
転
換
を
も
た
ら
し
た
の
で
す
。

3

最
後
に
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
。

こ
の
人
は
初
期

の
頃
に
は

厳
密
論
理
主
義
で
、
言
語
と
現
実
は
ぴ

っ
た
り

一
致
し
て
い
る
と
考

え
た
ん
で
す
。
い
ち
ば
ん
特
徴
的
な
の
は
世
界
で
起
こ
っ
て
い
る
事

柄
は
全
部
あ
る
要
素
命
題
に
還
元
で
き
る
、
と
述
べ
た
ん
で
す
。
世

界
の
全
体
と
い
う
の
は
、
今
、
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
と
、
か

つ
て
起

こ
っ
た
こ
と
と
、
こ
れ
か
ら
起
こ
り
う
る
で
あ
ろ
う
こ
と
の
総
体
で

あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
事
実
は
要
素
命
題
に
分
解
で
き
る
。
要
素
命
題

に
分
解
で
き
た
ら
、
要
素
命
題
を
全
部
集
め
れ
ば
世
界
に
な
る
。
そ

う
い
う
考
え
方
を

『論
理
哲
学
論
考
』
と
い
う
本
の
中
で
厳
密
に
展

開
し
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
後
期
に
な
る
と
、
そ
の
主
張
を
全
部

捨

て
て
し
ま
う
。
ど
う
し
て
捨
て
て
し
ま

っ
た
か
と
い
う
と
、
要
素

命
題

と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
っ
た
と
き
に
、
言
語
に
お
い
て
は
最

小

の
要
素
と
い
う
も
の
が
見
い
出
せ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
気
が

つ

い
た
か
ら
な
ん
で
す
。
と

て
も
分
か
り
や
す
い
例
は
、
虹
で
す
。
日

本

で
は
虹
は
七
色

で
す
が
、
西
洋

で
は
六
色
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま

た
、

三
色
し
か
な
い
と
言
う
人
た
ち
も
い
る
そ
う
で
す
。

つ
ま
り
、

虹

の
色

の
分
け
方
は
文
化

に
よ

っ
て
違
う
ん
で
す
ね
。
虹
の
ス
ペ
ク

ト
ル
は
切
れ
目
が
な
い
の
で
、

い
く
ら
で
も
細
か
く
分
け
ら
れ
ま
す
。

だ
か
ら
虹
に
つ
い
て
の
要
素
命
題
は
三

つ
に
も
七

つ
に
も
百
に
も
な

り
ま
す
。
虹
を
本
当
に
分
割
で
き
る
か
と

い
う
と
で
き
な
い
。
ヴ
ィ

ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
は
、
こ
と
ば
が
現
実
を
分
け
る
と
い
う
と
き
に
、

そ
の
要
素
と
い
う
も
の
は
現
実
の
側
に
あ
る
と
は
想
定

で
き
な
い
と

い
う
こ
と
に
気
が

つ
く
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
が
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
の
面
白
い
と
こ
ろ
な
ん
で
す
が
、
言
語
と
い
う
の
は
何
で
あ

る
か
と
、
い
ろ
い
ろ
悩
ん
だ
挙
句

「言
語
と
い
う
の
は
ゲ
ー
ム
で
は

な
い
か
」
と
い
う
変
な
考
え
方
を
す
る
ん
で
す
ね
。
「言
語
ゲ
ー
ム
」

と
い
う
表
現
を
使
い
ま
す
。
言
語
と
い
う

の
は
あ
る
ル
ー
ル
に
よ

っ

て
通
じ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
言
語
の
ル
ー
ル
と
い
う
の
は
、
誰
に
も

明
示
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
東
京
弁
と
大
阪
弁
と
い
う
よ
う
に
場

