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3 エナクティヴ・アプローチにおける現象学の役割は何か

エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
、
神
経
生
物
学
者
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・

ヴ
ァ
レ
ラ
、
哲
学
者
の
エ
ヴ
ァ
ン
・
ト
ン
プ
ソ
ン
、
認
知
心
理
学
者
の
エ
レ
ノ

ア
・
ロ
ッ
シ
ュ
が
一
九
九
一
年
の
共
著
『
身
体
化
さ
れ
た
心
（T

he	Em
bodied	

M
ind

）』（V
arela	et	al.	1991	[EM

]

）
に
お
い
て
打
ち
出
し
た
考
え
方
で
あ
る
。

本
書
の
テ
ー
マ
は
「
心
の
科
学
（
認
知
科
学
）
と
人
間
経
験
の
あ
い
だ
の
循
環
の

可
能
性
」（EM

	xv

）を
探
る
こ
と
で
あ
っ
た
。つ
ま
り
、
ご
く
大
雑
把
に
い
う
と
、

心
や
認
知
に
対
す
る
科
学
的
／
客
観
的
な
視
点
と
日
常
的
／
主
観
的
な
視
点
を
結

び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
考
え
方
を
打
ち
出
す
こ
と
が
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー

チ
の
狙
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ヴ
ァ
レ
ラ
ら
は
ま
た
、
本
書
で
の
試
み
は
「
一
世
代
以
上
前
に
フ
ラ
ン
ス
の
哲

学
者
モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
研
究
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
現
代
に
お
い
て
継
続
す
る
こ
と
」（ibid.

）
で
あ
る
と
も
い
う
。
し
た

が
っ
て
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
現
象
学
の
あ
い
だ
に
密
接
な
結
び
つ

き
が
あ
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
明
ら
か
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ど
う
い
う
考
え
方
な
の
か
を
具
体

的
に
理
解
す
る
の
は
、
な
か
な
か
容
易
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
な
に
か
し
ら
密

接
な
結
び
つ
き
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
に
し
て
も
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア

プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
現
象
学
に
は
ど
の
よ
う
な
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
か
を

理
解
す
る
の
も
容
易
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
と
く
に
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・

ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る
現
象
学
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
、

両
者
の
関
係
を
考
察
す
る

（
注
１
）。

以
下
で
は
ま
ず
、
科
学
哲
学
者
の
イ
ム
レ
・
ラ
カ
ト
シ
ュ
が
唱
え
た
「
リ
サ
ー

チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
観
点
に
立
脚
し
て
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
具
体

的
な
内
容
を
整
理
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
理
解

す
る
た
め
に
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
概
念
を
用
い
る
の
は
一
般
的
な
手
法

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
近
年
の
議
論
で
は
、
心
の
哲
学
の
観
点
か
ら
、
認
知
や
知

覚
の
形
而
上
学
的
な
本
性
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か

し
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
名
前
か
ら
は
、
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
の
第
一

の
狙
い
が
心
や
認
知
に
関
す
る
形
而
上
学
的
な
説
を
打
ち
出
す
こ
と
で
は
な
く
、

こ
れ
ら
の
ト
ピ
ッ
ク
に
科
学
的
に
接
近
す
る
た
め
の
方
法
論
を
提
案
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
こ
と
が
強
く
示
唆
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
立
場
を
正
確
に
理
解
す
る

た
め
に
は
科
学
哲
学
の
概
念
を
利
用
す
る
の
が
適
切
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
本

稿
の
後
半
で
は
、
ひ
と
つ
の
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
整
理
さ
れ
た
エ
ナ
ク

テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
な
か
で
の
現
象
学
の
役
割
を
検
討
す
る
。

エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る
現
象
学
の
役
割
は
何
か宮

原

克

典



4

第
一
節	

リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
の
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ

１　

リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
は
何
か

ラ
カ
ト
シ
ュ
は
、
科
学
の
「
連
続
性
」
と
「
合
理
性
」
と
い
う
二
つ
の
側
面
、
す

な
わ
ち
、
科
学
的
研
究
は
特
定
の
理
論
に
固
執
し
な
が
ら
も
合
理
的
に
成
長
し
て
い

く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
「
科
学
的
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
い

う
考
え
を
提
唱
し
た
（Lakatos	1968,	1970

）。
つ
ま
り
、
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム

と
は
、
個
別
の
理
論
の
構
造
で
は
な
く
、
科
学
理
論
の
進
展
の
仕
方
を
規
制
す
る
メ

タ
理
論
的
な
構
造
を
指
す
概
念
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ラ
カ
ト
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
そ

れ
は
「
消
極
的
発
見
法
」
と
「
積
極
的
発
見
法
」
と
い
う
二
種
類
の
方
法
論
的
規
則

か
ら
成
り
立
つ
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
と
い
う
（Lakatos	1970,	132

）。

消
極
的
発
見
法
と
は
、
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
「
堅
い
核
」
を
な
す
仮
説

（
以
下
、
ラ
カ
ト
シ
ュ
の
用
語
法
で
は
な
い
が
「
核
仮
説
」
と
呼
ぶ
）
をm

odus	
tollens

の
標
的
と
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
方
法
論
的
規
則
で
あ
る
（1970,	

133-4

）。
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
核
仮
説
と
「
補
助
仮
説
」
と
い
う
二
種
類
の

仮
説
か
ら
成
り
立
つ
。
科
学
者
は
、
核
仮
説
と
一
見
す
る
と
整
合
し
な
い
実
験
や

観
察
が
え
ら
れ
た
と
き
、
補
助
仮
説
を
一
部
修
正
し
た
り
、
別
の
補
助
仮
説
に
置

き
換
え
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
核
仮
説
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

補
助
仮
説
の
集
合
体
は
堅
い
核
の
「
防
御
帯
」
と
呼
ば
れ
る
。
ラ
カ
ト
シ
ュ
に
よ

れ
ば
、
科
学
的
研
究
と
は
、
核
仮
説
を
守
る
た
め
に
補
助
仮
説
を
更
新
し
た
り
、

放
棄
し
た
り
、
新
た
に
生
み
出
し
た
り
す
る
活
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

積
極
的
発
見
法
と
は
、
補
助
仮
説
を
修
正
し
た
り
、
別
の
も
の
に
置
き
換
え
た

り
す
る
と
き
の
方
針
を
定
め
た
方
法
論
的
規
則
で
あ
る
（1970,	134-7

）。
あ
る

核
仮
説
を
守
る
た
め
に
変
更
で
き
る
補
助
仮
説
は
原
理
的
に
は
無
数
に
あ
る
。
し

か
し
、
実
際
の
研
究
で
は
、
ど
の
あ
た
り
の
補
助
仮
説
が
ど
の
よ
う
な
方
向
で
更

新
さ
れ
る
か
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
「
形
而
上
学
的
原
理
」
と
呼
ば
れ
る
一
定
の
考

え
に
し
た
が
っ
て
決
ま
る
。
た
と
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
重
力
理
論
は
「
惑
星
と

は
、
お
お
む
ね
球
形
で
本
質
的
に
重
力
を
も
っ
た
駒
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
を
更

新
し
て
い
く
か
た
ち
で
発
展
し
た
と
い
う
（1970,	136

）。
こ
う
し
た
形
而
上
学

的
原
理
は
、
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
基
礎
的
な
仮
説
で
は
あ
る
の
だ
が
、
つ
ね

に
更
新
や
改
訂
の
可
能
性
に
開
か
れ
て
い
る
点
で
核
仮
説
と
は
区
別
さ
れ
る
。

ラ
カ
ト
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
験
や
観
察
と
の
不
整
合

を
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
科
学
的
研
究
は
進
展
す
る
。
科
学
者
た
ち
は
、
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
核
仮
説
に
は
手
を
触
れ
ず
に
、
補
助
仮
説
を
生
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

こ
う
し
た
不
整
合
に
対
処
し
、
ま
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
形
而
上
学
的
原
理
を
更
新
し

て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
科
学
的
研
究
は
消
極
的
発
見
法
と
積
極
的
発
見

法
か
ら
な
る
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
活
動
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ラ
カ
ト
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
科
学
的
研
究
の
合
理
性
は
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ

ラ
ム
が
「
前
進
的
」
で
あ
る
か
「
退
行
的
」
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る

(Lakatos	1970,	118,	133-4)

。
ラ
カ
ト
シ
ュ
は
、
理
論
／
補
助
仮
説
が
更
新
さ

れ
て
い
く
な
か
で
、
①
独
立
に
検
証
可
能
な
新
た
な
経
験
的
内
容
が
継
続
的
に
生

み
出
さ
れ
、
②
そ
う
し
た
新
た
な
経
験
的
内
容
が
実
験
や
観
察
に
よ
っ
て
確
証
さ

れ
る
こ
と
も
と
き
ど
き
あ
る
よ
う
な
場
合
、
そ
の
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
前
進

的
で
あ
る
と
い
う
。
逆
に
、
実
験
や
観
察
と
の
不
整
合
を
解
消
す
る
た
め
に
提
出

さ
れ
る
補
助
仮
説
が
新
た
な
事
実
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
新
た

に
検
証
さ
れ
る
べ
き
内
容
も
も
た
な
い
場
合
、
そ
の
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
退

行
的
だ
と
い
わ
れ
る
。

２　

従
来
型
認
知
科
学
の
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム

認
知
科
学
は
、
心
理
学
、
計
算
科
学
、
哲
学
、
文
化
人
類
学
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
学
問
分
野
の
協
働
を
通
じ
て
、
認
識
や
行
動
の
仕
組
み
を
解
明
す
る
こ
と
を
目

的
に
し
た
研
究
分
野
で
あ
る
。
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
こ
の
認
知
科

学
に
お
け
る
新
た
な
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ



5 エナクティヴ・アプローチにおける現象学の役割は何か

と
を
示
す
た
め
に
、
次
に
、
従
来
の
認
知
科
学
が
ど
の
よ
う
な
営
み
で
あ
る
か
を

リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
観
点
か
ら
整
理
し
よ
う
。

従
来
型
認
知
科
学
の
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
堅
い
核
を
な
す
の
は
、「
認
知
シ
ス

テ
ム
の
情
報
処
理
モ
デ
ル
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
認

知
シ
ス
テ
ム
と
は
、
環
境
か
ら
感
覚
入
力
を
受
け
取
り
、
そ
の
感
覚
入
力
に
含
ま
れ

る
情
報
か
ら
環
境
の
内
的
モ
デ
ル
を
生
成
し
、
そ
の
内
的
モ
デ
ル
に
基
づ
い
て
行
動

を
出
力
す
る
一
種
の
情
報
処
理
装
置
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
従
来
型

の
認
知
科
学
に
お
い
て
、
認
知
主
体
と
は
一
種
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
あ
り
、
認
知
と

は
そ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
情
報
処
理
の
働
き
だ
と
仮
定
さ
れ
る
。

一
見
す
る
と
、
こ
れ
は
認
知
や
行
動
に
関
す
る
事
実
と
ま
っ
た
く
合
わ
な
い
考

え
方
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
周
り
の
景
色
を
知
覚
す
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
に
は

感
覚
入
力
に
含
ま
れ
る
情
報
を
分
析
し
て
景
色
の
内
的
モ
デ
ル
を
生
成
し
て
い
る

実
感
は
ま
っ
た
く
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
認
知
科
学
者
は
た
だ
ち

に
情
報
処
理
モ
デ
ル
を
放
棄
し
な
い
。
む
し
ろ
、
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
観
点

か
ら
す
る
と
、
認
知
科
学
と
は
、
ま
さ
に
情
報
処
理
モ
デ
ル
と
認
知
に
関
す
る
事

実
の
あ
い
だ
の
こ
う
し
た
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
に
、
認
知
の
仕
組
み
に
関
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
補
助
仮
説
を
生
み
出
し
て
い
く
活
動
な
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
で

あ
れ
ば
、
知
覚
と
は
、
無
意
識
の
情
報
処
理
を
通
じ
て
環
境
の
内
的
モ
デ
ル
を
生

成
す
る
過
程
な
の
だ
と
仮
定
す
る
こ
と
で
、
認
知
の
情
報
処
理
モ
デ
ル
は
守
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
仮
定
は
「
知
覚
の
表
象
主
義
」
と
呼
ば
れ
、
従
来
型
認
知
科
学
の
リ
サ
ー
チ

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
形
而
上
学
的
原
理
の
一
つ
を
な
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
従
来

の
認
知
科
学
に
お
け
る
知
覚
研
究
は
、
た
と
え
ば
、「
日
常
的
な
知
覚
に
は
情
報
処
理

を
お
こ
な
っ
て
い
る
実
感
は
伴
わ
な
い
」
と
い
う
一
種
の
観
察
的
事
実
を
否
定
す
る

の
で
は
な
く
、
知
覚
の
表
象
主
義
を
更
新
し
、
そ
の
内
容
を
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
認
知
の
情
報
処
理
モ
デ
ル
を
保
持
し
て
き
た
。
ほ
か
に
は
、
認
知
過
程

は
も
っ
ぱ
ら
脳
内
で
実
現
す
る
と
い
う
「
内
在
主
義
」
と
か
、
脳
活
動
は
離
散
的
な

記
号
を
一
定
の
形
式
的
規
則
に
し
た
が
っ
て
変
形
す
る
記
号
計
算
の
か
た
ち
で
認
知

を
実
現
す
る
と
い
う
「
古
典
的
計
算
主
義
」
も
、
従
来
型
認
知
科
学
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
形
而
上
学
的
原
理
を
な
し
て
い
る
。

従
来
型
認
知
科
学
は
ま
た
、
前
進
的
な
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
と
い
え
そ
う

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
「
コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ズ
ム
」
の
立
場
が

登
場
し
て
き
た
経
緯
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。

古
典
的
計
算
主
義
に
よ
る
と
、
認
知
シ
ス
テ
ム
は
直
列
的
な
記
号
計
算
を
行
う

一
種
の
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
考
え

方
に
は
事
実
と
合
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
（Shapiro	2010,	41-43

）。
ま
ず
、
そ

も
そ
も
脳
は
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
構
造
を
し
て
い

る
。
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
部
品
（CPU

、
メ
モ
リ
、
ハ
ー

ド
ド
ラ
イ
ブ
な
ど
）
を
電
線
で
つ
な
い
だ
構
造
を
し
て
い
る
が
、
脳
は
そ
の
よ
う

に
区
画
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。
ま
た
脳
と
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
機
能
面
で

