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バ
タ
イ
ュ
は
、
現
代
の
思
想
家
の
な
か
で
も
、
き
わ
め
て
扱
い
の

難
し
い
人
物
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
彼
は
、
性
や
暴
力
を
は
じ
め
と

す
る
反
理
性
的
で
醜
悪
な
テ
ー
マ
を
好
ん
で
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
を

し
ば
し
ば
意
図
的
に
論
理
を
欠
い
た
文
体
に
よ
っ
て
描
き
出
し
た
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
バ
タ
イ
ユ
は
、
同
じ
理
由
か
ら
、
現
代

に
お
い
て
な
お
人
の
関
心
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
思
想
家
の
一
人

で
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
彼
は
、
伝
統
的
な
西
洋
哲
学
が
忌
避
し
た

性
や
暴
力
と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
あ
え
て
正
面
切
っ
て
取
り
上
げ
、
整

合
的
な
論
理
の
崩
壊
を
厭
わ
ず
、
生
の
体
験
の
深
層
へ
と
果
敢
に
突

き
進
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
バ
タ
イ
ュ
は
、
わ
れ
わ

れ
の
思
考
を
刺
激
せ
ず
に
は
お
か
な
い
人
物
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
れ
ま
で
に
酒
井
氏
は
、
バ
タ
イ
ュ
に
か
ん
す
る
数
々
の
書
物
の

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
一
方
的
な
賞
賛
に
も
単
純
な
批
判
に
も
陥
る

こ
と
な
く
、
バ
タ
イ
ュ
の
刺
激
的
な
思
想
の
核
心
を
的
確
に
描
き
出

【
書
評
】

「
非
↑
知
の
夜
」
へ
の
誘
惑
ｌ
酒
井
健
箸
『
バ
タ
イ
ュ
』
を
読
む

酒
井
健
『
バ
タ
イ
ュ
』
青
土
社
二
○
○
九
年

し
て
き
た
。
激
し
く
う
ね
り
な
が
ら
も
軽
や
か
さ
を
湛
え
た
バ
タ
イ

ュ
の
思
考
を
、
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
も
っ
て
取
り
ま
と
め
て
ゆ

く
氏
の
見
事
な
手
さ
ば
き
は
、
本
書
『
バ
タ
イ
苣
に
お
い
て
も
遺

憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
け
て
も
本
書
に
お
い
て
注

目
す
べ
き
は
、
バ
タ
イ
ュ
の
生
の
思
想
を
徹
底
的
に
掘
り
下
げ
る
一

方
、
そ
の
思
想
を
広
く
西
洋
の
文
化
の
流
れ
の
な
か
に
位
置
づ
け
た

点
だ
ろ
う
。
バ
タ
イ
ュ
の
思
想
を
こ
の
よ
う
な
《
生
の
文
化
史
》
に

お
い
て
読
み
解
く
点
に
、
類
書
と
一
線
を
画
す
本
書
の
最
大
の
特
徴

が
あ
る
。

本
書
は
、
「
夜
」
、
「
グ
ノ
ー
シ
ス
」
、
「
非
Ｉ
知
」
、
「
死
」
、

「
中
世
」
と
い
う
五
つ
の
章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
各
章
は

初
出
論
文
の
年
代
順
で
は
な
く
、
緩
や
か
な
内
容
の
つ
な
が
り
に
そ

っ
て
配
列
さ
れ
て
お
り
、
読
者
は
、
生
の
文
化
史
の
う
ち
に
立
つ
バ

タ
イ
ュ
の
多
彩
な
表
情
を
眺
め
な
が
ら
、
お
の
ず
と
彼
の
思
想
の
最

齋
藤
元

紀

5１ 

Hosei University Repository



深
部
へ
と
誘
わ
れ
て
ゆ
く
仕
掛
け
で
あ
る
。

第
Ｉ
章
は
、
若
き
酒
井
氏
自
身
が
バ
タ
イ
ュ
読
解
に
あ
た
っ
て
蹟

い
た
「
夜
」
の
含
意
に
つ
い
て
の
回
想
か
ら
始
ま
る
。
謎
め
い
た
「
夜

の
な
か
の
生
」
を
め
ぐ
る
氏
の
考
察
は
、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
を
経
由