所
が
違
う
と
言
い
ま
わ
し
が
違
い
ま
す
。

ま
た
、
五
年
前
と
現
在
で

は
、

こ
と
ば

の

ル
ー
ル
が
違
う
。
最
近

「食

べ
れ
な

い
」
な
ど

「れ
」

抜
き
こ
と
ば
が
は
や
っ
て
い
ま
す
。

だ
あ
だ
と
い
う
人
も
い

ま
す
が
、
み
ん
な
が
使

い
出
す
と
、
そ
れ
が
新
し
い
ル
ー
ル
に
な
り

ま
す
。

つ
ま
り
、
言
語
の
ル
ー
ル
、
言
語

の
規
則
の
根
拠
と
い
う
の

は
ど
こ
に
も
な
い
。
誰
が
決
あ
て
る
わ
け

で
も
な
く
、
人
間
が
し
ゃ

べ
っ
て
い
る
う
ち

に
で
き
て
く
る
。

い
わ
ば
は

っ
き
り
書
か
れ
た

ル
ー
ル
ブ

ッ
ク
の
な
い
ゲ
ー
ム
に
似
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
人
は

だ
い
た
い
ル
ー
ル
に
応
じ
て
、
な
ん
と
な
く
習
慣
的
に
し
ゃ
べ
っ
て

い
る
が
、
し

ゃ
べ
っ
て
い
る
う
ち
に
ル
ー
ル
は
変
わ

っ
て
い
く
。
そ

し
て
、
そ
の
ル
ー
ル
は
明
示
的
に
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ

れ
が

「言
語
ゲ
ー
ム
」
と
い
う
視
座
で
す
。

こ
の
考
え
方
が
面
白
い
の
は
、
た
だ
単

に

「言
語
ゲ
ー
ム
」
と
い
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う
奇
抜
な
用
語
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
や

ソ
シ

ュ
ー
ル
に
は
、
「
そ
も
そ
も
人
間
は
言
語
に
よ

っ
て
世
界
を

つ

く

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
問
題
意
識
が
共
通
し
て
い
ま

す
。
そ
こ
か
ら
、
生
活
世
界
、
あ
る
い
は
も

っ
と
大
き
く
広
げ
て
世

界
の
秩
序
と
い
う
の
は
、
言
語
に
よ

っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
い
ろ
い

ろ
な

ル
ー
ル
の
体
系

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
社
会
全
体
が
、
実
は
こ

の
言

語
ゲ
ー
ム
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
三
つ
目
の
世
界
観
の

転
換

が
打
ち
出
さ
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。

以
上
お
話
し
た
、

二
ー
チ

ェ
、

ソ
シ

ュ
ー
ル
、
ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ

タ
イ

ン
の
視
座
が
、
十
九
世
紀
ま
で
の
世
界
観
、

つ
ま
り
世
界
の
内

部
に
は
、
あ
る
客
観
的
な
秩
序
が
あ

っ
て
、
そ
れ
を
ど
う
や

っ
て
き

ち
ん
と
認
識
す
る
か
、
い
か
に
す
れ
ば
、
客
観
的
な
世
界
の
秩
序
、

構
造

が
認
識
で
き
る
か
を
追
い
求
あ
て
き
た
古
典
的
な
世
界
観
を
根

本
か
ら
ひ
っ
く
り
返
し
て
し
ま

っ
た
の
で
す
。

世
界
、
あ
る
い
は
人
間
社
会
と
い
う
の
は
あ
る
ル
ー
ル
に
よ

っ
て

成
り
立

っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
人
間
と
い
う
の
は
社
会
の
な
か
で
生

