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通
念
に
基
づ
け
ば
、「
感
情
は

法
と
対
立
す
る
」と
言
え
る
。西
洋

哲
学
に
お
い
て
、イ
マ
ヌ
エ
ル
・

カ
ン
ト
は
、理
性
（
reason）と

性
向
（
inclinations）を
区
分
し
、

感
情
を
後
者
に
含
め
た
。多
く
の

哲
学
者
は
、カ
ン
ト
の
影
響
を
受

け
て
法
を
理
性
の
産
物
と
捉
え
、

感
情
に
対
立
す
る
も
の
と
見
な

し
た
。感
情
が
合
法
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。し
か

し
、最
近
の
研
究
で
は
、法
に
お
け
る
感
情
の
役
割
が
認
知
さ
れ
始
め
、感
情

が
法
に
蔓
延
し
て
い
る
と
主
張
さ
れ
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。

一
方
、朝
鮮
の
法
的
伝
統
は
儒
教
の
大
明
律
に
基
づ
き
、感
情
が
深
く
関
与

し
て
い
る
。特
に
「
訴
冤
制
度
」で
は
、個
人
の
悔
し
さ
や
不
当
感
が
法
的
議

論
に
影
響
を
与
え
た
。「
冤
」は
、「
無
念
さ
ま
た
は
恨
め
し
さ
」と
い
っ
た
怒
り

や
悲
し
み
な
ど
の
否
定
的
感
情
を
一
つ
に
ま
と
め
た
漢
字
で
あ
る
。朝
鮮
の

政
治
家
た
ち
は
、誤
判
や
判
決
の
遅
れ
、下
層
民
の
訴
訟
な
ど
、特
定
の
状
況

で
は
、「
冤
」が
法
的
実
効
性
を
持
つ
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。 

こ
こ
で
、一
五
世
紀
中
盤
に
起
こ
っ
た
、鄭
氏
夫
人
と
婿
の
姜
氏
と
の
財
産

紛
争
を
事
例
に
、法
と
感
情
、そ
し
て
儒
教
倫
理
の
関
係
を
考
察
す
る
。

鄭
氏
夫
人
は
夫
と
娘
が
生
き
て
い
た
当
時
、婿
の
姜
氏
に
自
身
の
財
産
を

分
配
し
た
。し
か
し
、夫
と
娘
が
亡
く
な
っ
た
後
に
家
が
傾
く
と
、婿
の
姜
氏

に
財
産
の
一
部
を
返
す
こ
と
を
要
求
し
た
。姜
氏
が
鄭
氏
の
要
求
を
何
度
も

無
視
し
て
断
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、鄭
氏
は
婿
を
相
手
に
訴
訟
を
提
起
し
、紛

争
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。調
停
で
は
、鄭
氏
夫
人
が
勝
訴
し
た
。姜
氏
に
は

八
十
回
の
鞭
打
ち
刑
が
要
求
さ
れ
、鄭
氏
に
土
地
と
財
産
を
分
配
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
結
論
づ
け
た
。こ
の
事
件
を
よ
り
詳
し
く
検
討
し
て
み
る
と
、

儒
教
道
徳
で
あ
る
孝
と
烈
が
法
的
な
脈
略
で
位
階
秩
序
と
家
族
関
係
を
規
定

す
る
に
あ
た
り
、人
情
と
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。特
に
父

母
、そ
し
て
子
ど
も
の
関
係
、夫
婦
関
係
に
お
い
て
孝
と
烈
と
い
う
の
は
、人

情
す
な
わ
ち
、人
間
の
本
性
と
自
発
性
に
基
づ
く
感
情
で
あ
り
、こ
れ
に
反
す

る
も
の
は
和
気
を
壊
し
、さ
ら
に
社
会
に
無
秩
序
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る

と
暗
示
し
て
い
る
。

結
果
と
し
て
、人
情
は
倫
理
的
な
徳
目
を
支
持
し
、さ
ら
に
そ
れ
を
裏
付
け

る
強
力
な
個
人
的
な
感
情
要
素
で
あ
り
、社
会
的
な
共
感
体
を
構
成
す
る
も

の
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
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史
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史
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。
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史
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白
雲
景
閑
（
一
二
九
八-

一
三
七
四
）は
、直
指
の
編
集
者

と
し
て
名
高
い
禅
師
で
あ
り
、

そ
の
語
録
（
白
雲
和
尚
語
録
、

一
三
七
八
）は
高
麗
時
代
の
貴
重

な
記
録
の
一
つ
で
あ
る
。彼
は「
麗

末
三
師
」の
一
人
と
し
て
も
知
ら

れ
、活
動
の
ピ
ー
ク
は
恭
愍
王
の

治
世
（
一
三
五
一-

一
三
七
四
）

に
重
な
る
。し
か
し
、白
雲
に
関
す
る
詳
細
な
伝
記
や
記
録
は
残
さ
れ
て
お
ら

ず
、弟
子
た
ち
が
直
指
や
語
録
を
編
纂
す
る
際
も
、彼
の
人
生
に
つ
い
て
は
ほ

と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。そ
こ
で
、『
白
雲
和
尚
語
録
』の
中
か
ら
三
つ
の

