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教育とメシ アにおける

不易と流行
「テレイクジステンス」と「現象学」のすすめ

宏
割
〓早

韓
田士

ロ

「不
易
を
知
ら
ざ
れ
ば
基
た
ち
が
た
く
、
流
行
を
知
ら
ざ
れ
ば
風
新
な
ら
ず
」
（去
来
抄
）
は
、
俳
句
に

つ
い
て
の
言
葉
で
あ
る
。
不
易
と
変
化
と
は
同

一
で
あ
り
、
不
易
性
は
、
固
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
不

断
に
変
化
す
る
こ
と
で
可
能
に
な
る
、
と
い
う
の
が
芭
蕉
の
真
意
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

教
育
に
お
け
る
不
易
、
「
共
に
育
ち
ま
し
ょ
う
」

一
般
常
識
の
理
解
で
は
、
教
育
と
は
人
が
人
を

「教
え
育
て
る
こ
と
」
で
あ
る
。
「生
涯
教
育
」
に
代
わ

っ
て

「生
涯
学
習
」
と
い
う
言
葉
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
の
一
つ
に
は
、
「教
育
」
と
い
う
言
葉

に
つ
い
て
の
そ
う
し
た
常
識
的
理
解
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「教
育
」
の
語
で
は
な
く

て
、
こ
の
語
が
指
し
示
す

「事
柄
自
体
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
」
べ
く
努
め
て
み
よ
う
。
す
る
と
そ
こ
に

は
、
「教
育
と
は
、
子
ど
も
が
み
ず
か
ら
の
力
で
思
考
し
、
決
断
し
、
行
動
す
る
状
況
を
教
師
が
意
図
的
に

配
置
す
る
い
と
な
み
で
も
あ
る
」
（武
田
常
夫

『真
の
授
業
者
を
め
ざ
し
て
』
国
土
社
、
四
〇
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
理

解
、
さ
ら
に
は

「教
え
な
い
こ
と
が
教
育
だ
」
（同
上
、
四
一天
―
ビ

と
い
う

一
層
深
い
洞
察
さ
え
生
ま
れ

て
く
る
の
が
見
え
る
。
教
育
と
は
、
「濃
縮
さ
れ
た
時
間
」
（小
木
貞
孝
／
加
賀
乙
彦
）
を
生
き
る
豊
か
な

「世

界
」
を
配
置
す
る
営
み
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
奥
に
は
、
こ
の
深
い
教
育
理
解
を
自
ら
育
て

る
に
い
た
る
教
師
の
豊
か
な

「生
き
ら
れ
る
世
界
」
つ
一く
の
Ｑ
ヨ
Ｒ
中３
の
歴
史
も
ま
た
見
え
て
く
る
。

教
育
の
本
質
は

「生
き
ら
れ
る
世
界
の
出
会
い
」
釜
口田
章
宏

『教
育
の
方
法
』
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
一
九

九
一
年
）
に
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「生
き
ら
れ
る
世
界
」
に
「多
即

一
、　
一
即
多
」
の
「多
様
と
統

一
」
、
ヨ

葉
の
落
ち
る
を
知
っ
て
、
天
下
の
秋
を
知
る
」
の
豊
か
さ
を
生
む
の
が
教
育
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
「共
に
育
ち
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
声
田
恵
之
助
が
残
し
た
平
易
な
言
葉
に
、
時
代
、
社
会
、
文

化
を
超
え
た
、
教
育
の

「不
易
」
の
本
質
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
ま
た
、
次
第
に
見
え
て
く
る
。

メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る

「
流
行
」
、
「
テ
レ
イ
ク
ジ
ス
テ
ン
ス
」

メ
デ
ィ
ア
は
、
豊
か
な

「生
き
ら
れ
た
世
界
」
を
共
に
育
て
共
有
す
る
た
め
の
道
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
教
育
は
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
を
求
め
、
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
は
教
育
の
可
能
性
を
開
く
。
こ
の
こ
と
は
不

易
で
あ
る
。
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
メ
デ
ィ
ア
は
最
先
端
科
学
技
術
の
集
中
す
る

「流
行
」
の
激
し
い

交
差
点
で
も
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
今
日
の

「流
行
」
の
最
先
端
は
、
「
テ
レ
イ
ク
ジ
ス
テ
ン
ス
」
、
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「人
工
現
実
感
」、
「
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
」、
「仮
想
現
実
技
術
」
な
ど
の
諸
概
念
に
集
約
さ
れ

つ
つ
あ
る
極
め
て
広
範
な
先
端
技
術
の
交
差
点
に
あ
る
よ
う
だ
。
最
近
刊
行
さ
れ
た

「
そ
の
技
術
と
文
化

の
最
新
の
研
究
成
果
を
伝
え
る
研
究
現
場
か
ら
の
第

一
報
」
に
は
、
「人
工
現
実
感
と
は
、
人
間
が
今
、
現

在
、
実
際
に
存
在
し
て
い
る
環
境
以
外
の
仮
想
環
境
を
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
現
実
の
環
境
の
よ
う
な
感
覚