さ
ま
ざ
ま
な
違
い
を
も
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の

機
能
は
脳
の
機
能
に
比
べ
て
、
圧
倒
的
に
脆
弱
で
あ
る
。
前
者
は
そ
の
直
列
的

な
構
造
の
た
め
に
一
箇
所
で
も
損
傷
が
あ
れ
ば
、
大
き
く
機
能
を
損
な
う
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
脳
は
一
部
に
損
傷
を
負
っ
て
も
、
認
知
や
行
動
へ
の
影

響
は
限
定
的
な
こ
と
が
多
く
、
目
に
見
え
る
影
響
は
何
も
な
い
こ
と
も
少
な
く
な

い
。
あ
る
い
は
、
脳
は
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
は
あ
り
え
な
い
速
度
で
認
知

や
行
動
を
実
現
す
る
。
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
刺
激
を
伝
達
す
る
速
度
を
考
え
る
と
、
認

知
が
直
列
的
な
記
号
計
算
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ

る
。一

方
で
、
コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
と
、
認
知
シ
ス
テ
ム
は
一
種
の
コ
ネ
ク

シ
ョ
ニ
ス
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
と
い
う
。
コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ス
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
は
一
定
の
値
で
活
動
す
る
だ
け
の
単
純
な
「
ノ
ー
ド
」
が
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い
く
つ
か
の
層
を
な
し
て
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ノ
ー
ド
は
他
の
複
数

の
ノ
ー
ド
（
典
型
的
に
は
他
の
層
の
ノ
ー
ド
）
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
結
び

つ
き
を
通
じ
て
刺
激
を
伝
達
し
あ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
入
力
層
の
ノ
ー
ド
に

一
定
の
刺
激
が
与
え
ら
れ
る
と
、
そ
の
刺
激
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
に
伝
え
ら

れ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
に
お
い
て
一
定
の
活
動
パ
タ
ー
ン
が
生
じ
る
。
コ
ネ
ク

シ
ョ
ニ
ズ
ム
に
よ
れ
ば
、
認
知
と
は
、
離
散
的
な
記
号
を
段
階
的
に
変
形
し
て
い

く
過
程
で
は
な
く
、
各
ノ
ー
ド
間
の
単
純
な
結
び
つ
き
を
通
じ
て
、
認
知
シ
ス
テ

ム
全
体
に
一
定
の
活
動
パ
タ
ー
ン
が
生
じ
る
過
程
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ズ
ム
に
は
、
古
典
的
計
算
主
義
に
生
じ
た
よ
う
な
問

題
は
生
じ
な
い
。
ま
ず
、
コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ス
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
そ
も
そ
も
シ

ナ
プ
ス
を
介
し
て
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
結
び
つ
い
た
脳
の
構
造
を
模
し
て
い
る
。ま
た
、

コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ス
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
は
脳
と
似
た
よ
う
な
冗
長
さ
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
部
に
損
傷
を
与
え
て
も
、
ノ
ー
ド
間
の
結
び
つ
き
の

多
様
性
に
よ
っ
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
の
機
能
は
維
持
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ス
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
直
列
的
な
計
算
で
は
な
く
、
多
く
の

ノ
ー
ド
間
の
刺
激
伝
達
を
並
行
処
理
す
る
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
よ
り

も
圧
倒
的
に
速
い
速
度
で
情
報
処
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ズ
ム
が
登

場
し
て
き
た
の
は
、
従
来
型
認
知
科
学
の
核
仮
説
（
認
知
の
情
報
処
理
モ
デ
ル
）

を
古
典
的
計
算
主
義
と
矛
盾
し
た
一
連
の
事
実
か
ら
守
る
た
め
で
あ
っ
た
と
見
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ズ
ム
の
考
え
方
は
、
た
だ
情
報
処

理
モ
デ
ル
と
脳
に
関
す
る
事
実
を
形
式
的
に
整
合
さ
せ
た
の
で
は
な
く
、
コ
ネ
ク

シ
ョ
ニ
ス
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
脳
に
共
通
の
機
能
的
特
徴
に
関
す
る
事
実
に
よ
る

確
証
も
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
古
典
的
計
算
主
義
が
脳
に
関
す
る
観
察
的
事
実

と
不
整
合
を
起
こ
し
、
そ
こ
か
ら
コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ズ
ム
が
登
場
し
て
き
た
経
緯
を

見
る
な
ら
ば
、
従
来
型
認
知
科
学
が
前
進
的
な
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
こ

と
は
、
ま
ず
間
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

３　

エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム

　
　

従
来
型
認
知
科
学
に
対
す
る
ヴ
ァ
レ
ラ
の
批
判

従
来
型
認
知
科
学
は
十
分
に
前
進
的
な
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
の
だ
と
す
る

と
、
ど
う
し
て
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
は
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
新
た
な

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
案
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
リ

サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
観
点
か
ら
整
理
す
る
前
に
、
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
が
新
た
な
リ

サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
必
要
性
を
感
じ
た
理
由
を
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。

ヴ
ァ
レ
ラ
ら
に
よ
れ
ば
、
従
来
型
の
認
知
科
学
に
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
重

大
な
問
題
点
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
古
典
的
な
哲
学
的
な
問
題
で
あ
る
。
従
来
型
認

知
科
学
は
知
覚
の
表
象
主
義
を
採
用
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
知
覚
論
は
実
在
論

と
観
念
論
の
あ
い
だ
の
ジ
レ
ン
マ
に
結
び
つ
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
知
覚
の
表
象

主
義
は
、
一
見
す
る
と
、
心
か
ら
独
立
し
た
世
界
に
関
す
る
実
在
論
（
形
而
上
学

的
実
在
論
）
を
前
提
と
す
る
。
し
か
し
、
表
象
主
義
が
正
し
い
と
す
る
と
、
わ
た

し
た
ち
が
知
覚
に
お
い
て
直
接
に
経
験
す
る
の
は
世
界
の
内
的
モ
デ
ル
で
あ
っ

て
、
外
部
の
世
界
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
た
ち
は
形
而
上
学

的
実
在
論
を
信
じ
る
根
拠
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
通
常
、
外
部
の
実

在
的
世
界
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
形
而
上
学
的
実
在

論
を
と
れ
な
い
と
す
る
と
、
も
は
や
観
念
論
を
と
る
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、
世
界
と
は
認
知
シ
ス
テ
ム
の
内
的
モ
デ
ル
を
外
部
に
投
影
し
た
も

の
で
し
か
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
世
界

は
本
質
的
に
心
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
点
で
一
種
の
夢
や
幻
覚
で
し
か
な
い
こ

と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
知
覚
の
表
象
主
義
を
と
る
と
、
独
断
的
な
形
而
上
学
的

実
在
論
か
、
と
う
て
い
信
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
観
念
論
か
、
と
い
う
哲
学
的

に
は
と
て
も
納
得
で
き
な
い
二
つ
の
立
場
の
あ
い
だ
で
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
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な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（cf.	EM

	136-8

）。

も
う
ひ
と
つ
は
科
学
的
な
問
題
で
あ
る
。
認
知
に
関
す
る
情
報
処
理
モ
デ
ル
は
、

脳
の
神
経
生
物
学
的
な
構
造
に
関
す
る
事
実
と
合
わ
な
い
と
い
う
の
だ
（EM

	138-
40

）。
古
典
的
計
算
主
義
だ
け
で
な
く
、
コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
も
、
脳
活

動
は
、
環
境
か
ら
の
入
力
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
、
環
境
へ
の
行
動
出
力
を
生

成
す
る
も
の
だ
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
に
よ
れ
ば
、
脳
は

ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
の
活
動
に
よ
っ
て

自
ら
の
活
動
を
生
み
出
し
、
そ
の
後
の
自
ら
の
活
動
の
基
盤
と
な
る
自
ら
の
構
造

も
生
み
出
す
、
循
環
的
な
機
能
的
構
造
を
し
て
い
る
。
脳
は
「
作
動
的
に
閉
鎖
」

し
た
「
自
律
的
シ
ス
テ
ム
」
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
脳
活
動
は
環
境
か

ら
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
つ
ね
に
そ
の
直
前
の
脳
活
動
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、

直
後
の
脳
活
動
を
形
成
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
脳
活
動
は
、
脳
の
構
造
に

依
存
し
て
成
立
す
る
一
方
で
、
ニ
ュ
ー
ロ
ン
同
士
の
結
び
つ
き
を
変
化
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
脳
の
構
造
を
形
成
す
る
役
割
も
果
た
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
ヴ
ァ
レ
ラ

ら
は
、
脳
は
感
覚
入
力
か
ら
情
報
を
読
み
取
っ
て
、
内
部
に
世
界
を
再
現
す
る
情

報
処
理
装
置
に
ふ
さ
わ
し
い
構
造
を
し
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
問
題
点
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
従
来
型
認
知
科
学
の

リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。む
し
ろ
、

こ
の
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
て
い
る
科
学
者
や
哲
学
者
に
と
っ
て
は
、

こ
う
し
た
問
題
点
は
理
論
を
更
新
す
る
た
め
の
原
動
力
と
な
る
。
し
か
し
、
ヴ
ァ

レ
ラ
ら
は
、
こ
れ
を
む
し
ろ
新
た
な
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
打
ち
立
て
る
た
め

の
機
会
と
と
ら
え
た
わ
け
で
あ
る
。

エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム

エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
堅
い
核
を
な

す
の
は
「
認
知
シ
ス
テ
ム
の
生
物
学
的
モ
デ
ル
」
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
考
え
方

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
型
の
認
知
科
学
が
、
認
知
主
体
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に

な
ぞ
ら
え
て
、
認
知
を
情
報
処
理
の
働
き
だ
と
仮
定
し
た
の
に
対
し
て
、
エ
ナ
ク

テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
認
知
主
体
と
は
身
体
を
も
っ
て
環
境
の
な
か
を
生
き

る
生
物
で
あ
り
、
認
知
と
は
生
物
が
環
境
を
生
き
る
こ
と
に
伴
う
働
き
で
あ
る
こ

と
を
強
調
す
る
。
こ
の
考
え
方
は
「
生
命
と
心
の
連
続
性
の
テ
ー
ゼ
」（Froese	
and	D

i	Paolo	2009

）
と
も
呼
ば
れ
る
。

エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
最
も
基
礎
的
な
形
而
上
学
的
原
理
を
な
す
の

は
、
認
知
と
は
世
界
を
「
エ
ナ
ク
ト
す
る
」
こ
と
だ
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
エ

ナ
ク
ト
す
る
と
は
、
世
界
を
「
認
知
シ
ス
テ
ム
の
身
体
に
お
い
て
実
現
し
て
い
る

構
造
と
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
差
異
の
領
域
と
し
て
」（EM

	140

）
意
味
づ

け
る
働
き
を
意
味
す
る
。
と
く
に
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
が
強
調
す
る
の
は
、
こ
れ
が
認
知

シ
ス
テ
ム
の
内
部
に
世
界
を
再
現
す
る
表
象
作
用
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
環
境
の
な
か
を
生
き
る
こ
と
に

伴
う
認
知
と
は
非
表
象
的
な
「
エ
ナ
ク
シ
ョ
ン
」
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
働
き
で
あ
る
か
を
説
明
す
る
た
め
に
、
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
は
認

知
シ
ス
テ
ム
を
単
純
化
し
た
モ
デ
ル
と
し
て
セ
ル
オ
ー
ト
マ
ト
ン「
ビ
ッ
ト
リ
オ
」

を
持
ち
出
す
（ibid.	151-7

）。
ビ
ッ
ト
リ
オ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
状
態
（0,	1

）

し
か
と
ら
な
い
セ
ル
を
円
環
状
に
配
列
し
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
各
セ
ル
の
状
態

は
そ
の
現
在
の
状
態
と
隣
接
し
た
セ
ル
の
状
態
か
ら
関
数
的
に
決
ま
る
。
セ
ル
の

状
態
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
は
、
こ
う
し
た
関
数
（
パ
ラ
メ
ー
タ
）
を
ど
の

よ
う
に
設
定
す
る
か
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
う
る
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、

ビ
ッ
ト
リ
オ
が
状
態
0
や
状
態
1
の
物
質
が
ラ
ン
ダ
ム
に
浮
遊
す
る
環
境
に
放
り

込
ま
れ
て
い
る
状
況
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
物
質
が
ビ
ッ
ト
リ
オ
に
接
触
す

る
と
、
各
セ
ル
の
状
態
は
ビ
ッ
ト
リ
オ
の
内
部
の
状
態
だ
け
で
な
く
、
環
境
内
の

物
質
の
状
態
に
も
影
響
を
受
け
て
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

す
る
と
、
ビ
ッ
ト
リ
オ
は
、
そ
の
活
動
パ
タ
ー
ン
に
よ
っ
て
、
も
と
も
と
の
環
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境
そ
れ
自
体
に
は
含
ま
れ
な
い
差
異
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
図
１
は
、
ビ
ッ

ト
リ
オ
の
状
態
の
時
系
列
で
あ
り
、
横
軸
で
ビ
ッ
ト
リ
オ
の
各
セ
ル
の
状
態
、
縦

軸
で
時
間
の
経
過
を
表
し
て
い
る
。
黒
色
は
状
態
0
で
あ
る
こ
と
、
白
い
正
方
形

は
状
態
1
で
あ
る
こ
と
、（
白
な
い
し
黒
の
）
丸
は
環
境
内
の
物
質
の
接
触
が
あ
っ

た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
A
の
部
分
か
ら
は
、
あ
る
時
点
で
あ
る
セ

ル
が
物
質
の
接
触
を
受
け
、
そ
の
次
の
時
点
で
そ
の
両
隣
の
セ
ル
の
状
態
が
変
化

し
て
、
さ
ら
に
次
の
時
点
で
そ
の
二
つ
の
セ
ル
の
状
態
が
接
触
前
の
状
態
に
戻
っ

た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
D
の
部
分
で
は
、
あ
る
セ
ル
に

四
回
連
続
で
接
触
が
あ
り
、
両
隣
の
セ
ル
の
状
態
が
変
化
す
る
が
、
最
後
の
接

触
の
次
の
次
の
時
点
で
接
触
前
と
同
じ
状
態
が
取
り
戻
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
B
と
C
の
部
分
で
は
、
あ
る
時
点
で
あ
る
セ
ル
に
接