し
た
う
え
で
、
フ
ロ
イ
ト
や
セ
リ
ー
ヌ
を
手
が
か
り
に
、
第
一
次
大

戦
や
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
い
っ
た
《
夜
の
時
代
》
に
お
け
る
バ
タ
イ

ュ
の
「
生
」
の
経
験
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
ゆ
く
。
敵
と
味
方
の
区

別
も
つ
か
な
い
戦
時
下
の
暗
闇
を
辛
く
も
生
き
抜
い
た
バ
タ
イ
ュ
に

と
っ
て
、
「
夜
の
感
覚
」
は
「
出
口
の
見
あ
た
ら
な
い
絶
望
感
」
と

「
表
裏
一
体
」
で
あ
り
、
徹
底
的
に
言
語
化
を
拒
む
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
バ
タ
イ
ュ
は
、
そ
う
し
た
夜
の
苦
悩
の
只
中
に
あ
っ
て
、
な

お
「
地
上
の
生
き
と
し
生
け
る
人
す
べ
て
の
生
に
心
底
魅
せ
ら
れ
て

交
わ
り
を
欲
し
、
そ
う
し
て
生
き
続
け
た
」
（
’
八
頁
）
。
こ
こ
で

氏
は
、
「
殺
意
」
と
背
中
あ
わ
せ
の
「
愛
欲
」
と
し
て
の
「
友
愛
」

と
い
う
バ
タ
イ
ュ
の
発
想
が
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
様
式
の
教
会
堂
の
地
下

聖
堂
に
漂
う
民
衆
の
力
強
い
生
命
感
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

見
事
に
指
摘
し
て
み
せ
る
。

第
Ⅱ
章
は
、
中
世
か
ら
さ
ら
に
歴
史
を
遡
り
、
バ
タ
イ
ュ
と
「
グ

ノ
ー
シ
ス
」
と
の
関
係
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。
バ
タ
イ
ユ
と
グ
ノ

ー
シ
ス
と
の
関
係
は
、
こ
れ
ま
で
議
論
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と

は
あ
っ
て
も
、
考
察
の
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
そ
の
点
で
本
章
は
、
国
内
外
を
問
わ
ず
、
バ
タ
イ
ュ
研
究
に

お
い
て
前
例
の
な
い
画
期
的
な
試
み
で
あ
る
。
バ
タ
イ
ユ
は
「
低
い

唯
物
論
と
グ
ノ
ー
シ
ス
」
に
お
い
て
、
定
説
と
は
異
な
り
、
グ
ノ
ー

シ
ス
派
を
物
質
界
な
い
し
は
唯
物
論
重
視
の
立
場
と
し
て
捉
え
た
。

氏
は
、
こ
の
よ
う
な
バ
タ
イ
ュ
の
異
説
の
内
容
と
動
機
を
、
グ
ノ
ー

シ
ス
研
究
史
と
バ
タ
イ
ュ
の
思
想
的
発
展
の
双
方
を
踏
ま
え
つ
つ
、

図
像
解
釈
を
も
織
り
交
ぜ
な
が
ら
明
快
に
解
き
明
か
し
て
ゆ
く
。
バ

タ
イ
ュ
は
、
非
キ
リ
ス
ト
教
系
の
グ
ノ
ー
シ
ス
で
す
ら
、
物
質
界
と

精
神
界
の
両
側
面
に
跨
る
矛
盾
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
つ

つ
も
、
近
代
人
へ
の
批
判
を
込
め
て
、
物
質
界
の
根
底
に
横
た
わ
る

非
理
性
的
な
生
の
力
の
側
へ
と
、
あ
え
て
グ
ノ
ー
シ
ス
理
解
の
舵
を

切
っ
た
。
グ
ノ
ー
シ
ス
と
バ
タ
イ
ュ
の
思
想
と
そ
の
同
時
代
の
背
景

を
巧
み
に
結
び
合
わ
せ
た
、
氏
の
洞
察
冴
え
わ
た
る
一
章
で
あ
る
。

第
Ⅲ
章
で
は
、
バ
タ
イ
ュ
の
「
非
ｌ
知
」
の
思
想
の
成
立
と
展
開
の

軌
跡
が
き
わ
め
て
鮮
や
か
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
バ
タ
イ
ュ
の
「
非