を
持
っ
て
体
験
し
、
か
つ
そ
の
仮
想
世
界
で
行
動
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
新
し
い
技
術
で
あ
る
。　
一
方
、

テ
レ
イ
ク
ジ
ス
テ
ン
ス
と
は
、
人
間
が
従
来
の
時
空
の
制
約
か
ら
開
放
さ
れ
、
時
間
と
空
間
な
い
し
は
そ

れ
ら
の
両
者
を
隔
て
た
仮
想
環
境
に
存
在
す
る
こ
と
を
目
指
す
新
し
い
概
念
で
あ
っ
て
、
人
工
現
実
感
を

別
の
観
点
か
ら
い
い
表
し
て
い
る
」
（館
障
。広
瀬
通
孝

『バ
ー
チ
ャ
ル
・
テ
ッ
ク
・
ラ
ボ
…

「超
」
現
実
へ
の
接
近
』

工
業
調
査
会
、
一
九
九
一
一年
、
一
一
ペ
ー
こヽ
と
あ
る
。
そ
の
具
体
的
実
現
形
態
は
極
め
て
多
様
だ
。
ロ
ボ
ッ
ト

を
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
別
の
実
世
界
に
赴
く
遠
隔
現
実

・
遠
隔
臨
場
感
と
、　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
等
が
作
り
だ
し

た
仮
想
世
界
に
赴
く
仮
想
現
実
感
と
が
区
別
さ
れ
る
。
人
工
現
実
感
の
特
徴
は
、
「臨
場
感
」
、
そ
の
世
界

で
自
由
に
行
動
し
相
互
作
用
す
る

「実
時
間
相
互
作
用
性
」
、
分
身
に
よ
る

「自
己
投
射
性
」
に
あ
る
。

か
つ
て
、
ベ
ラ
・バ
ラ
ー
ジ
ュ
は
、
映
画
の
画
期
的
な
新
し
さ
に
つ
い
て
、
「
わ
れ
わ
れ
は
画
面
の
中
に

い
る
」
と
書
き
、
「
カ
メ
ラ
が
観
客
の
目
を
映
画
の
筋
と
画
面
の
中

へ
ひ
き
ず
り
こ
む
」
（佐
々
木
基
一
訳
『映

画
の
理
論
』
学
芸
書
林
、
一
九
七
〇
年
、
四
〇
～
四
一
ペ
ー
いこ

と
書
い
て
い
た
。
も
し
今
日
バ
ラ
ー
ジ
ュ
が
生
き

て
い
た
ら
、
「
人
工
現
実
感
技
術
」
の
芸
術
に
お
け
る
可
能
性
を
鋭
く
直
感
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ

は
、
「画
面
」
で
は
な
く
て
、
実
世
界
で
あ
れ
仮
想
世
界
で
あ
れ
、
日
常
世
界
と
は
別
の
「世
界
」
に
、
「目
」

で
は
な
く
て
わ
れ
わ
れ
の

「分
身
」
を
引
き
ず
り
込
み
、
自
由
に
行
動
さ
せ
、
そ
こ
の
存
在
者
と
相
互
作

用
す
る
参
加
芸
術
の
経
験
を
可
能
に
す
る
。
カ
フ
カ

『変
身
』
や
安
部
公
房

『他
人
の
顔
』
の
、
分
身
に

よ
る

一
人
称
的
体
験
も
可
能
と
な
る
の
だ
。
す
っ
か
リ
ロ
ボ
ッ
ト
に
な
り
き
っ
て
い
た
と
き
、
「
ロ
ボ
ッ
ト

と
い
う
自
分
の
分
身
で
あ
る
他
者
の
日
か
ら
、
自
分
の
後
ろ
姿
を
見
る
」
経
験
を
し
た
と
き
の
驚
き
（服
部

桂
『人
工
現
実
感
の
世
界
』
工
業
調
査
会
、　
一
九
九
一
年
、　
一
〇
四
～
五
ペ
ー
こヽ

の
叙
述
は
、　
こ
の
先
端
技
術
の
も

つ
、
芸
術
ば
か
り
で
な
く
、
豊
か
な
経
験
の
た
め
に

「世
界
を
配
置
す
る
」
教
育
に
お
け
る
、
豊
か
な
可

能
性
を
予
感
さ
せ
確
信
さ
せ
る
に
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。

人
間
経
験
の

「
不
易
」

の
学
的
探
究
、
「
現
象
学
」
の
す
す
め

歴
史
の
中
で
、
「不
易
」
に
、
「人
間
経
験
の
意
味
と
構
造
」
を
学
的
に
最
も
詳
細
か
つ
豊
か
に
探
究
し
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て
き
た
の
は