触
が
あ
り
、
そ
の
次
の
時
点
で

両
隣
の
セ
ル
の
状
態
が
変
化
す

る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
最
初
の

セ
ル
に
二
回
目
の
接
触
が
あ
り
、

さ
ら
に
次
の
時
点
で
両
隣
の
セ

ル
の
状
態
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
単
発
の
接
触
が
あ
っ

た
と
き
や
四
回
連
続
で
接
触
が

あ
っ
た
と
き
と
ち
が
っ
て
、
二

回
連
続
で
接
触
が
あ
る
と
き
に

は
、
接
触
を
受
け
た
セ
ル
の
両

隣
の
セ
ル
が
接
触
前
と
違
う
状

態
を
と
る
に
い
た
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
ビ
ッ
ト
リ
オ

は
、
も
と
も
と
環
境
内
の
物
質
が
二
回
連
続
で
接
触
し
て
く
る
状
況
を
内
的
に
表

象
す
る
装
置
を
搭
載
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
自
身
を

構
成
す
る
セ
ル
の
配
列
と
性
質
（
ど
う
い
っ
た
関
数
に
し
た
が
っ
て
状
態
変
化
す

る
か
）
に
基
づ
い
て
、
二
回
連
続
の
接
触
が
あ
る
状
況
と
そ
の
他
の
状
況
に
対
し

て
異
な
る
活
動
パ
タ
ー
ン
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
ビ
ッ

ト
リ
オ
は
そ
れ
自
身
の
構
造
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
ラ
ン
ダ
ム
な
環

境
の
う
ち
に
一
定
の
抽
象
的
な
パ
タ
ー
ン
を
非
表
象
的
に
特
定
し
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
は
、「
ビ
ッ
ト
リ
オ
は
、
そ
の
自
律
性
（〔
作
動
的
〕
閉
鎖
）

に
基
づ
い
て
、
ラ
ン
ダ
ム
な
環
境
と
い
う
背
景
か
ら
意
味
の
あ
る
領
域
を
選
び
出

し
て
い
る
、
な
い
し
生
み
出
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
種
の
解
釈
を
行
っ

て
い
る
」（EM

	156

）
と
い
う
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
最
も
基
礎
的
な
形
而
上
学

的
原
理
を
見
て
き
た
が
、
よ
り
具
体
的
な
レ
ベ
ル
で
の
形
而
上
学
的
原
理
と
し
て

は
、「
知
覚
は
知
覚
に
誘
導
さ
れ
る
行
為
の
う
ち
に
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
る

（EM
	173

）。
つ
ま
り
、
知
覚
と
は
環
境
の
な
か
で
の
身
体
的
行
為
に
伴
う
エ
ナ

ク
シ
ョ
ン
の
働
き
だ
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
ず
意
味
す
る
の
は
、
知
覚

と
は
、
ビ
ッ
ト
リ
オ
が
環
境
内
に
そ
れ
自
身
の
構
造
に
基
づ
い
た
差
異
を
生
み
出

し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
知
覚
者
の
身
体
的
構
造
と
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い

よ
う
な
仕
方
で
環
境
を
意
味
づ
け
る
働
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
知
覚

は
環
境
の
内
的
モ
デ
ル
を
生
成
す
る
表
象
シ
ス
テ
ム
で
は
な
く
、
感
覚
シ
ス
テ
ム

と
運
動
シ
ス
テ
ム
を
特
定
の
仕
方
で
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
環
境
内
で
の
身

体
的
活
動
を
形
成
す
る
感
覚
運
動
的
構
造
に
基
づ
い
て
成
り
立
つ
、
と
い
う
こ
と

も
意
味
す
る
。

ヴ
ァ
レ
ラ
ら
は
ま
た
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
中
心
的
な
考
え
方
と

し
て
、「
認
知
的
構
造
は
、
行
為
が
知
覚
に
誘
導
さ
れ
う
る
よ
う
に
す
る
再
帰
的
な

感
覚
運
動
的
パ
タ
ー
ン
か
ら
創
発
す
る
」（EM

	173

）
と
い
う
仮
説
も
提
出
し
て

Figure 8.4
A Bittorio responsive to a sequence of double perturbations.

図1（varela et al.1991,155の図を一部改変）
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い
る
が
、
こ
れ
も
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
形
而
上
学
的
原
理
を
な
し
て
い
る
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
脳
の
循
環
的
な
機
能
的
構
造
の
た
め
に
、
知
覚

に
誘
導
さ
れ
た
身
体
的
行
為
は
、
そ
の
と
き
の
認
知
シ
ス
テ
ム
の
構
造
に
依
存
す

る
だ
け
で
な
く
、
認
知
シ
ス
テ
ム
の
構
造
を
変
化
さ
せ
る
効
果
も
も
っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
た
ち
は
環
境
を
そ
の
つ
ど
の
感
覚
運
動
的
行
動
と
直
接
に
は

結
び
つ
か
な
い
概
念
的
な
観
点
か
ら
意
味
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
う
し
た

概
念
的
な
認
識
を
可
能
に
す
る
認
知
的
構
造
は
、
身
体
的
行
為
を
通
じ
て
認
知
シ

ス
テ
ム
の
構
造
が
変
化
し
て
き
た
結
果
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

第
二
節　

エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る
現
象
学
の
役
割

こ
こ
ま
で
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
、
認
知
シ
ス
テ
ム
の
生
物
学

的
モ
デ
ル
を
核
仮
説
と
し
て
、
認
知
と
は
環
境
の
な
か
に
意
味
を
生
み
出
す
エ
ナ

ク
シ
ョ
ン
の
働
き
だ
と
す
る
考
え
方
を
基
礎
的
な
形
而
上
学
的
原
理
と
す
る
リ

サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
と
解
釈
で
き
る
こ
と
を
主
張
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ

だ
け
で
は
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
の
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
十
分
に
特
徴
づ
け
ら

れ
た
と
は
い
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
は
「
認
知
科
学
に
お
け
る
研
究
を
展

開
す
る
た
め
に
は
、（
…
）
身
体
性
の
二
重
の
意
味
を
明
確
に
主
題
化
す
る
必
要

が
あ
る
」(EM

	xi)

と
も
い
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
身
体
性
の
二
重
の
意
味
」

と
い
う
言
葉
が
表
す
の
は
、
環
境
内
で
の
身
体
的
な
活
動
は
、
生
理
学
、
生
物

学
、
心
理
学
、
生
態
学
な
ど
の
客
観
的
分
析
の
対
象
に
も
な
る
し
、
現
象
学
の
反

省
的
分
析
の
対
象
に
も
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
エ
ナ
ク
テ
ィ

ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
、
認
識
や
行
動
に
お
け
る
身
体
的
経
験
の
現
象
学

的
分
析
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
現
象
学
が
重
要
だ
と
考

え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
節
で
は
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
ひ
と

つ
の
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
す
る
観
点
に
基
づ
い
て
、
そ
こ
で
の
現
象
学
の
役

割
を
検
討
し
た
い
。

１　

エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る
現
象
学
の
役
割
の
一
般
的
な
特
徴
づ
け

エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
と
い
う
解
釈
は
、
そ

の
評
価
方
法
に
関
し
て
一
定
の
見
方
を
含
意
す
る
。
す
な
わ
ち
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・

ア
プ
ロ
ー
チ
は
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
の
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
前
進
的
な
の

か
、
退
行
的
な
の
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
い

う
と
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
そ
の
も
の
は
、
認
知
や
行
動
の
仕
組
み
に
関

す
る
個
別
的
な
理
論
で
は
な
い
の
で
、
そ
う
し
た
も
の
を
正
確
に
理
論
化
で
き
て
い

る
か
ど
う
か
と
い
う
真
偽
の
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
現
象
学
に
期
待

さ
れ
る
役
割
が
何
な
の
か
も
自
ず
と
見
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
リ
サ
ー

チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
前
進
的
に
展
開
す
る
の
に
貢
献
す
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

前
進
的
な
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
新
た
な
理
論
が

古
い
理
論
よ
り
も
多
く
の
経
験
的
内
容
を
も
ち
、
と
き
に
実
験
や
観
察
に
よ
る
確

証
も
え
る
よ
う
な
仕
方
で
研
究
を
進
展
さ
せ
る
も
の
を
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
エ

ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
現
象
学
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
認
知

や
行
動
の
仕
組
み
に
関
す
る
新
た
な
仮
説
を
生
み
出
す
の
に
寄
与
す
る
こ
と
、
そ

し
て
、
個
別
の
理
論
の
検
証
に
寄
与
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
最
後
に
、
こ
れ
が
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
を
見
る

た
め
に
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
知
覚
研
究
の
例
を
二
つ
簡
単
に
と
り

あ
げ
て
み
た
い
。

２　

現
象
学
の
役
割
①
：
補
助
仮
説
の
検
証

エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
形
而
上
学
的
原
理
を
な
す
「
知
覚
は
知
覚
に
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誘
導
さ
れ
る
行
為
の
う
ち
に
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
は
、
一
見
す
る
と
、
知
覚
に

関
す
る
日
常
的
な
事
実
と
合
わ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
素
朴
に
考
え
る
と
、
知
覚

と
は
、
環
境
を
み
ず
か
ら
の
身
体
的
構
造
と
の
関
係
に
お
い
て
意
味
づ
け
る
と
い

う
よ
り
も
、
わ
た
し
た
ち
の
心
や
身
体
の
あ
り
方
と
独
立
に
存
在
す
る
世
界
そ
の

も
の
を
把
握
す
る
働
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
逆
に
い
う
と
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
知
覚
経

験
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
わ
た
し
た
ち
は
環
境
を
み
ず
か
ら
の
身
体
的
構
造
と
の

関
係
に
お
い
て
経
験
し
て
い
る
は
ず
だ
、
と
い
う
仮
説
を
唱
え
て
い
る
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
仮
説
は
知
覚
に
関
す
る
現
象
学
的
記
述
に
よ
っ
て

確
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
サ
ッ
カ
ー
選
手
の
経
験
に
関
す
る
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
有
名
な
記
述
が
あ
る
。

　

行
為
を
お
こ
な
う
選
手
に
と
っ
て
、
サ
ッ
カ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
は
（
…
）
力

線
（「
タ
ッ
チ
ラ
イ
ン
」
や
「
ペ
ナ
ル
テ
ィ
エ
リ
ア
」
を
区
切
る
線
）
に
満
ち

て
い
る
。
ま
た
、
い
ろ
い
ろ
な
区
画
（
た
と
え
ば
敵
選
手
の
あ
い
だ
の
「
穴
」）

に
区
切
ら
れ
て
お
り
、
各
区
画
は
選
手
に
一
定
の
行
為
を
要
求
し
、
始
め
さ

せ
、
そ
そ
の
か
す
。
し
か
も
選
手
は
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
な
い
も
同
然
な
の

だ
。
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
選
手
に
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
実
践
的
志
向

に
内
在
す
る
項
と
し
て
現
前
し
て
い
る
。
選
手
は
フ
ィ
ー
ル
ド
と
一
体
と
な
っ

て
、
た
と
え
ば
、
ゴ
ー
ル
の
方
向
を
自
分
自
身
の
身
体
の
垂
直
方
向
や
水
平

方
向
と
同
じ
く
ら
い
直
接
に
感
じ
る
（M

erleau-Ponty	1942,	182-3

）

サ
ッ
カ
ー
を
プ
レ
ー
し
て
い
る
と
き
、
選
手
は
フ
ィ
ー
ル
ド
の
白
線
、
他
の
選

手
、
ゴ
ー
ル
マ
ウ
ス
な
ど
に
い
ち
い
ち
注
意
を
向
け
て
、
そ
の
形
や
大
き
さ
や
方

向
を
知
覚
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
も
の
は
ま
っ
た
く
知
覚
さ

れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
プ
レ
ー
を
規
制
し
、
制
約
す
る
も
の
と
し

て
、
選
手
の
知
覚
経
験
の
一
部
を
な
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
サ
ッ
カ
ー
選
手
の
環

境
は
、
自
分
の
身
体
が
ま
さ
に
い
ま
サ
ッ
カ
ー
と
い
う
身
体
的
活
動
に
従
事
し
て

い
る
こ
と
と
の
関
係
に
お
い
て
経
験
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
常
的
な

知
覚
経
験
の
あ
り
方
に
つ
い
て
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
観
点
か
ら
立
て

ら
れ
た
仮
説
を
裏
付
け
る
現
象
学
的
記
述
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

３　

現
象
学
の
役
割
②
：
新
た
な
経
験
的
内
容
の
生
成

「
知
覚
は
知
覚
に
誘
導
さ
れ
る
行
為
の
う
ち
に
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
が
日
常

的
な
知
覚
経
験
の
あ
り
方
と
合
わ
な
い
よ
う
に
見
え
る
場
面
は
ほ
か
に
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
と
く
に
行
為
に
従
事
し
て
い
な
い
と
き
で
も
知
覚
経
験
は
え
ら
れ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
環
境
は
つ
ね
に
身
体
的
構
造
と
の
関
係
に
お
い
て
知

覚
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
わ
た
し
た
ち
は
環
境
内
の
事
物
を
そ
の
と
き
に
取
り

組
ん
で
い
る
活
動
と
の
関
係
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
の
内
在
的
な
特
徴

（
形
や
大
き
さ
な
ど
）
と
と
も
に
知
覚
す
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
事
実
は
、
論
理
的
に
は
、
知
覚
を
エ
ナ
ク
シ
ョ
ン
の
働
き
だ
と
す
る

仮
説
を
放
棄
す
る
根
拠
と
な
り
う
る
。
し
か
し
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ

が
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
方
法
論
的
な
制
約
に
よ
っ

て
、
こ
れ
は
む
し
ろ
、
ど
う
し
て
そ
う
し
た
現
象
が
生
じ
る
か
を
説
明
す
る
理
論

（
な
い
し
補
助
仮
説
）
を
要
求
す
る
も
の
だ
と
解
釈
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ

う
に
一
見
す
る
と
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
観
点
か
ら
理
解
し
が
た
い
よ

う
な
事
実
は
、
新
た
な
理
論
や
仮
説
を
生
み
出
し
、
こ
の
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
進
展
さ
せ
る
機
会
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
理
論
形
成
な
い
し
仮
説
形
成
の
過
程
に
お
い
て
も
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・

ア
プ
ロ
ー
チ
は
現
象
学
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
環
境
内
の
事

物
を
そ
の
と
き
の
身
体
的
活
動
と
の
関
係
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
の
内