活
す

る
と
き
に
は
、
根
拠
の
な
い
ル
ー
ル
に
則

っ
て
ゲ
ー
ム
を
し
て

い
る
わ
け
で
す
。

現
代

フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
の
フ
ー
コ
ー
は
、

「世
の
中
、

社
会
と

い
う

の
は
、
真
理
の
ゲ
ー
ム
で
あ
る
」
あ
る
い
は

「権
力
と
い
う
の

は
、
真
理
の
ゲ
ー
ム
で
あ
る
」
と
い
う
見
方
を
し
て
い
ま
す
。
現
代

社
会

で
は
い
ろ
ん
な
人
間
の
考
え
を
集
め
て
何
が
真
理
か
と
い
う
こ

と
を
う
ま
く

つ
く
り
出
す
の
が
、
権
力
を
創
出
す
る
た
め
の
方
式
で

あ
る
と
。
あ
る
人
が
ル
;
ル
を
決
あ
て
、

ほ
か
の
大
勢
の
人
が
守
る
。

守
る
こ
と
が
正
し
い
と

一
般
に
認
あ
ら
れ
る
と
、
そ
の
社
会
は
権
力

を
も

っ
て
ひ
と

つ
の
シ
ス
テ
ム
を
形
成
す
る
ん
で
す
ね
。
し
か
し
、

そ
れ
は
ゲ
ー
ム
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
の
ル
ー
ル
に
よ

っ
て
社
会
が

存
在
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
、
絶
対
的
な
根
拠
は
ど
こ
に
も

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

い
ろ
い
ろ
な
文
化
は
い
ろ
い
ろ
な
自
分

た
ち
の
ル
ー
ル
を
も
ち
、

自
分
た
ち
の
人
間
観
、
世
界
観
を
有
し
て
い
る
の
で
す
が
、
ど
れ
が

正
し
い
と
い
う
根
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
。
世
界
の
秩
序
、
あ
る
い
は

客
観
と
い
う
も
の
の
考

え
方
が
成
立
し
な

い
と
い
う
こ
と
か
ら
、

や

っ
と
そ
う
い
う
考
え
方
、

つ
ま
り

「文
化
相
対
主
義
」
が
成
立
し

て
き
た
わ
け
で
す
。

人
間
は
あ
る
社
会
に
産
み
落
と
さ
れ
て
、
暗
黙
の
う
ち
に
、
そ
の

社
会
の
ル
ー
ル
、
そ
の
社
会
の
人
間
観
、
文
化
像
を
教
え
込
ま
れ
ま

す
。
知
ら
な
い
う
ち
に
自
分
の
感
性
を
形
成
し
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
、

自
分
の
も

っ
て
い
る
感
受
性
や
文
化
的
感
覚
が
絶
対
で
あ
る
と
考
え

た
と
た
ん
、
違
う
文
化
や
違
う
民
族
を
排
除
し
た
り
、
差
別
し
た
り
、

け
ん
か
を
し
た
り
す
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
み
な
さ
ん
が
文
化

の
問

題
を
考
え
る
と
き
に
は
、
自
分
の
感
性
が

一
つ
の
世
界
観
し
か
も

っ

て
い
な
い
か
ど
う
か
、
よ
く
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
自
然

の

ま
ま
で
は
、
人
間
は

一
つ
の
世
界
観
し
か
保
持

で
き
な
い
の
で
す
。

し
か
し
、
い
ろ
い
ろ
な
世
界
に
向
き
合

っ
て
み
る
と
、
違
う
世
界
観
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ヘ

へ

が
ぜ

ん
ぜ
ん
違
う
形
で
成
立
し
て
い
る
。
少
く
と
も
そ
の
中
で
二

つ

目

の
世
界
観
を
知
る
こ
と
が
大
事
な
ん
で
す
。
で
も
、
二

つ
目
の
世

界
観

で
は
、
ま
だ
足
り
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
い
ち
ば
ん
初
め

に
自
分
が
も

っ
て
い
た
世
界
観
に
も
う

一
つ
の
世
界
観
が
や

っ
て
く

る
と
、
今
ま
で
の
は
間
違

っ
て
い
て
、
本
当
は
新
し
く
き
た
世
界
観

が
正

し
か

っ
た
ん
だ
と
思
い
込
む
可
能
性
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
人
間