Ｉ
知
」
の
思
想
は
、
「
逆
説
的
な
哲
学
」
の
構
想
に
始
ま
る
。
こ
の
哲

学
は
、
こ
れ
ま
で
知
が
愛
し
て
こ
な
か
っ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
「
不

可
知
の
も
の
」
を
、
た
と
え
不
十
分
に
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
し
て
も
、
無
視
し
た
り
、
都
合
よ
く
歪
め
た
り
し
て
「
憎
悪
す
る
」

の
で
は
な
く
、
「
愛
す
る
」
こ
と
を
め
ざ
す
。
こ
の
構
想
は
、
キ
リ

ス
ト
教
の
瞑
想
体
験
を
乗
り
越
え
、
ま
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
笑
い
」

や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
歴
史
の
終
焉
」
な
ど
に
対
す
る
仮
借
な
い
批
判
を

と
お
し
て
、
「
内
的
体
験
」
に
お
け
る
「
非
１
知
」
の
思
想
と
し
て
洗

練
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
さ
い
バ
タ
イ
ュ
の
思
想
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
体

験
と
の
重
な
り
あ
い
を
と
お
し
て
、
決
定
的
な
純
化
を
遂
げ
る
。
一
一
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１
チ
ェ
は
「
神
の
死
」
に
お
い
て
「
供
犠
の
執
行
者
の
味
わ
う
よ
う

な
苦
痛
」
を
感
じ
と
り
、
ま
た
そ
こ
か
ら
噴
出
す
る
「
巨
大
な
生
命

流
」
と
し
て
の
「
世
界
の
破
壊
的
な
動
き
」
に
「
不
安
」
を
覚
え
た
。

そ
う
し
た
ニ
ー
チ
ェ
の
「
内
的
体
験
」
こ
そ
、
バ
タ
イ
ュ
の
「
内
的

経
験
」
と
共
鳴
し
た
当
の
も
の
で
あ
っ
た
。
加
え
て
氏
は
、
「
内
的

体
験
」
に
お
け
る
「
供
犠
」
、
「
笑
い
」
、
「
企
て
」
と
い
っ
た
諸

概
念
の
内
実
を
、
ニ
ー
チ
ェ
は
も
と
よ
り
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
、
モ
ー
ス
、

１
ベ
ー
ル
、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
、
さ
ら
に
は
印
象
派
の
絵
画
と
の
関
係
な

ど
か
ら
、
多
面
的
に
灸
り
出
し
て
ゆ
く
。
読
者
は
本
章
に
お
い
て
、

頁
を
繰
る
に
つ
れ
、
お
の
ず
と
バ
タ
イ
ュ
の
「
内
的
体
験
」
を
《
共

に
》
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

第
Ⅳ
章
「
死
」
で
は
、
入
沢
康
夫
の
詩
を
め
ぐ
っ
て
、
吉
本
隆
明

に
対
す
る
若
き
氏
の
違
和
感
に
始
ま
り
、
風
土
の
根
底
に
流
れ
る
自

然
の
奥
深
い
生
へ
と
歩
み
が
進
め
ら
れ
る
。
自
然
の
奥
深
い
生
か
ら

見
れ
ば
、
個
体
と
し
て
は
死
ん
だ
者
た
ち
も
、
ま
た
彼
ら
を
想
う
生

者
た
ち
も
、
大
き
な
生
の
流
れ
の
な
か
で
繋
が
っ
て
い
る
。
近
代
的

な
死
生
観
を
転
倒
さ
せ
な
が
ら
、
酒
井
氏
は
、
入
沢
の
詩
か
ら
ラ
フ

カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
、
さ
ら
に
は
バ
タ
イ
ュ
の
「
足

の
指
」
へ
と
、
軽
や
か
に
連
想
の
翼
を
広
げ
て
ゆ
く
。
「
死
」
と
「
笑

い
」
の
交
錯
す
る
奥
深
い
生
の
流
れ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
前
半
部