在
的
特
徴
と
と
も
に
そ
れ
自
体
と
し
て
知
覚
す
る
経
験
に
つ
い
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
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テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

事
物
は
そ
れ
に
対
す
る
私
の
身
体
の
手
が
か
り
の
な
か
で
構
成
さ
れ
る
。

事
物
は
、
ま
ず
は
悟
性
に
対
す
る
意
味
で
は
な
く
、
身
体
の
視
察
に
よ
っ
て

ア
ク
セ
ス
可
能
な
構
造
で
あ
る
。（
…
）
事
物
の
あ
い
だ
の
関
係
ま
た
は
事

物
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
の
あ
い
だ
の
関
係
は
、
つ
ね
に
わ
れ
わ
れ
の
身
体
に

よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
お
り
、
自
然
全
体
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
生
が
演
出
す
る

も
の
、
あ
る
い
は
一
種
の
対
話
に
お
け
る
相
手
な
の
で
あ
る
。（M
erleau-

Ponty	1945,	376

）

つ
ま
り
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
事
物
は
（
サ
ッ
カ
ー
選
手
が
タ
ッ

チ
ラ
イ
ン
や
ゴ
ー
ル
を
知
覚
す
る
と
き
の
よ
う
に
）
は
っ
き
り
と
知
覚
者
の
身
体

的
活
動
と
の
関
係
で
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
知
覚
者
の
環
境
内
で
の
身

体
の
働
き
の
な
か
で
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
正
し
い

と
す
る
と
、
知
覚
を
環
境
内
で
の
身
体
的
行
為
に
伴
う
働
き
だ
と
す
る
エ
ナ
ク

テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
立
場
は
、
事
物
は
そ
れ
自
身
の
内
在
的
な
特
徴
と
と
も

に
知
覚
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
事
実
と
整
合
で
き
る
こ
と
に
な
る
。つ
ま
り
、

こ
こ
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
打
ち
出
し
て
い
る
見
方
は
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア

プ
ロ
ー
チ
の
知
覚
の
概
念
を
守
る
補
助
仮
説
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
一
般
的
な
見
方
を
打
ち
出
し
た
だ
け
で
は
補
助
仮
説
を
形
成
し
た
と

い
う
に
は
十
分
な
経
験
的
内
容
が
な
い
と
い
う
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ

れ
は
た
し
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
物
を
そ
れ
自
体
と
し
て
知
覚
す

る
経
験
も
身
体
的
行
為
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
と
い
う
一
般
的
な
考
え
方
か
ら

は
、
た
と
え
ば
、
関
連
す
る
感
覚
運
動
的
構
造
に
障
害
を
負
え
ば
事
物
を
そ
れ
自

体
と
し
て
知
覚
で
き
な
く
な
る
は
ず
だ
、
と
い
っ
た
も
う
少
し
具
体
的
な
仮
説
を

導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
経
験
に
対
す
る
現
象
学
的
分
析
は
、
た
だ

ち
に
検
証
可
能
な
補
助
仮
説
を
生
み
出
す
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
う
し
た

補
助
仮
説
の
基
礎
と
な
る
原
理
的
な
考
え
方
を
生
み
出
す
の
に
は
十
分
に
利
用
可

能
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
し
て
与
え
ら
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
補
助
仮
説
で

あ
っ
て
、
認
知
や
行
動
の
仕
組
み
に
関
す
る
完
成
さ
れ
た
理
論
で
は
な
い
。
こ
う

し
た
補
助
仮
説
は
さ
ら
な
る
検
証
に
さ
ら
さ
れ
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ

に
従
事
す
る
科
学
者
た
ち
は
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
次
々
に
理
論
を
更
新
し
て
い
く

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
過
程
の
な
か
で
、
つ
ね
に
新
た
な
内
容
を
も
っ

た
仮
説
が
生
み
出
さ
れ
、
と
き
に
そ
う
し
た
仮
説
が
事
実
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
て

い
く
限
り
に
お
い
て
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
前
進
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

暫
定
的
結
論

エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
現
象
学
に
期
待
さ
れ
る
役
割
を
明
確

に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
こ
こ
ま
で
考
察
を
進
め
て
き
た
。
ま
ず
、
エ
ナ
ク

テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ひ
と
つ
の
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
理
解
で
き
る

こ
と
を
示
し
た
。
そ
の
場
合
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、「
認
知
シ
ス
テ

ム
に
関
す
る
生
物
学
的
モ
デ
ル
」
な
い
し
「
生
命
と
心
の
連
続
性
テ
ー
ゼ
」
を
核

仮
説
と
し
て
、
認
知
と
は
非
表
象
的
な
エ
ナ
ク
シ
ョ
ン
の
働
き
だ
と
す
る
考
え
方

を
基
礎
的
な
形
而
上
学
的
原
理
と
し
な
が
ら
、
認
知
や
行
動
の
仕
組
み
を
追
求
す

る
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
エ
ナ

ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
現
象
学
に
期
待
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
リ
サ
ー

チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
前
進
に
貢
献
す
る
こ
と
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
の

最
後
で
は
、
知
覚
を
例
に
と
っ
て
、
現
象
学
を
こ
う
し
た
点
に
お
い
て
エ
ナ
ク

テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
役
立
て
る
と
い
う
の
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
に

な
る
の
か
を
簡
単
に
検
討
し
た
。
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私
に
は
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
観
点
が
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ

に
対
す
る
展
望
を
え
る
の
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
こ
う
し
た
観
点
に
よ
っ
て
、
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
の
描
い
て
い

た
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
全
体
像
を
捉
え
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
は
心
許
な

い
。
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
何
よ
り
も
ま
ず
認
知
科
学
に
お
け
る
新
た
な

方
法
論
の
提
案
な
の
は
確
実
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
そ
の
狙
い
が
狭
い
意
味

で
の
方
法
論
的
議
論
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
な
の
だ
。
エ

ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
全
体
像
と
そ
こ
で
の
現
象
学
の
位
置
づ
け
を
正
確
に

理
解
す
る
た
め
に
は
、
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
観
点
を
と
る
こ
と
で
見
逃
さ

れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
な
い
か
も
注
意
深
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
注
１
）「
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
掲
げ
る
立
場
は
他
に
も
あ
る
が
、

特
に
現
象
学
の
意
義
を
強
調
す
る
立
場
と
し
て
、
本
稿
で
は
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
の
立
場
だ
け

を
取
り
上
げ
る
。
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（
…
…
）
経
験
と
は
第
一
義
的
に
行
う
こ
と
に
関
わ
る
も
の
に
な
る
。（
…
…
）

行
う
こ
と
と
受
け
取
る
こ
と
の
間
の
こ
の
緊
密
な
結
び
つ
き
が
、
わ
れ
わ
れ
が
経

験
と
呼
ぶ
も
の
を
形
作
る
。
切
り
離
さ
れ
た
行
為
も
受
容
も
、
い
ず
れ
も
経
験
で

は
な
い
。（D

ew
ey	1920/1982,	p.129

）

一　

序
論
：
相
互
作
用
と
し
て
の
経
験

あ
な
た
が
動
物
園
に
出
か
け
て
パ
ン
ダ
の
絵
を
描
く
と
し
よ
う
。
パ
ン
ダ
の
特

徴
を
正
確
に
捉
え
る
た
め
に
、
あ
な
た
は
せ
わ
し
な
く
姿
勢
と
位
置
を
変
え
、
目

や
頭
を
動
か
す
。
こ
う
し
て
日
常
体
験
を
振
り
返
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
世
界
を
経

験
す
る
際
に
絶
え
ず
運
動
し
て
お
り
、
そ
の
お
か
げ
で
豊
か
な
経
験
を
享
受
で
き

て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
で
は
、
運
動
行
為
は
経
験
に
お
い
て
正
確
に
は

ど
ん
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？　

一
つ
の
答
え
は
、
そ
れ
が
経
験
に

と
っ
て
不
可
欠
な
構
成
要
素
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
だ
。
経
験
は
環
境
を
感
覚
す

る
側
面
に
加
え
て
環
境
に
働
き
か
け
る
側
面
を
も
つ
と
す
る
こ
の
見
方
を
、「
経
験

の
相
互
作
用
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
説
は
、
か
つ
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
や
現
象
学
者
が
唱
え
た
も
の
で
あ

る
。
例
え
ば
デ
ュ
ー
イ
は
、
子
ど
も
が
蝋
燭
の
炎
を
見
る
と
い
う
事
例
を
取
り
上

げ
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
（
…
…
）
わ
れ
わ
れ
の
出
発
点
は
感
覚
刺
激
で
は
な
く
感
覚
‐
運
動
協

調
（
…
…
）
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
一
次
的
な
の
は
運
動
で
二
次
的
な
の

は
感
覚
で
あ
り
、
体
と
頭
と
目
の
筋
肉
の
運
動
が
経
験
さ
れ
る
も
の
の
質

を
決
定
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
本
当
の
出
発
点
は
見
る
と
い
う
作
用
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
光
の
感
覚
で
は
な
く
目
を
向
け
る
こ
と
で
あ
る
。（
…
…
）

感
覚
も
運
動
も
こ
の
作
用
の
外
部
で
は
な
く
内
部
に
あ
る
の
だ
。（D

ew
ey	

1896/1972,	pp.97-98

）

ま
た
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　

わ
た
し
の
手
が
動
物
を
捕
ま
え
る
道
具
を
持
っ
て
、
も
が
い
て
い
る
動
物

の
一
つ
一
つ
の
動
き
を
追
う
と
き
、
わ
た
し
の
運
動
の
一
つ
一
つ
が
外
的
刺

激
に
反
応
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
が
自
分
の

受
容
器
を
そ
の
影
響
下
に
置
く
運
動
が
な
け
れ
ば
そ
の
刺
激
が
受
け
取
ら
れ

え
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。（M

erleau-Ponty	1942/1963,	p.13

）

以
上
の
箇
所
で
両
者
は
と
も
に
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
は
、
環
境
に
働
き
か
け
る

運
動
作
用
と
そ
の
結
果
を
受
け
取
る
感
覚
作
用
が
相
互
に
決
定
し
合
う
サ
イ
ク
ル

と
し
て
成
立
す
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。

相
互
作
用
と
し
て
の
経
験

―
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
か
ら
デ
ュ
ー
イ
へ

―

呉

羽
　

真
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近
年
、
認
知
科
学
の
哲
学
に
お
い
て
、
こ
れ
と
類
似
す
る
見
方
が
「
エ
ナ
ク

テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
」
の
名
で
登
場
し
た
。
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
は
、
ヴ
ァ
レ
ラ
ら

（V
arela,	T

hom
pson	&

	Rosch	1991

）
が
提
唱
し
て
以
来
、
ノ
エ
の
そ
れ
を

始
め
と
す
る
様
々
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
派
生
さ
せ
て
き
た
。
そ
れ
ら
諸
バ
ー
ジ
ョ
ン

に
共
通
す
る
の
は
、
運
動
行
為
を
経
験
（
特
に
知
覚
経
験
）
の
不
可
欠
な
構
成
要

素
と
考
え
る
点
で
あ
り
、
従
っ
て
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
は
相
互
作
用
説
の
一
形

態
―
―
言
わ
ば
そ
の
認
知
科
学
版
―
―
と
見
な
せ
る	

㈠

。
そ
の
主
張
は
、
以
下

の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る	
㈡

。

　
（
…
…
）
感
覚
プ
ロ
セ
ス
と
運
動
プ
ロ
セ
ス
、
知
覚
と
行
為
は
、
生
き
ら

れ
た
認
知
に
お
い
て
は
根
本
的
に
不
可
分
で
あ
る
。（
…
…
）
知
覚
と
は
知

覚
的
に
誘
導
さ
れ
た
行
為
に
存
す
る
。（ibid.,	p.173

）

　

知
覚
す
る
と
は
、
あ
る
仕
方
で
行
為
す
る
こ
と
で
あ
る
。（
…
…
）
知
覚

と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
行
う
も
の
で
あ
る
。（N

oë,	2004,	p.1

）

ヴ
ァ
レ
ラ
ら
や
ノ
エ
は
こ
の
説
を
、
心
理
学
な
ど
の
知
見
を
証
拠
に
挙
げ
る
こ

と
で
、
知
覚
を
脳
内
の
表
象
構
築
プ
ロ
セ
ス
と
見
な
す
認
知
科
学
の
標
準
的
見
方

に
対
す
る
一
つ
の
代
案
に
仕
立
て
上
げ
て
き
た
。だ
が
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
は
、

現
象
学
寄
り
の
論
者
か
ら
は
多
く
の
支
持
を
集
め
る
一
方
で
、
認
知
科
学
の
哲
学

で
は
激
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
。
論
争
の
中
で
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
の
は
、
エ
ナ

ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
た
ち
の
引
き
合
い
に
出
す
証
拠
が
実
は
彼
ら
の
主
張
を
支
持
す

る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
と
っ
て
不
利
な
証
拠
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
議
論
状
況
を
確
認
し
た
上
で
、
相
互
作
用
説
の
先
駆
者

で
あ
る
デ
ュ
ー
イ
の
経
験
の
理
論
を
俎
上
に
上
げ
て
、
こ
の
説
の
意
義
を
再
検
討

す
る
。
そ
の
狙
い
は
、
単
に
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
が
根
拠
薄
弱
で
あ
る
こ
と
を

示
す
だ
け
で
な
く
、
経
験
の
相
互
作
用
説
を
そ
れ
が
適
切
に
評
価
さ
れ
う
る
文
脈

へ
と
位
置
づ
け
直
す
こ
と
に
あ
る
。
デ
ュ
ー
イ
が
「
相
互
作
用
と
し
て
の
経
験
」

と
い
う
考
え
方
を
提
唱
し
た
動
機
は
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
た
ち
の
そ
れ
と
は

異
な
り
、
日
常
体
験
を
よ
り
実
り
豊
か
な
も
の
へ
と
改
善
す
る
と
い
う
実
践
的
な

も
の
だ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
実
践
的
関
心
の
下
で
相
互
作
用
説
を
再
評

価
す
る
可
能
性
を
探
り
た
い
。

二　

エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
は
何
か

ま
ず
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
主
張
を
明
確
化
し
よ
う
。
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
や
ノ
エ