「事
柄
自
体
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
」
こ
と
を
目
指
し
て
努
め
て
き
た
現
象
学
だ
、
と
現
在

の
私
は
信
じ
て
い
る
。
Ｅ
・
フ
ッ
サ
ー
ル
を
始
祖
と
す
る
現
象
学
が

「人
間
経
験
の
構
造
と
意
味
」
と

「生

き
ら
れ
た
世
界
」
を
探
究
し
た
そ
の
豊
か
な
学
的
遺
産
の
蓄
積
に
初
め
て
接
し
た
と
き
の
私
は
、
驚

愕
と

感
嘆
で
息
を
呑
み
、
声
さ
え
出
な
か
っ
た
。

最
近
、
「人
工
的
現
実
感
」
に
つ
い
て
の
前
記

「研
究
現
場
か
ら
の
第

一
報
」
を
読
み
、
こ
れ
ま
で
の
ぞ

い
た
こ
と
も
な
か
っ
た
ゲ
ー
ム
ｏ
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
赴
き
貧
し
い
な
が
ら
も
幾
つ
か
の
体
験
を
試
み
た
私

は
、
現
象
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
輝
か
し
い
業
績
を
思
い
起
こ
し
て
、
独
り
興
奮
し
て
い
た
。
Γ
。結
局
二
つ
の

目
の
網
膜
に
映
し
出
さ
れ
た
二
枚
の
映
像
だ
け
し
か
人
間
は
利
用
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
時
々
刻
々
の
変

化
を
能
動
的
に
と
ら
え
そ
れ
か
ら
二
次
元
を
再
構
成
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
事
実
を
再
発
見
し
…
。
直
接

視
で
得
ら
れ
る
の
と
同

一
の
網
膜
像
を
計
測
と
制
御
の
力
で
人
間
に
与
え
続
け
れ
ば
よ
い
」
（一則
掲
書
、
一
〇

一
天

―
こヽ

と
洞
察
し
た
館
氏
の
発
見
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る

「視
点
」
、
「射
映
」
、
「地
平
」
、
「構

成
」、
「過
去
把
持
」、
「未
来
把
持
」
、
「内
的
時
間
意
識
」
な
ど
の
現
象
学
的
洞
察
に
深
く
通
じ
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
館
氏
の
発
見
が
現
象
学
か
ら
は
独
立
に
生
ま
れ
た
こ
と
が
、
実
に
興
味
深
か
っ
た
。
同
様
に
、

「存
在
と
現
実
」
、
「現
実
と
虚
構
」
に
関
す
る
現
象
学
的
洞
察
、
あ
る
い
は
、
Ａ

・
シ
ュ
ッ
ツ
の

「多
元

的
現
実
論
」
、
「ド
ン
キ
ホ
ー
テ
論
」
な
ど
は
、
「人
工
的
現
実
感
」
の
一
つ
の
理
論
的
基
盤
に
な
り
う
る
だ

ろ
う
。
「私
達
は
何
事
か
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
私
達
が
そ
の
意
味
を
自
分
達
自
身
に
あ
き
ら
か

に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
何
事
か
を
理
解
す
る
と
、
私
達
は
今
度
は
、
そ
の
理
解
し

た
こ
と
を
他
者
に
伝
え
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
も
っ
と
も
広
い
意
味
で
の
科
学
の
本
質
で
あ
る
」
（Ｅ
。キ
ー

ン
『現
象
学
的
心
理
学
』
東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
八
九
年
、
五
一
粟
―
ジ
）。
だ
と
す
れ
ば
、
人
間
経
験
の
豊
か
な

「不
易
」
の
学

「現
象
学
」
の
伝
統
と
遺
産
と
が
、
「流
行
」
メ
デ
ィ
ア
の
最
先
端

「仮
想
現
実
技
術
」

と
、
本
質
的
な
と
こ
ろ
で
豊
か
に

「伝
え
合
う
」
こ
と
で
、
教
育
の
世
界
に
豊
か
な

「共
に
育
ち
ま
し
ょ

う
」
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
、
直
感
さ
れ
る
の
だ
。

教
育
、
メ
デ
ィ
ア
、
科
学
・学
問
そ
れ
ぞ
れ
の
不
易
と
流
行
が
互
い
に
「伝
え
合
い
」
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「不

易
流
行
」
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
。
芭
蕉
の

「不
易
流
行
」
の
教
え
は
、
流
行
の

「教
育
と
メ
デ
ィ
ア
」

に
も
不
易
で
あ
る
よ
う
だ
。
教
育
と
仮
想
現
実
と
現
象
学
に
つ
い
て
の
私
の
一
句
で
あ
る
。
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