短
い
テ
キ
ス
ト
を
通
し
て
、白
雲
和
尚
の
生
涯
を
垣
間
見
る
こ
と
を
試
み
た
。

ま
ず
、白
雲
が「
白
雲
」と
い
う
道
号
を
授
か
っ
た
こ
と
に
感
謝
す
る
詩（
謝

詩
）を
取
り
上
げ
る
。語
録
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
多
く
の
文
は
、白
雲
が
元
国

に
赴
い
た
時
期
や
、一
三
五
二
年
の
帰
国
後
に
対
応
し
て
い
る
。そ
の
た
め
、

一
三
五
一
年
以
前
、具
体
的
に
は
『
高
麗
史
』で
一
三
四
六
年
に
松
都
で
の
雨

乞
い
の
儀
式
を
任
さ
れ
た
白
雲
と
い
う
僧
侶
や
、長
谷
寺
の
金
銅
薬
師
如
来

坐
像
の
腹
蔵
発
願
文
に
記
さ
れ
た
親
伝
師
白
雲
が
彼
を
指
す
と
い
う
説
は
説

得
力
に
欠
け
る
。謝
詩
の
中
の
「
青
山
父
」は
、石
屋
禅
師
を
指
し
て
い
る
と

解
釈
で
き
る
。

次
に
分
析
す
る
テ
キ
ス
ト
は
、一
三
五
四
年
に
石
屋
が
入
籍
し
た
後
、彼

の
弟
子
で
あ
る
禅
人
法
眼
が
湖
洲
の
霞
霧
山
か
ら
高
麗
へ
渡
り
、海
州
の
安

国
寺
に
残
し
た
辞
世
頌
で
あ
る
。辞
世
頌
は
一
見
、死
に
際
の
詩
の
よ
う
に
思

え
る
が
、詳
し
く
見
る
と
、伝
法
偈
と
同
じ
性
質
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。白

雲
も
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
た
め
、彼
を
石
屋
の
高
麗
人
の
弟
子
と
見

な
す
こ
と
が
で
き
る
。さ
ら
に
、太
古
普
愚
（
一
三
〇
二-

一
三
八
一
）が
、お

そ
ら
く
一
三
五
六
年
に
彼
を
恭
愍
王
の
師
と
し
た
頃
に
書
い
た
手
紙
を
読
む

と
、白
雲
が
自
分
を
石
屋
の
弟
子
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
わ
か
る
。

し
か
し
、一
四
世
紀
末
の
石
屋
の
塔
碑
文
に
は
、太
古
だ
け
が
唯
一
の
高
麗
人

弟
子
だ
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
、一
三
六
五
年
に
白
雲
が
恭
愍
王
に
送
っ
た
神
光
寺
住
持
職
を
辞
任

す
る
意
向
を
示
し
た
手
紙
で
あ
る
。白
雲
は
出
家
後
、世
俗
の
利
益
を
避
け
、僧

侶
の
活
動
に
専
念
し
、官
職
を
何
度
も
辞
退
し
た
。こ
の
態
度
が
、彼
の
歴
史
上

の
記
録
を
減
少
さ
せ
、後
世
に
お
け
る
影
響
力
を
弱
め
た
。彼
が
政
治
的
な
立
場

を
避
け
た
理
由
と
し
て
は
、開
京
の
朝
政
で
辛
純
が
も
た
ら
し
た
悪
影
響
、例
え

ば
高
僧
の
よ
う
な
太
古
を
排
斥
し
、脅
迫
す
る
行
為
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
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●
パ
リ
第
七
大
学
と
韓
国
学
中
央
研
究
院
で
学
び
、
高
麗
時
代
の
仏
教
と
国
家
の
関
係
を
中
心
に
研
究
を
行
う
。『
直

指
心
体
要
節
』
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
翻
訳
で
知
ら
れ
る
。
二
〇
二
二
年
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
韓
国
研
究
セ
ン

タ
ー
長
に
就
任
。
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
二
〇
年
ま
で
初
の
フ
ラ
ン
ス
語
圏
韓
国
学
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
主
宰
し
、

二
〇
一
六
年
よ
り
歴
史
学
百
科
事
典
（
ア
フ
リ
カ
、
ア
メ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

の
一
人
と
し
て
も
活
躍
し
て
い
る
。
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