は
、
認
知
科
学
に
お
け
る
標
準
的
知
覚
理
論
の
二
つ
の
想
定
を
否
定
す
る
。
第
一

の
想
定
は
、
知
覚
と
は
感
覚
刺
激
に
基
づ
い
て
世
界
の
表
象
を
構
築
す
る
脳
内
の

プ
ロ
セ
ス
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
標
準
的
な
視
覚
理
論
に
よ
れ
ば
、
知
覚
者

の
直
面
す
る
タ
ス
ク
は
、
二
次
元
の
網
膜
像
か
ら
三
次
元
の
内
容
を
も
っ
た
表
象

を
構
築
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
知
覚
と

は
、「
脳
内
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
な
く
、
動
物
全
体
が
行
う
一
種
の
技
巧
的
活
動
で
あ

る
」（N

oë	2004,	p.2

）。
こ
の
際
、
脳
内
の
表
象
は
知
覚
経
験
に
介
在
し
て
い
な

い
（e.g.	V

arela	et	al.	1991

）
か
、
そ
れ
に
と
っ
て
不
十
分
で
あ
る
（e.g.	N

oë	
2004

）
と
さ
れ
る
。
第
二
に
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
は
、
認
知
シ
ス
テ
ム
は
入

力
シ
ス
テ
ム
、
中
央
処
理
装
置
、
出
力
シ
ス
テ
ム
の
三
つ
の
独
立
の
サ
ブ
シ
ス
テ

ム
か
ら
成
る
、
と
い
う
「
古
典
的
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
モ
デ
ル
」（H

urley	1998

）
を

拒
絶
す
る
。
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
感
覚
知
覚
の
能
力
と
運
動
行
為

の
能
力
は
密
接
に
結
び
付
い
て
お
り
、
入
力
シ
ス
テ
ム
と
出
力
シ
ス
テ
ム
は
分
離

で
き
な
い
。
そ
し
て
思
考
の
能
力
は
、
独
立
の
中
央
処
理
装
置
に
よ
っ
て
実
現
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
感
覚
‐
運
動
能
力
の
中
に
息
づ
い
て
い
る
の
だ
。

エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
核
心
は
、
知
覚
経
験
を
、
環
境
に
働
き
か
け
る
行
為

を
含
ん
だ
生
物
‐
環
境
間
の
身
体
的
相
互
作
用
と
見
な
す
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
注

意
す
べ
き
は
、
わ
れ
わ
れ
の
見
る
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
行
う
行
為
に
何
ら
か
の
仕

0

0

0

0

0

方
で

0

0

依
存
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
者
は
い
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
目
や
頭
、
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胴
体
を
正
面
に
向
け
る
か
右
や
左
に
向
け
る
か
で
見
え
る
も
の
が
異
な
る
の
は
当

然
で
あ
る
。
し
か
し
標
準
的
見
解
は
、
こ
の
依
存
性
を
単
に
因
果
的

0

0

0

な
も
の
と
解

釈
す
る
。す
な
わ
ち
、
知
覚
と
は
感
覚
刺
激
を
出
発
点
と
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、

運
動
行
為
は
刺
激
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
知
覚
内
容
に
間
接
的
影
響
を
及

ぼ
す
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
の
主
張
は
こ
れ
と
違
っ
て
、

知
覚
経
験
が
運
動
行
為
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

際
、
知
覚
経
験
が
運
動
行
為
に
因
果
的
に
依
存
す
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
前
者
が

後
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
結
論
を
じ
か
に
導
き
出
す
こ
と
は
誤
り
で
あ

る
（cf.	Block	2005;	A

izaw
a	2007

）。
こ
れ
は
例
え
ば
、
明
治
維
新
が
黒
船
来

航
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
黒
船
来
航
が
明
治
維
新
の
構
成

要
素
で
あ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。「
因
果
」
と
「
構
成
」
の

区
別
は
自
明
で
は
な
い
が
、
運
動
行
為
が
知
覚
経
験
を
構
成
す
る
か
否
か
を
決
め

る
一
つ
の
基
準
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
前
者
が
後
者
に
と
っ
て
不
可
欠
か
否
か

0

0

0

0

0

0

、

と
い
う
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
運
動
行
為
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
知
覚
経
験

が
生
じ
う
る
な
ら
ば
、
行
為
と
経
験
を
互
い
に
外
的
な
原
因
と
結
果
と
し
て
分
離

す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
だ
。

そ
こ
で
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
た
ち
は
、
様
々
な
事
例
を
挙
げ
て
、
知
覚
経
験

が
運
動
行
為
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
き
た
。
次
節
で
は
、
彼
ら
の

企
図
の
成
否
を
検
討
す
る
。

三　

エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
へ
の
反
論

本
節
で
は
、
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
お
よ
び
ノ
エ
が
挙
げ
る
事
例
と
そ
の
解
釈
を
、
批
判

者
た
ち
（e.g.	Block	2005;	Prinz	2006,	2009;	A

izaw
a	2007

）
か
ら
の
反
論

を
参
照
し
つ
つ
検
討
し
、
知
覚
経
験
が
運
動
行
為
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
、
と
い

う
主
張
が
根
拠
を
欠
く
こ
と
を
示
そ
う
。

ヴ
ァ
レ
ラ
、
ト
ン
プ
ソ
ン
、
ロ
ッ
シ
ュ
の
議
論　

ヴ
ァ
レ
ラ
ら
（V

arela	et	

al.	1991

）
は
、
知
覚
経
験
が
運
動
行
為
を
必
要
と
す
る
こ
と
の
証
拠
と
し
て
、

二
つ
の
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。
一
つ
は
、
回
転
木
馬
実
験
の
被
験
者
（
ネ
コ
）
で

あ
る
（cf.	H

eld	&
	H

ein	1963

）。
こ
の
実
験
で
は
、
二
匹
の
子
ネ
コ
が
、
一
方

が
自
分
で
歩
け
る
よ
う
に
地
面
に
立
た
さ
れ
、
他
方
が
籠
に
入
れ
ら
れ
て
宙
に
ぶ

ら
下
が
る
、
と
い
う
仕
方
で
回
転
木
馬
に
括
り
付
け
ら
れ
た
。
こ
の
場
合
、
後
者

は
自
分
で
は
歩
け
ず
、
前
者
が
歩
く
の
に
伴
っ
て
籠
ご
と
動
く
だ
け
で
あ
る
。
籠

に
入
れ
ら
れ
て
い
た
ネ
コ
は
、
回
転
木
馬
か
ら
解
放
さ
れ
て
も
、
う
ま
く
足
を
運

べ
な
か
っ
た
り
、
視
覚
的
断
崖
を
避
け
な
か
っ
た
り
し
た
。
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
は
こ
の

実
験
結
果
を
、
ネ
コ
は
視
覚
を
用
い
て
適
切
に
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
せ
い

で
正
常
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
解
釈
す
る
。
だ
が
、
プ
リ
ン
ツ
（Prinz	

2006

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
結
果
は
、
籠
に
入
れ
ら
れ
た
ネ
コ
が
正
常
な

視
覚
経
験
を
も
た
な
い
、
と
い
う
証
拠
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
ネ
コ

は
正
常
な
視
覚
経
験
を
も
つ
が
、
そ
れ
を
う
ま
く
運
動
行
為
に
結
び
付
け
ら
れ
な

か
っ
た
、
と
解
釈
す
る
余
地
が
あ
る
か
ら
だ
。

ヴ
ァ
レ
ラ
ら
が
挙
げ
る
二
つ
目
の
事
例
は
、
触
覚
‐
視
覚
置
換
シ
ス
テ
ム
（
Ｔ

Ｖ
Ｓ
Ｓ
：tactile	visual	sensory	substitution	system

）の
使
用
者
で
あ
る（cf.	

Bach-y-Rita	2002

）。
こ
れ
は
、
頭
部
に
装
着
さ
れ
た
カ
メ
ラ
の
捉
え
る
視
覚
イ

メ
ー
ジ
を
、
身
体
部
位
（
腹
や
背
中
、
腿
な
ど
）
に
取
り
付
け
ら
れ
た
刺
激
器
の

振
動
や
電
気
の
パ
タ
ー
ン
へ
と
変
換
す
る
こ
と
に
よ
り
、
盲
目
の
被
験
者
が
触
覚

を
通
し
て
周
囲
の
光
景
に
関
す
る
空
間
的
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

装
置
で
あ
る
。
訓
練
を
経
て
こ
の
装
置
の
使
用
に
慣
れ
た
被
験
者
は
、
頭
部
や
全

身
を
動
か
し
て
カ
メ
ラ
を
操
作
で
き
る
場
合
、
わ
れ
わ
れ
が
物
を
見
る
場
合
の
よ

う
に
（
皮
膚
上
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
）
空
間
内
の
イ
メ
ー
ジ
を
経
験
す
る
よ
う

に
な
っ
た
、
と
報
告
す
る
。
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
は
こ
の
実
験
結
果
を
、
使
用
者
が
Ｔ
Ｖ

Ｓ
Ｓ
を
操
作
す
る
行
為
を
通
し
て
対
象
を
「
見
て
」
い
る
、
と
解
釈
す
る
。
し
か

し
こ
の
結
果
は
、
視
覚
経
験
が
運
動
行
為
を
必
要
と
す
る
こ
と
の
証
拠
と
し
て
は
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不
十
分
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
に
、
被
験
者
は
文
字
通
り
に
対
象
を
見
て
い

る
の
で
は
な
く
、
触
覚
経
験
を
享
受
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
離
れ
た
対
象
の
位
置

を
非
意
識
的
に
推
論
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
が
可
能
で
あ
り
（cf.	Prinz	2006

）、

ま
た
第
二
に
、
被
験
者
が
カ
メ
ラ
の
操
作
な
し
に
「
見
る
」
こ
と
が
で
き
な
い
の

は
、
運
動
行
為
そ
の
も
の
が
欠
け
て
い
る
た
め
で
は
な
く
、
疑
似
「
視
覚
」
経
験

に
必
要
な
刺
激
の
変
化
が
生
じ
な
い
た
め
だ
と
も
解
釈
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

加
え
て
、
視
覚
経
験
に
と
っ
て
運
動
行
為
が
不
可
欠
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
へ

の
反
例
と
し
て
、
手
足
を
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
四
肢
麻
痺
患
者
や
、
狙
っ
た

と
こ
ろ
に
手
を
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
な
い
視
覚
性
運
動
失
調
症
患
者
の
よ
う
に
、

適
切
に
行
為
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
々
で
も
、
正
常
に
知
覚
を
行
い
う
る
、
と

い
う
事
実
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ア
イ
ザ
ワ
（A

izaw
a	2007

）
は
、
手
術
の

た
め
に
全
身
麻
酔
と
神
経
筋
遮
断
を
施
さ
れ
て
動
け
な
い
患
者
で
も
物
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
以
上
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
知
覚
経
験
が
運

動
行
為
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
、
と
い
う
説
は
経
験
的
証
拠
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ

な
い
、
と
言
え
る
。

ノ
エ
の
議
論　

四
肢
麻
痺
や
視
覚
性
運
動
失
調
症
の
事
例
に
訴
え
た
反
論
に
対

し
て
ノ
エ
は
、
自
分
の
主
張
が
、
す
べ
て
の
知
覚
経
験
は
感
覚
運
動
的
知
識
を
行

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
前
述
の
事
例

は
自
分
の
主
張
に
対
す
る
反
例
に
は
な
ら
な
い
、
と
述
べ
る
（cf.	N

oë	2004

）。

「
感
覚
運
動
的
知
識
」
と
は
、
運
動
行
為
と
感
覚
刺
激
の
間
に
成
り
立
つ
規
則
的

な
依
存
関
係
（「
感
覚
運
動
依
存
性
」）
に
関
す
る
知
識
の
こ
と
を
指
す
。
例
え
ば
、

眼
球
や
頭
部
、
四
肢
の
運
動
に
伴
っ
て
視
界
に
入
っ
て
く
る
も
の
は
一
定
の
仕
方

で
変
化
す
る
が
、
こ
の
変
化
は
視
覚
運
動
依
存
性
の
一
例
で
あ
る
。
ノ
エ
に
よ
れ

ば
、
知
覚
者
は
こ
う
し
た
依
存
関
係
の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
の
知
識
を
も
っ
て
い

る
。
例
え
ば
、
あ
な
た
が
動
物
園
で
パ
ン
ダ
を
見
る
場
合
、
パ
ン
ダ
の
一
部
は

フ
ェ
ン
ス
に
隠
れ
て
見
え
な
い
が
、
ど
う
動
け
ば
今
隠
れ
て
い
る
部
分
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
か
を
知
っ
て
い
る
。
あ
な
た
は
こ
の
知
識
の
お
か
げ
で
、
各
瞬
間
に

パ
ン
ダ
の
一
部
し
か
視
界
に
入
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
ン
ダ
全
体
を

見
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
こ
う
し
て
、
知
覚
経
験
は
知
覚
者
が
感
覚
運
動
的
知

識
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
獲
得
す
る
の
で
あ
り
、
適
切
な
感
覚

運
動
的
知
識
を
欠
い
た
生
物
は
正
常
な
知
覚
経
験
を
享
受
で
き
な
い
。
だ
が
、
四

肢
麻
痺
患
者
も
視
覚
性
運
動
失
調
症
患
者
も
こ
の
知
識
を
保
持
し
て
い
る
た
め
、

こ
れ
ら
の
人
々
が
視
覚
経
験
を
行
い
う
る
こ
と
は
自
分
の
主
張
の
範
囲
内
で
認
め

ら
れ
る
、
と
ノ
エ
は
論
じ
る
。

し
か
し
、
ノ
エ
の
議
論
は
二
つ
の
点
で
成
功
し
て
い
な
い
。
第
一
に
、
彼
は
知

覚
経
験
が
感
覚
運
動
的
知
識
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
示
せ
て
い
な
い
。
第
二
に
、

彼
は
感
覚
運
動
的
知
識
の
行
使
に
運
動
行
為
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

が
必
要
な
の
か
否
か
を
曖

昧
に
し
て
い
る
が	

㈢

、
こ
れ
は
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
。

第
一
の
点
か
ら
見
て
い
こ
う
。
ノ
エ
（N

oë	2004

）
は
、
知
覚
経
験
が
感
覚
運

動
的
知
識
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
感
覚
印
象
を
受
け
取
る
能
力
で