の
世
界
観
や
価
値
観
は
い
ろ
ん
な
形
で
た
く
さ
ん
あ
る
ん
だ
と
い
う

こ
と
が
、
自
分
の
中

で
腑
に
落
ち
た
と
き
に
、
初
め
て
、
本
当
の
意

味

で
い
ろ
い
ろ
な
文
化
お
よ
び
人
間
の
も

っ
て
い
る
価
値
観
を
相
対

化

で
き
る
。
そ
し
て
、
自
分
の
価
値
観
と
他
の
人
間
①
価
値
観
が
対

立
し
た
と
き
に
は
、
ど
う
や

っ
て
、
新
し
い
形

で
共
有
で
き
る
よ
う

な
合
意
を
取
り
出
し
て
い
く
の
か
、
と
考
え
て
い
か
な
い
と
、
文
化

の
問
題
は
な
か
な
か
前

へ
進
ま
な
い
の
で
す
。

現
代
の
文
化
研
究
の
基
礎
的
視
座
と
も
い
う
べ
き
、
「文
化
相
対

主
義
」
と
い
う
発
想
が
、

一
体
ど
う
い
う
世
界
観
の
転
換
を
経
て
成

立
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
も
う

一
度
考
え
直
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。

(た
け
だ

せ
い
じ
・
文
芸
評
論
家
/
明
治
学
院
大
学
)

*

一
九
九
二
年

一
二
月
四
日

の

「文

化
学

原
論
」

学
外
講
師

に
よ
る
講
演

の

記
録

(文
責

11
編
集
部
)
。

竹
田
青

嗣

(
た
け
だ

・
せ
い
じ
)
氏

の
プ

ロ
フ
ィ
ー
ル

一
九
四
七
年
、
大
阪
に
生
ま
れ
る
。

一
九
七

一
年
、
早
稲
田
大
学
政

経
学
部
経
済
学
科
卒
業
。
文
芸
評
論
家
。

一
九
九
二
年
よ
り
明
治
学
院

大
学
国
際
学
部
教
授

(「人
間
論
」
担
当
)

主
著

『
〈
在
日
〉
と

い
う
根
拠
-

李
恢
成

・
金
石
範

・
金
鶴
泳
』

(国
文
社
)

『
陽
水

の
快
楽
-

井
上
陽
水
論
』

(河
出
童
旦
房
新
社
、
河
出
文
庫
)

『
意
味
と

エ
ロ
ス
ー

欲
望
論

の
現
象
学
』

(作
品
社
)

『
〈
世
界
〉

の
輪
郭
』

(
国
文
社
)

『
現
代
思
想

の
冒
険

』

(毎

日
新

聞
社
、

ち
く
ま
学
芸
文
庫
)

『
世
界
と

い
う
背
理

凵

ハ
林
秀
雄

と
吉
本
隆

明
』

(河
出
書
房
新
社
)

『
ニ
ー
チ

ェ
』

(閃
O
幻

しd
国
O
【Z
Z
国
幻
ω
シ
リ
ー
ズ
、
現
代
書
館
)

『
ニ

ュ
ー

ミ

ュ
ー
ジ

ッ
ク

の
美
神

た

ち
ー

ピ
O
<
国

ω
O
Z
O

に
聴

く

美

の
夢
』

(飛
鳥
新
社
)

『
夢

の
外
部
』

(河
出
書
房
新
社

)

『
現
象
学
入
門
』

(
N
H
K
ブ

ッ
ク

ス

窃
♂

、

日
本
放
送
出
版
協
会
)

『批
評
の
戦
後
と
現
在
i

竹
田
青
嗣
対
談
集
』
(平
凡
社
)

『
自
分
を
知

る
た
め

の
哲
学
入
門
』

(筑
摩
書

房
)

『
「
自
分
」
を
生
き

る
た
め

の
思
想
入
門
』

(芸
文
社

)

『
世
紀
末

の
ラ
ン

ニ
ン
グ

パ
ス

お
曽

-
旨

』

(加
藤
典
洋
と

の
共
著
、

講
談
社
)

『差
別
と

い
う

こ
と
ば
』

(池
田
清
彦

・
柴
谷
篤
弘
編
、

明
石
書
店
)
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