に
対
し
て
、
後
半
部
で
は
、
「
死
」
を
め
ぐ
る
バ
タ
イ
ュ
の
思
想
に

つ
い
て
の
考
察
が
展
開
さ
れ
る
。
バ
タ
イ
ュ
に
お
け
る
「
死
」
は
、

一
般
的
な
個
体
の
絶
命
を
意
味
す
る
「
第
一
の
死
」
と
、
生
と
死
が

と
も
に
強
く
意
識
さ
れ
、
両
義
的
な
危
機
的
状
況
に
あ
る
「
第
二
の

死
」
と
に
分
け
ら
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ら
び
に
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
ヘ
の
批

判
を
と
お
し
て
、
こ
の
「
第
二
の
死
」
を
受
け
止
め
よ
う
と
す
る
バ

タ
イ
ュ
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
は
、
論
理
的
思
考
や
推
論
に
立
脚
し
な
が

ら
も
、
表
現
さ
れ
る
端
か
ら
解
体
さ
れ
て
ゆ
く
運
命
を
引
き
受
け
る

独
自
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
確
立
さ
れ
た
。
「
消
え
ゆ
く
光
」
と
呼
ば

れ
る
バ
タ
イ
ユ
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
本
質
に
肉
迫
す
る
、
氏
の
鋭
い

分
析
が
光
る
。

第
Ｖ
章
「
中
世
」
は
、
バ
タ
イ
ュ
の
思
想
に
流
れ
込
ん
で
い
る
中

世
文
化
の
諸
相
を
描
き
出
し
て
お
り
、
分
量
か
ら
も
内
容
か
ら
も
、

本
書
で
最
も
読
み
応
え
が
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
「
近
代
人
の
精
神
」

を
批
判
的
に
相
対
化
す
る
た
め
、
バ
タ
イ
ュ
は
「
理
性
を
踏
ま
え
な

が
ら
非
理
性
へ
開
け
て
ゆ
く
中
世
人
の
感
性
」
に
依
拠
し
た
三
四

七
頁
）
。
氏
は
、
バ
タ
イ
ュ
や
現
代
思
想
の
テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
な

が
ら
、
中
世
の
「
情
動
」
の
文
化
史
を
明
快
に
読
み
解
い
て
み
せ
る
。

「
粗
野
な
ロ
ー
マ
的
言
語
」
と
し
て
の
『
聖
女
ウ
ー
ラ
リ
哀
歌
』
、

レ
ミ
。
Ｆ
・
グ
ー
ル
モ
ン
の
『
神
秘
ラ
テ
ン
語
』
、
「
騎
士
道
」
の

「
情
念
」
や
「
道
徳
」
、
ア
ン
ジ
ェ
ラ
・
ダ
・
フ
オ
リ
ー
ー
ー
ョ
の
神

秘
思
想
、
『
サ
ン
・
ス
ヴ
ェ
ー
ル
の
黙
示
録
』
の
図
像
、
「
が
ら
く

た
詩
」
と
呼
ば
れ
る
「
フ
ァ
ト
ラ
ジ
ー
」
、
「
不
敬
虐
な
例
外
者
」

ジ
ル
・
ド
・
レ
の
処
刑
、
こ
れ
ら
が
、
フ
ー
コ
ー
の
『
言
葉
と
物
』

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
論
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
言
語
観
、
ク
ロ
ソ

ウ
ス
キ
ー
の
記
号
論
、
そ
し
て
バ
タ
イ
ュ
自
身
の
テ
キ
ス
ト
等
を
ふ
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ん
だ
ん
に
援
用
し
な
が
ら
読
み
解
か
れ
て
ゆ
く
ざ
ま
は
、
壮
観
で
あ

る
。
「
暗
黒
時
代
」
と
い
っ
た
紋
切
り
型
の
中
世
史
観
、
あ
る
い
は

古
典
古
代
の
理
性
の
「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
と
見
る
中
世
史
観
と
も
異

な
り
、
バ
タ
イ
ュ
に
と
っ
て
の
中
世
は
、
無
名
の
者
た
ち
が
直
接
に

集
い
、
剥
き
だ
し
の
笑
い
や
怒
り
や
感
動
を
共
に
分
か
ち
合
い
、
脱

自
的
に
発
露
さ
せ
て
い
た
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
本
書
は
、
異
常
な
性
的
表
現
を
好
む
作
家
と
い
う
従
来