は
な
く
、
そ
れ
を
運
動
に
結
び
付
け
て
理
解
す
る
能
力
の
異
常
に
起
因
す
る
よ
う

な
一
種
の
盲
目
状
態
が
存
在
す
る
、
と
論
じ
る
。彼
は
こ
れ
を「
経
験
盲
」と
呼
び
、

二
つ
の
事
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
解
釈
に
は
問
題
が
あ
る	

㈣

。

ノ
エ
が
挙
げ
る
一
つ
目
の
事
例
は
、
先
天
性
白
内
障
の
患
者
で
あ
る
。
そ
の
患

者
た
ち
は
、
手
術
に
よ
っ
て
視
覚
器
官
が
回
復
し
て
も
、
視
力
が
正
常
に
回
復

し
な
い
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
彼
ら
は
、
顔
を
顔
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
相
貌
失
認
を
患
っ
て
い
た
。
ノ
エ
は
こ
れ
を
、
患
者
た
ち
は
感
覚
運
動
的
知
識

を
も
た
な
い
た
め
に
視
覚
印
象
を
運
動
行
為
に
結
び
付
け
て
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
見
る
能
力
そ
の
も
の
を
欠
い
て
い
る
の
だ
、
と
解
釈
す
る
。
し
か
し
こ
れ

は
、
回
復
後
の
白
内
障
患
者
が
正
常
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
の
最
良
の
説

明
で
は
な
い
。
例
え
ば
サ
ッ
ク
ス
（Sacks	1985

）
に
よ
れ
ば
、
先
天
性
白
内
障

か
ら
回
復
し
た
あ
る
患
者
は
、
網
膜
の
中
心
窩
が
機
能
し
な
い
た
め
に
対
象
に
焦
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点
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
視
覚
記
憶
を
欠
い
て
い
る
た
め
に
視
覚
印
象
を

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
そ
の
患
者
は
単
に
、
視
覚
と
結

び
付
い
た
注
意
や
記
憶
の
機
能
に
異
常
が
あ
る
た
め
に
人
の
顔
の
よ
う
な
対
象
を

再
認
で
き
な
か
っ
た
の
だ
、
と
推
測
さ
れ
る
。（
類
似
の
反
論
と
し
て
、
ア
イ
ザ

ワ
（A

izaw
a	2007

）
も
参
照
せ
よ
。）

二
つ
目
の
事
例
は
、
逆
転
眼
鏡
実
験
の
被
験
者
で
あ
る
。
逆
転
眼
鏡
と
は
（
例

え
ば
、
通
常
な
ら
ば
右
側
か
ら
の
光
が
目
に
入
っ
て
く
る
の
と
同
じ
仕
方
で
左
側

か
ら
の
光
が
目
に
入
っ
て
く
る
よ
う
に
）
刺
激
が
入
っ
て
く
る
方
向
を
逆
転
さ
せ

る
眼
鏡
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
掛
け
た
被
験
者
は
、
単
に
（
実
際
に
は
左
側
に

あ
る
対
象
が
右
側
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
と
い
っ
た
仕
方
で
）
内
容
が
逆
転
し
た

経
験
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
内
容
の
歪
曲

0

0

し
た
経
験
を
も
つ
。
ノ
エ
は
こ
の
実
験

結
果
を
、
眼
鏡
が
感
覚
運
動
依
存
性
の
パ
タ
ー
ン
を
変
更
す
る
た
め
に
被
験
者
は

適
切
な
感
覚
運
動
的
知
識
を
欠
い
て
お
り
、
そ
の
せ
い
で
内
容
の
正
常
な
経
験
を

も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
盲
目
状
態
に
陥
っ
て
い
る
の
だ
、
と
解
釈
す
る
。し
か
し
、

ノ
エ
が
引
き
合
い
に
出
す
報
告
は
正
確
で
は
な
い
。実
際
に
は
、
こ
の
事
例
で
は
、

被
験
者
は
内
容
が
正
常
に
逆
転
し
た
知
覚
経
験
を
享
受
す
る
の
だ
。
例
え
ば
下
條

（1999

）
は
、
逆
転
眼
鏡
を
掛
け
る
と
世
界
は
逆
転
し
て
見
え
る
、
と
明
言
し
て

い
る
。
頭
の
動
き
に
伴
う
視
野
の
揺
れ
の
せ
い
で
行
動
に
不
自
由
を
き
た
す
と
は

述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
知
覚
内
容
が
歪
曲
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
記
述
か

ら
読
み
取
れ
な
い
。
ま
た
、
プ
リ
ン
ツ
（Prinz	2006,	2009

）
が
言
及
す
る
報

告
に
よ
れ
ば
、
被
験
者
が
動
こ
う
と
し
な
い
限
り
経
験
内
容
は
正
常
に
逆
転
し
て

お
り
、
動
こ
う
と
す
る
と
予
期
さ
れ
た
感
覚
と
実
際
に
生
じ
た
感
覚
の
相
違
の
た

め
に
失
見
当
識
が
生
じ
る
。
以
上
か
ら
、
ノ
エ
は
正
常
な
知
覚
経
験
が
適
切
な
感

覚
運
動
的
知
識
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
示
せ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
の
主

張
に
反
し
て
、
こ
の
知
識
を
も
た
な
い
こ
と
は
盲
目
状
態
を
引
き
起
こ
さ
な
い
と

考
え
ら
れ
る	

㈤

。

第
二
の
点
に
移
ろ
う
。
仮
に
知
覚
経
験
が
感
覚
運
動
的
知
識
の
行
使
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
る
と
し
て
も
、
当
該
の
知
識
が
運
動
行
為
な
し
に
行
使
可
能
だ
と
す
れ

ば
、
知
覚
経
験
と
運
動
行
為
そ
の
も
の
に
直
接
的
結
び
付
き
は
な
い
こ
と
に
な

る
。
こ
の
場
合
、
知
覚
と
は
一
種
の
行
為
で
あ
る
、
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
看
板

倒
れ
と
の
誹
り
を
免
れ
え
な
い
。
こ
の
帰
結
を
避
け
る
た
め
に
ノ
エ
は
、
知
覚
経

験
が
運
動
行
為
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
示
す
事
例
と
し
て
眼
球
麻
痺
実
験
に
言
及

し
て
い
る
。
こ
の
実
験
で
は
、
眼
球
と
身
体
の
運
動
を
止
め
て
イ
メ
ー
ジ
が
投
影

さ
れ
る
網
膜
上
の
位
置
を
固
定
す
る
。
す
る
と
、
イ
メ
ー
ジ
が
視
界
か
ら
消
失
す

る
。
し
か
し
こ
の
実
験
結
果
は
、
彼
の
主
張
を
支
持
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
ア
イ
ザ
ワ
（A

izaw
a	2007

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
状
況
で
は
、

眼
球
と
身
体
を
動
か
さ
な
く
て
も
、
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
を
動
か
せ
ば
、
イ
メ
ー

ジ
は
消
失
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
、
イ
メ
ー
ジ
の
消
失
を
引
き
起
こ

す
の
は
運
動
行
為
の
欠
如
で
は
な
く
、
単
な
る
刺
激
の
変
化
の
欠
如
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
視
覚
経
験
の
持
続
に
は
網
膜
像
の
変
化
が
必
要
だ
と
い
う
事
実
は
興
味
深

い
が
、
標
準
的
知
覚
理
論
の
範
囲
内
で
十
分
に
許
容
し
う
る
。最
終
的
に
ノ
エ
は
、

感
覚
運
動
的
知
識
の
行
使
に
必
ず
し
も
運
動
は
必
要
な
い
と
譲
歩
す
る
が
（cf.	

N
oë	2010

）、
こ
れ
は
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
中
心
的
主
張
を
放
棄
す
る
に
等

し
い
。

論
争
は
現
在
も
継
続
中
で
あ
り
、
今
後
新
た
な
証
拠
が
提
示
さ
れ
て
形
勢
が
変

化
す
る
こ
と
も
あ
り
え
な
く
は
な
い
。
し
か
し
現
状
を
見
る
限
り
は
、
本
節
で
示

し
た
よ
う
に
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
た
ち
は
不
適
切
な
い
し
不
十
分
な
事
例
解

釈
に
依
拠
し
て
お
り
、
知
覚
経
験
が
運
動
行
為
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
主

張
は
根
拠
を
欠
い
て
い
る
、
と
言
え
る
。
な
お
注
意
し
て
お
く
が
、
以
上
の
こ
と

は
、
知
覚
を
理
解
す
る
上
で
運
動
行
為
に
着
目
す
る
こ
と
が
重
要
で
な
い
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
な
い
。
こ
れ
は
例
え
ば
、
黒
船
来
航
が
明
治
維
新
の
構
成
要
素
で

は
な
く
原
因
に
す
ぎ
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
前
者
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
後
者
を
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理
解
す
る
上
で
重
要
で
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
近
年
、
視

覚
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
眼
球
運
動
が
演
じ
る
役
割
を
解
明
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て

い
る
が
（cf.	Findlay	&

	Gilchrist	2003

）、
こ
う
し
た
試
み
の
重
要
性
を
認
め

る
た
め
に
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
過
激
な
主
張
を
受
け
入
れ
る
必
要
は
な
い
の

だ
。

四　

デ
ュ
ー
イ
に
お
け
る
経
験
の
相
互
作
用
説

前
節
で
述
べ
た
諸
事
実
は
、
一
見
す
る
と
、
経
験
の
相
互
作
用
説
の
支
え
を
奪

い
去
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
結
論
を
下
す
の
は
性
急
で
あ
る
。
と
言
う

の
も
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
た
ち
が
相
互
作
用
説
を
位
置
づ
け
る
文
脈
は
、
こ

の
説
を
評
価
す
る
上
で
適
切
な
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
か
ら
だ
。
以
下
で
は
、

相
互
作
用
説
の
先
駆
者
で
あ
る
デ
ュ
ー
イ
が
ど
ん
な
問
題
意
識
の
下
で
こ
の
説
を

提
唱
し
た
の
か
を
特
定
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
の
説
が
も
ち
う
る
意
義
に
つ
い

て
提
案
を
行
い
た
い
。
先
に
論
旨
を
言
う
と
、
デ
ュ
ー
イ
は
、
相
互
作
用
説
を
提

唱
す
る
こ
と
で
、
生
に
お
い
て
固
有
の
意
味
を
有
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
の
経

験
が
い
か
に
し
て
成
立
す
る
か
、
そ
し
て
ど
う
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
の
生
を
豊
か
な

も
の
へ
と
改
善
し
う
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
説

は
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
即
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
。

ま
ず
指
摘
す
べ
き
は
、
デ
ュ
ー
イ
が
「
相
互
作
用
と
し
て
の
経
験
」
に
つ
い
て

語
る
と
き
、
今
日
の
認
知
科
学
で
言
う
と
こ
ろ
の
知
覚
的

0

0

0

な
経
験
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
点
を
理
解
す
る
た
め
に
、
認
知
科

学
に
お
い
て
「
知
覚
」
概
念
が
ど
う
規
定
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

例
え
ば
マ
ー
は
、「
見
る
こ
と
」
と
は
「
目
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
が
ど
こ
に

あ
る
か
を
知
る
こ
と
」（M

arr	1982,	p.3

）
を
指
す
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は

知
覚
を
そ
の
空
間
的
内
容

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
知
覚

経
験
は
、
諸
々
の
対
象
が
環
境
内
に
ど
う
配
列
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
情
報

を
知
覚
主
体
に
伝
達
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
認
知
科
学
は
こ
の
意
味
で
の
「
知

覚
」
を
可
能
に
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
特
定
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
こ

の
問
題
意
識
は
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
（
特
に
ノ
エ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
）
に
も
引
き

継
が
れ
て
い
る
。「
わ
た
し
た
ち
が
何
を
知
覚
す
る
か
は
、
わ
た
し
た
ち
が
行
う

こ
と
（
…
…
）
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
」（N

oë	2004,	p.1

）
と
い
う
言
葉
か
ら

見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
ノ
エ
の
理
論
に
お
い
て
、
運
動
行
為
は
知
覚
経
験
の
空
間

的
内
容
を
決
定
す
る
要
因
と
し
て
要
請
さ
れ
る
の
だ
。

だ
が
デ
ュ
ー
イ
は
、
こ
の
意
味
で
の
「
知
覚
」
の
解
明
を
目
指
し
た
わ
け
で
は

な
い
。
彼
の
著
述
に
は
（
筆
者
の
知
る
限
り
）
知
覚
経
験
が
空
間
的
内
容
を
獲
得

す
る
仕
方
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
述
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
は
、
経
験
が
内

容
を
も
た
な
い
と
い
う
説
の
提
唱
者
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

（cf.	Jacovides	2010

）。
ま
た
実
際
に
、
彼
が
「
経
験
」
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い

る
も
の
は
、
前
述
の
「
知
覚
」
概
念
が
指
す
も
の
と
は
著
し
く
異
な
る
。
例
え
ば

彼
は
、
子
ど
も
が
蝋
燭
の
炎
を
見
て
そ
れ
に
手
を
伸
ば
し
、
火
傷
を
負
う
と
い
う

出
来
事
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
を「
接
触
時
の
痛
み
を
意
味
す
る
光
を
見
る
こ
と
」

（D
ew

ey	1896/1972,	p.98

）
と
い
う
一
つ
の
拡
大
し
た
経
験

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
と
述
べ
る
。
さ

ら
に
は
、
親
し
か
っ
た
友
人
と
の
仲
違
い
、
パ
リ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
の
食
事
、
台

風
と
の
遭
遇
と
い
っ
た
出
来
事
ま
で
も
が
、「
経
験
」
の
名
で
包
含
さ
れ
る
（cf.	