の
イ
メ
ー
ジ
を
見
事
に
覆
し
、
き
わ
め
て
広
範
か
つ
繊
密
な
氏
の
考

察
に
よ
っ
て
、
《
生
の
文
化
史
家
》
と
い
う
新
た
な
バ
タ
イ
ュ
像
の

提
示
に
成
功
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
、
本
書
で

は
「
文
化
史
」
と
い
う
視
点
が
過
去
に
偏
っ
て
い
る
た
め
、
現
代
に

対
す
る
批
判
的
な
眼
差
し
は
、
い
さ
さ
か
鈍
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見

え
る
。
た
と
え
ば
ナ
ン
シ
ー
や
ア
ガ
ン
ベ
ン
な
ど
、
近
年
バ
タ
イ
ュ

を
積
極
的
に
参
照
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
現
代
思
想
家
た
ち
へ
の
目

配
り
も
、
少
な
か
ら
ず
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ

を
措
く
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
『
バ
タ
イ
ュ
魅
惑
す
る
思
想
』
（
二

○
○
五
年
、
白
水
社
）
に
比
べ
て
、
氏
の
現
代
批
判
の
ト
ー
ン
は
や

は
り
い
さ
さ
か
後
退
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、

果
た
し
て
現
代
に
お
い
て
剥
き
だ
し
の
生
の
交
流
な
ど
が
一
体
ど
の

よ
う
に
し
て
実
現
で
き
る
の
か
と
い
っ
た
問
い
が
、
お
の
ず
と
頭
を

も
た
げ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
。
皮
相
な
笑
い
が
蔓
延
し
、
死
や
共
存

の
意
味
が
見
失
わ
れ
、
「
犠
牲
」
と
い
う
名
の
も
と
に
、
わ
が
身
を

切
ら
れ
る
よ
う
な
苦
痛
を
覚
え
る
と
い
う
「
供
犠
」
本
来
の
意
味
さ

え
す
ぐ
さ
ま
忘
却
さ
れ
て
し
ま
う
時
代
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
「
非
Ｉ
知
の

夜
」
の
所
在
を
指
示
す
る
批
判
的
思
考
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
。
バ
タ
イ
ュ
の
《
生
の
文
化
史
》
の
重
み
は
、
現
代
へ
の
批
判
的

思
考
に
お
い
て
こ
そ
、
真
に
生
か
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

だ
が
、
門
外
漢
の
評
者
の
そ
の
よ
う
な
疑
義
は
、
お
そ
ら
く
氏
の

意
図
か
ら
す
れ
ば
的
外
れ
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
氏
は
随
所
で

繰
り
返
し
、
バ
タ
イ
ュ
の
見
出
し
た
生
の
思
想
を
《
今
》
、
《
こ
こ
》

で
《
共
に
》
生
き
る
よ
う
、
切
に
読
者
に
訴
え
か
け
て
も
い
る
か
ら

で
あ
る
。
「
非
Ｉ
知
の
夜
」
は
、
い
つ
で
も
わ
れ
わ
れ
の
も
と
に
あ
る
。

「
死
に
達
す
る
こ
と
な
く
死
に
接
近
し
て
切
り
開
か
れ
る
広
大
で
強

く
脈
打
つ
生
の
地
平
」
は
、
い
つ
で
も
そ
こ
か
し
こ
に
開
か
れ
て
い

て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
、
し
か
し
《
共
に
》
参
入
す
る
の
を

い
つ
ま
で
も
待
っ
て
い
る
（
一
一
三
七
頁
）
。
そ
う
し
た
氏
の
熱
い
想

い
は
、
本
書
の
表
紙
に
も
現
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る

の
は
、
画
家
館
勝
生
氏
が
、
病
と
の
闘
い
を
お
し
て
、
文
字
ど
お
り

《
血
を
も
っ
て
》
描
い
た
鬼
気
迫
る
作
品
で
あ
る
。
こ
の
点
に
想
い

を
馳
せ
る
な
ら
、
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
表
紙
に
包
ま
れ
た
本
書
の
存

在
そ
れ
自
体
も
、
わ
れ
わ
れ
を
「
非
－
知
の
夜
」
へ
と
誘
惑
す
る
《
生

き
た
物
質
》
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
評
者
に
は
そ
れ
こ

そ
が
、
本
書
の
奥
底
に
響
く
、
氏
の
密
か
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

5４ 
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