D
ew

ey	1934/1987,	p.43

）。
こ
れ
ら
の
出
来
事
は
い
ず
れ
も
、
認
知
科
学
に
お

い
て
そ
う
言
わ
れ
る
意
味
で
「
知
覚
的
」
な
経
験
の
範
囲
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
。

そ
れ
ら
は
、
特
定
の
感
覚
モ
ダ
リ
テ
ィ
に
特
有
の
内
容
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
な
感
覚
知
覚
を
含
ん
で
お
り
、
さ
ら
に
は

知
覚
的
側
面
に
加
え
て
、
認
知
的
、
情
緒
的
、
審
美
的
な
ど
の
多
種
多
様
な
側
面

を
兼
ね
備
え
て
い
る
。
む
し
ろ
デ
ュ
ー
イ
は
「
経
験
」
と
い
う
言
葉
を
、
そ
の
日

常
的
用
法
に
従
っ
て
、
生
と
い
う
物
語
的
構
造
を
も
っ
た
歴
史
を
構
成
す
る
エ
ピ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ソ
ー
ド
一
般

0

0

0

0

0

を
指
す
た
め
に
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
日
常
的
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「
経
験
」
と
比
べ
れ
ば
、
ノ
エ
ら
が
語
る
「
知
覚
経
験
」
は
一
面
的
で
抽
象
的
な

も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

デ
ュ
ー
イ
の
相
互
作
用
説
は
、
こ
の
意
味
で
の
「
経
験
」
の
成
り
立
ち
を
解
明

す
る
た
め
に
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
要
点
は
次
の
一
節
で
表
明
さ
れ
て

い
る
。

　

一
つ
の
経
験
は
パ
タ
ー
ン
と
構
造
を
も
つ
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
単
に
行

う
こ
と
と
受
け
取
る
こ
と
が
交
互
に
生
じ
る
こ
と
で
は
な
く
、
両
者
が
関
係

性
の
中
で
生
じ
る
こ
と
だ
か
ら
だ
。
自
分
の
手
を
火
に
突
っ
込
み
、
そ
れ
に

焼
か
れ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
一
つ
の
経
験
を
も
つ
こ
と
で
は
な
い
。
行
為

と
そ
の
結
果
は
知
覚
の
中
で
接
ぎ
合
わ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
関

係
は
意
味
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
る
。（ibid.,	pp.50-51

）

詳
し
く
解
説
し
よ
う
。
デ
ュ
ー
イ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
何
か
を
見
た
り
聞
い
た
り

し
て
も
、
例
え
ば
注
意
の
散
漫
の
た
め
に
、
知
覚
さ
れ
た
諸
々
の
事
柄
が
纏
ま
り

を
成
さ
な
い
こ
と
が
あ
る
、
と
指
摘
す
る
。
極
端
な
例
で
は
、
あ
な
た
が
今
日
の

九
時
五
分
か
ら
一
〇
時
五
分
の
間
に
行
っ
た
事
柄
を
全
部
集
め
て
も
、
一
つ
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
成
し
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
経
験
と
対
比
し
て
彼
は
、

そ
れ
を
「
あ
の
食
事
、
あ
の
嵐
、
あ
の
友
情
の
破
綻
」（D

ew
ey	1934/1987,	

p.44

）
と
い
っ
た
仕
方
で
語
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
統
一
―
―
「
物
語
的
統
一
」

（Jacovides	2010,	p.149

）
と
呼
ば
れ
る
―
―
を
も
っ
た
経
験
が
あ
る
、
と
述
べ

る
。
こ
う
し
た
経
験
は
、
無
軌
道
に
あ
る
い
は
機
械
的
に
な
さ
れ
る
活
動
と
は

違
っ
て
、
意
味
を
も
つ
と
さ
れ
る
。
あ
る
経
験
の
「
意
味
」
と
は
、
そ
れ
が
そ
の

後
の
経
験
を
左
右
し
う
る
仕
方
を
指
す
。
あ
る
活
動
が
有
意
味
な
経
験
と
な
る
の

は
、
生
物
が
そ
の
活
動
に
お
い
て
環
境
に
働
き
か
け
、
ま
た
そ
の
結
果
と
し
て
何

ら
か
の
感
覚
を
受
け
取
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
経
験
の
統
一
性
は
、「
取
り

入
れ
る
作
用
と
送
り
出
す
作
用
の
律
動
」（D

ew
ey	1934/1987,	p.62

）
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
中
で
能
動
的
行
為
と
受
容
的
感
覚
の
調

和
が
成
立
し
な
い
活
動
は
、
そ
の
後
の
経
験
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
有
意
味
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
な
く
、
真
の

0

0

経
験
と
呼
ぶ
に
値
し
な
い
と
さ
れ
る
。

さ
ら
に
デ
ュ
ー
イ
は
、
行
為
と
感
覚
の
間
に
成
り
立
つ
こ
の
調
和
的
関
係
を
把

握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
活
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
経
験
を
豊
か
な

も
の
へ
と
改
善
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
、
と
論
じ
る
。
例
え
ば
、
教
育
論
の
文

脈
で
は
、
火
傷
の
痛
み
の
感
覚
が
手
を
火
に
突
っ
込
む
と
い
う
行
為
の
結
果
と
し

て
把
握
さ
れ
な
い
限
り
、
子
ど
も
は
こ
の
経
験
か
ら
学
習

0

0

し
、
火
傷
を
避
け
る
能

力
を
身
に
着
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
る
（cf.	D

ew
ey	1896/1972,	p.98,	

1916/2004,	p.134

）。
こ
う
し
て
デ
ュ
ー
イ
は
、
学
習
に
は
能
動
的
な
側
面
と
受

容
的
な
側
面
の
双
方
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
美
学
の

文
脈
で
は
、
行
う
こ
と
と
受
け
取
る
こ
と
の
調
和
こ
そ
が
美
的
価
値
の
源
泉
で
あ

り
、
芸
術
作
品
の
創
作

0

0

と
鑑
賞

0

0

の
い
ず
れ
に
も
見
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
、
と
述

べ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
経
験
は
い
ず
れ
も
運
動
作
用
と
感
覚
作
用
が
調
和
し
た
有

機
的
サ
イ
ク
ル
と
し
て
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
デ
ュ
ー
イ
は
こ
う
論
じ

て
、
創
作
を
能
動
的
な
活
動
、
鑑
賞
を
受
動
的
な
活
動
と
断
じ
る
一
面
的
な
見
方

に
異
議
を
唱
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
デ
ュ
ー
イ
は
、
経
験
の
相
互
作
用
説
を
唱
え
る
こ
と
で
、
生
を

よ
り
調
和
の
取
れ
た
、
よ
り
価
値
あ
る
も
の
に
す
る
方
法
を
提
案
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
そ
の
射
程
は
教
育
的
価
値
か
ら
美
的
価
値
の
領
域
に
ま
で
及
ぶ
。
こ
の
点

を
考
慮
す
れ
ば
、
経
験
の
相
互
作
用
説
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
文
脈
は
エ
ナ
ク

テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
た
ち
が
そ
れ
を
引
き
合
い
に
出
す
文
脈
と
は
異
な
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
説
の
成
否
は
、
デ
ュ
ー
イ
が

掲
げ
て
い
た
よ
う
な
実
践
的
目
的
に
照
ら
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
、
と
。

五　

結
論
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最
後
に
、
前
節
で
述
べ
た
経
験
の
相
互
作
用
説
が
も
ち
う
る
意
義
に
関
す
る
提

案
を
、
よ
り
広
い
視
野
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
で
明
確
化
し
た
い
。

リ
ー
ド
（Reed	1997

）
は
、
か
つ
て
生
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
を
目
指
し

て
い
た
心
理
学
が
文
学
と
切
り
離
さ
れ
、
科
学
の
一
部
と
な
っ
て
い
っ
た
経
緯

を
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
用
い
た
「
経
験
」
と
い
う
言
葉
が
心
理
学
の
文
献
か
ら
姿
を

消
し
て
い
っ
た
過
程
に
重
ね
合
わ
せ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
う
「
経
験
」
と
は
、

感
覚
的
要
素
の
寄
せ
集
め
で
は
な
く
、
物
語
的
な
生
の
諸
局
面
を
指
す
も
の
だ
っ

た
。
そ
し
て
彼
の
『
心
理
学
原
理
』
の
影
響
下
で
「
自
然
科
学
と
し
て
の
心
理
学
」

へ
足
を
踏
み
入
れ
た
デ
ュ
ー
イ
も
ま
た
、
相
互
作
用
説
を
提
唱
し
た
際
に
、
こ
の

「
経
験
」
概
念
を
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
経
験
の
理
論
は
、
心
理
学
理

論
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
を
改
善
す
る

と
い
う
実
践
的
目
的
を
も
っ
て
い
た
の
だ
。

今
日
の
心
の
科
学
で
は
こ
う
し
た
問
題
関
心
は
失
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

わ
れ
わ
れ
の
日
常
体
験
を
様
々
な
側
面
へ
と
分
解
し
、
個
別
に
解
明
す
る
こ
と
が

試
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
科
学
の
正
統
な
方
法
で
あ
っ
て
非
難
す
る
に
は
当
た
ら
な

い
が
、
こ
の
際
に
行
為
と
知
覚
が
分
離
さ
れ
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
の
生
を
構
成

す
る
諸
経
験
の
意
味
は
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
認
知
科
学
で
主
題
化
さ

れ
て
い
る
知
覚
経
験
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
や
デ
ュ
ー
イ
の
語
る
「
経
験
」
の
一
面
に
す

ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
直
面
し
て
な
す
べ
き
は
、

わ
れ
わ
れ
が
日
常
で
用
い
て
い
る
概
念
に
立
ち
戻
り
、
そ
こ
か
ら
何
が
見
失
わ
れ

て
い
る
か
を
正
確
に
特
定
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
た

ち
は
、
経
験
の
相
互
作
用
説
を
標
準
的
知
覚
観
に
対
す
る
代
案
と
位
置
づ
け
る
際

に
、
暗
黙
裡
に
認
知
科
学
の
問
題
意
識
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。
こ
の
過
程
で
彼
ら
は
、
相
互
作
用
説
を
狭
い
問
題
意
識
の
中
に
閉

じ
込
め
、
こ
の
説
の
先
駆
者
に
見
ら
れ
た
実
践
的
関
心
を
疎
か
に
し
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か	

㈥

。

「
相
互
作
用
と
し
て
の
経
験
」
と
い
う
考
え
方
が
再
評
価
さ
れ
う
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
か
つ
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
や
デ
ュ
ー
イ
が
示
し
た
道
、
す
な
わ
ち
日
常
体
験

を
見
つ
め
直
し
、
よ
り
実
り
豊
か
な
も
の
に
作
り
替
え
よ
う
と
す
る
試
み
の
中
で

な
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
企
図
に
照
ら
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
経
験
の
相

互
作
用
説
の
可
能
性
は
未
だ
尽
き
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

註㈠	

エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
先
駆
者
と
し
て
、
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
を

挙
げ
て
お
り
、
ま
た
デ
ュ
ー
イ
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
（cf.	Gallagher	2014

）。

㈡	

ヴ
ァ
レ
ラ
ら（V

arela	et	al.	1991

）は
、
一
種
の
形
而
上
学
的
反
実
在
論
に
基
づ
き
、

「
エ
ナ
ク
ト
」
と
い
う
言
葉
で
「
心
と
世
界
が
行
為
を
通
し
て
共
発
生
す
る
」
と
い
う
事

態
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
の
中
で
も
ノ
エ
の
よ
う
な
論
者
は
、

こ
の
言
葉
を
単
に
、
行
為
を
通
し
て
内
容
を
も
っ
た
経
験
を
生
み
出
す
、
と
い
う
事
態

を
指
す
た
め
に
用
い
て
い
る
。

㈢	

ノ
エ
は
、
自
分
の
主
張
に
対
す
る
反
例
た
り
う
る
の
は
「
完
全
に
無
活
動
で
不
活
発

な
知
覚
者
」（N

oë	2004,	p.12

）
だ
と
述
べ
て
、
知
覚
経
験
に
運
動
行
為
が
必
要
で
あ

る
こ
と
を
示
唆
す
る
一
方
で
、「
わ
た
し
た
ち
が
何
を
知
覚
す
る
か
は
、
わ
た
し
た
ち
が

行
う
こ
と
（
あ
る
い
は
行
い
方
を
知
っ
て
い
る
こ
と
）
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
」（ibid.,	

p.1

）
と
述
べ
て
、
知
覚
経
験
の
内
容
を
決
定
す
る
も
の
が
行
為
そ
の
も
の
な
の
か
感
覚

運
動
的
知
識
な
の
か
を
曖
昧
に
し
て
い
る
。

㈣	

ノ
エ
（N

oë	2004

）
は
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
を
支
持
す
る
事
例
と
し
て
他
に
変

化
盲
と
不
注
意
盲
を
挙
げ
て
い
る
が
、
彼
の
事
例
解
釈
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
は
呉
羽

（2014
）
で
示
し
た
。

㈤	
ノ
エ
の
他
に
も
、
眼
球
運
動
（
特
に
サ
ッ
カ
ー
ド
）
を
例
に
挙
げ
て
、
感
覚
運
動
能

力
の
欠
損
が
知
覚
者
を
経
験
盲
に
陥
ら
せ
る
、
と
論
じ
る
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
（e.g.	

Gangopadhyay	2010

）
が
い
る
。
し
か
し
、
サ
ッ
カ
ー
ド
が
「
行
為
」
の
名
に
値
す
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る
か
は
疑
わ
し
く
、
ま
た
い
ず
れ
に
せ
よ
知
覚
が
「
動
物
全
体
が
行
う
活
動
」
で
あ
る

こ
と
を
示
す
に
は
些
末
な
事
例
で
あ
る
。

㈥	

こ
の
指
摘
は
、
仏
教
実
践
と
認
知
科
学
研
究
の
統
合
を
試
み
た
ヴ
ァ
レ
ラ
ら

（V
arela	et	al.	1991

）
に
は
必
ず
し
も
当
て
は
ま
ら
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
の
議
論
に

お
い
て
認
知
科
学
的
な
主
張
と
実
践
的
な
提
案
が
論
理
的
に
ど
う
結
び
つ
い
て
い
る
か
、

筆
者
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
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一　

エ
ナ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム

「
エ
ナ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
」（enactivism
）
概
念
が
創
始
さ
れ
た
の
は
、
Ｆ
・
Ｊ
・

ヴ
ァ
レ
ラ
、
Ｅ
・
ト
ン
プ
ソ
ン
、
Ｅ
・
ロ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
『
身
体
化
さ
れ
た
心
』⑴

に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
エ
ナ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
は
こ
の
著
作
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
た

認
知
に
つ
い
て
の
理
解
の
仕
方
で
あ
る
。

エ
ナ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
に
よ
れ
ば
、
認
知
能
力
と
は
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
世
界

を
意
識
へ
と
反
映
す
る
能
力
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

0

0

。
む
し
ろ
そ
れ
は
道
に
た
と

え
ら
れ
る
。「
道
は
歩
く
こ
と
に
お
い
て
拓
か
れ
る
と
い
う
仕
方
で
の
み
存
在
す

る
」（EM

205/290

）。
つ
ま
り
、
認
知
が
認
知
さ
れ
る
世
界
を
生
み
だ
す
。
そ

し
て
認
知
す
る
心
自
体
も
、
そ
う
い
う
認
知
の
あ
り
方
に
規
定
さ
れ
る
と
い
う

意
味
で
は
、
そ
の
認
知
と
と
も
に
生
み
だ
さ
れ
る
。enact

と
い
う
こ
と
ば
の
含

意
の
ひ
と
つ
は
こ
の
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、enact

と
い
う
語
は
役
を
演
ず
る
こ

と
、
法
を
実
効
化
す
る
こ
と
な
ど
の
意
味
を
も
つ
が
、
認
知
は
世
界
と
心
を
実
演

0

0

し
、
そ
の
こ
と
で
実
効
あ
る
も
の
と
な
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（enactm
ent

）。
認
知
と
は
生
物
が

必
要
な
情
報
を
環
境
か
ら
抽
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
情
報
と
は
元
々

あ
っ
た
も
の
を
受
け
と
っ
た
と
い
う
よ
り
、
生
物
が
自
ら
に
と
っ
て
必
要
な
も

の
を
環
境
に
働
き
か
け
て
と
り
だ
し
た
も
の
で
あ
る
。
知
覚
以
前
に
そ
の
情
報
が

あ
っ
た
か
と
い
え
ば
そ
う
は
言
え
な
い
。
た
と
え
ば
「
な
め
ら
か
さ
」
を
考
え
て

み
よ
う
。
手
を
表
面
に
沿
わ
せ
、
等
速
度
で
、
あ
ま
り
早
く
な
い
仕
方
で
動
か
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
感
じ
と
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
う
い
う
「
な
め
ら
か
さ
」

は
環
境
の
う
ち
に
前
も
っ
て
あ
っ
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
何
ら
か
の
必
要

性
か
ら
表
面
の
区
別
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
生
物
が
、
当
該
の
手
の
動
か

し
方
を
習
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
な
め
ら
か
さ
と
い
う
性
質
が
こ
の
世
に
生
み
だ

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
認
知
と
は
前
も
っ
て
あ
た
え
ら
れ
た
世
界
の
前
も
っ
て
あ
た

え
ら
れ
た
心
に
よ
る
表
象
で
は
な
く
、
む
し
ろ
世
界
と
心
と
が
世
界
内
の
存
在

が
な
す
多
様
な
行
動
の
歴
史
に
も
と
づ
き
実
効
化
さ
れ
る
こ
と
（enactm

ent

）」

（EM
9/31

）
で
あ
る
。
つ
ま
り
世
界
も
心
も
、
こ
の
認
知
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

そ
う
い
う
も
の
と
し
て
形
作
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

エ
ナ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
は
こ
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
外
に
あ
る
も
の
の
受
動
的
な

受
容
と
い
う
認
知
モ
デ
ル
を
批
判
す
る
。
エ
ナ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
の
代
表
者
の
一
人

で
あ
る
Ａ
・
ノ
エ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
エ
ナ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
の
認
識
観
は
、
大
き
く

二
つ
の
特
徴
を
も
つ
と
言
え
る	

⑵

（
以
下
の
特
徴
付
け
は
前
段
落
の
エ
ナ
ク
テ
ィ

ビ
ズ
ム
の
特
徴
を
よ
り
具
体
的
な
レ
ベ
ル
で
と
ら
え
直
し
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ

う
）。①
認
知
に
お
け
る
能
動
的
な
身
体
活
動
の
意
義
を
高
く
評
価
す
る
こ
と（「
身0

エ
ナ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
と
実
存
の
忘
却

佐

藤

義

之
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体
化
さ
れ
た
行
動

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
の
認
知
」（EM

xx/18

）。
な
お
、
引
用
の
傍
点
は
イ

タ
リ
ッ
ク
。
以
下
も
）。
②
そ
の
一
つ
の
帰
結
と
し
て
、
認
知
に
お
い
て
表
象
が

核
心
的
意
義
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
伝
統
的
主
張
を
見
直
す
こ
と
。

①
は
単
に
知
覚
の
際
に
身
体
を
使
う
と
い
う
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
の
で
は
な
い
。
上
述
の
な
め
ら
か
さ
の
よ
う
に
、
身
体
や
そ
の
動
き
と
の
か

か
わ
り
な
し
で
は
不
可
能
な
情
報
が
世
界
に
生
み
だ
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
獲

得
が
認
知
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
身
体
は
情
報
の
獲
得
の
単
な
る
道
具
や
必
要
条

件
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
情
報
自
体
が
、
私
が
身
体
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と

不
可
分
の
仕
方
で
生
み
だ
さ
れ
て

0

0

0

0

0

0

お
り
、
情
報
自
体
に
身
体
性
が
反
映
さ
れ
て
い

る
。
私
が
こ
の
机
に
な
め
ら
か
さ
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
の
身
体
が
こ
の

よ
う
な
サ
イ
ズ
の
手
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
不
可
分
で
あ
る
。
私
の
手
の

ス
ケ
ー
ル
が
百
分
の
一
な
ら
、
同
じ
机
の
表
面
も
な
め
ら
か
ど
こ
ろ
か
凹
凸
の
多

い
も
の
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、
表
面
に
沿
っ
て
動
か
す
と
い
う
動
き
が
可
能
な
た
め

に
は
、
手
の
柔
軟
な
動
き
が
実
現
で
き
る
よ
う
な
身
体
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い	

⑶

。

②
知
覚
に
お
け
る
身
体
活
動
を
必
然
視
す
る
な
ら
、
知
覚
の
際
の
身
体
は
時
間

を
か
け
て
空
間
内
を
動
き
な
が
ら
能
動
的
に
情
報
を
集
め
る
の
で
あ
る
以
上
、
静

的
瞬
間
的
な
受
動
と
し
て
知
覚
を
考
え
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
。
こ
の
こ
と
が
知

覚
に
お
け
る
「
表
象
」
─
─
本
発
表
で
い
う
「
表
象
」
は
知
覚
表
象
に
限
定
し
て

い
て
、
概
念
的
、
命
題
的
表
象
は
含
ま
な
い
─
─
の
意
義
の
見
直
し
に
つ
な
が

る
。
ノ
エ
が
（
Ｐ
・
Ｓ
・
チ
ャ
ー
チ
ラ
ン
ド
ら
の
表
現
を
借
り
て
）、「
視
覚
と
は

網
膜
に
お
い
て
だ
け
使
え
る
情
報
に
も
と
づ
い
て
視
覚
世
界
に
つ
い
て
の
詳
細
な

内
的
表
象
を
作
り
だ
す
と
い
う
こ
と
が
ら
だ
と
い
う
教
え
」⑷	

（A
P21-22/33

）

と
呼
ぶ
も
の
に
批
判
が
向
け
ら
れ
る
。
こ
の
「
教
え
」
は
表
象
が
受
動
的
な
仕
方

で
受
け
と
ら
れ
た
感
覚
を
も
と
に
意
識
内
で
再
構
成
さ
れ
た
世
界
の
詳
細
な
再
─

現
だ
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
「
教
え
」
へ
の
批
判
は
─
─
批
判
の
議
論
の

方
向
性
は
い
く
つ
か
異
な
る
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
─
─
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム

の
共
通
の
柱
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

本
発
表
で
は
エ
ナ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
の
全
体
的
検
討
は
で
き
な
い
が
、
エ
ナ
ク

テ
ィ
ビ
ズ
ム
の
核
心
に
か
か
わ
る
よ
う
な
ふ
た
つ
の
個
別
的
問
題
点
─
─
い
ず
れ

も
②
の
論
点
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
─
─
を
取
り
あ
げ
、
以
下
の
ふ
た
つ
の
節

で
そ
れ
ぞ
れ
の
批
判
的
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
問
題
点
に
か
か
わ

る
議
論
を
行
っ
た
人
物
は
─
─
い
ず
れ
も
す
で
に
言
及
し
た
人
物
だ
が
─
─
、
ひ

と
つ
目
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
ノ
エ
、
ふ
た
つ
目
が
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
で
あ
る
。
彼
ら

は
い
ず
れ
も
エ
ナ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
の
な
か
の
流
派
の
代
表
者
と
み
な
さ
れ
て
い

る	

⑸

。
具
体
的
に
は
の
ち
に
詳
述
す
る
が
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
に
は
、
知
覚

世
界
の
「
実
存
的
」
と
も
い
う
べ
き
諸
々
の
意
味
を
忘
却
し
て
い
る
傾
向
が
広
く

見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
象
学
の
立
場
か
ら
当
然
に
生
じ
て
く
る
こ
の
種

の
批
判
を
受
け
い
れ
る
こ
と
で
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
に
と
っ
て
も
有
益
な
進
歩

が
見
込
め
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

二　

ノ
エ
の
「
知
覚
的
現
前
の
問
題
」

ノ
エ
は
早
く
か
ら
Ｊ
・
Ｋ
・
オ
リ
ー
ガ
ン
と
協
力
し
つ
つ
、
認
知
科
学
の
成
果

に
立
脚
し
て
エ
ナ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
を
展
開
し
た
人
物
で
あ
る
。Ｄ
・
Ｄ
・
ハ
ッ
ト
ー

ら
は
ノ
エ
を
「
感
覚
運
動
エ
ナ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
」（sensorim

otor	enactivism

）

の
代
表
者
の
ひ
と
り
と
位
置
づ
け
て
い
る	

⑹

。
こ
の
呼
称
の
表
す
よ
う
に
、
ノ

エ
は
身
体
運
動
に
相
関
し
て
感
覚
的
現
れ
が
変
化
す
る
法
則
性
（
感
覚
運
動
条
件

（sensori-m
otor	contingences

）
に
注
目
し
て
、
こ
の
よ
う
な
法
則
を
マ
ス

タ
ー
す
る
こ
と
が
知
覚
に
と
っ
て
不
可
欠
の
条
件
で
あ
り
、
知
覚
す
る
身
体
的
主

体
は
こ
う
い
う
法
則
性
の
マ
ス
タ
ー
に
よ
っ
て
知
覚
の
能
力
を
え
て
い
る
と
考
え

る
。前

節
で
あ
げ
た
表
象
中
心
の
知
覚
観
の
見
直
し	

⑺

も
こ
の
立
場
の
大
き
な
特
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徴
を
な
し
て
い
る
。
ノ
エ
は
協
力
者
オ
リ
ー
ガ
ン
と
と
も
に
、
知
覚
は
脳
内
に
表

象
を
形
成
す
る
こ
と
だ
と
い
う
見
解
を
批
判
す
る
。
オ
リ
ー
ガ
ン
の
こ
と
ば
に
よ

れ
ば
、
む
し
ろ
知
覚
に
お
い
て
世
界
は
「
外
部
記
憶
」⑻

と
で
も
い
う
べ
き
も
の

な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
脳
内
に
世
界
の
表
象
を
形
成
備
蓄
し
そ
れ
を
引
き
出
す
と

い
う
脳
資
源
の
不
経
済
な
浪
費
を
お
こ
な
わ
な
く
て
も
、
世
界
は
そ
こ
に
あ
る
の

だ
か
ら
、
必
要
に
応
じ
て
目
前
の
世
界
か
ら
必
要
な
情
報
を
引
き
出
せ
ば
よ
い
。

つ
ま
り
現
実
の
世
界
は
私
の
内
部
の
世
界
の
記
憶
表
象
と
い
う
倉
庫
─
─
多
く
の

古
い
知
覚
観
は
私
の
情
報
の
直
接
の

0

0

0

源	

⑼

は
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
て
き
た
─
─

に
代
わ
る
も
の
、
そ
う
い
う
意
味
で
私
の
外
部
に
あ
る
記
憶
の
「
代
用
」
で
あ
り
、

「
外
部
記
憶
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
解
を
ふ
ま
え
て
、
ノ
エ
は
表
象
に
か
か
わ
る
ひ
と
つ
の
問
題

に
取
り
組
む
。
そ
の
問
題
を
彼
は
「
知
覚
的
現
前
の
問
題
」（the	problem

	of	
perceptual	presence

）」（A
P59/91

）
と
呼
ぶ
。
本
節
で
は
こ
の
問
題
に
対
す

る
彼
の
解
決
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
の
か
か
え
る

問
題
点
に
迫
り
た
い	

⑽

。

私
が
光
景
を
な
が
め
る
と
き
、
私
は
そ
の
光
景
の
す
み
ず
み
の
詳
細
ま
で
明
確

に
見
え
て
い
る
と
い
う
感
じ
を
も
つ
。
た
と
え
ば
そ
の
瞬
間
に
撮
影
し
た
ス
ナ
ッ

プ
シ
ョ
ッ
ト
を
あ
と
か
ら
な
が
め
た
場
合
に
も
、
こ
の
写
真
を
撮
っ
た
と
き
の
光

景
が
す
み
ず
み
ま
で
明
確
に
見
え
る
が
、
私
は
光
景
を
見
た
と
き
を
思
い
だ
し

て
、
そ
の
と
き
は
こ
の
写
真
の
よ
う
に
、
眼
前
の
光
景
が
す
み
ず
み
ま
で
詳
細
・

鮮
明
に
見
え
て
い
た
と
い
う
感
じ

0

0

を
も
つ
。
し
か
し
な
が
ら
実
は
そ
の
感
じ

0

0

は
錯

覚
に
す
ぎ
な
い
。
私
の
眼
の
構
造
か
ら
判
断
し
て
も
、
詳
細
に
見
え
る
の
は
視
野

の
ご
く
中
心
部
分
に
と
ど
ま
る
は
ず
で
あ
る
。
視
野
の
中
心
を
少
し
外
れ
れ
ば
明

確
な
見
え
は
不
可
能
と
な
り
、
色
彩
へ
の
感
受
性
も
乏
し
く
な
る
。
し
た
が
っ
て

私
の
見
て
い
た
の
は
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
の
よ
う
な
す
み
ず
み
ま
で
明
確
な
光

景
で
な
く
、
焦
点
の
み
が
明
確
で
周
縁
は
曖
昧
な
像
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
同
様

の
こ
と
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
も
古
く
か
ら
唱
え
て
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ひ
と

は
視
線
を
あ
ち
こ
ち
に
向
け
る
と
い
う
時
間
的
経
過
に
よ
っ
て
す
み
ず
み
ま
で
明

確
に
見
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
一
瞬
で
す
べ
て
を
明
確
に
見
て
い
る
の
で
は
な

い	

⑾

。
先
述
の
よ
う
に
オ
リ
ー
ガ
ン
は
、
脳
の
資
源
の
有
効
利
用
と
い
う
別
の
観
点
か

ら
、
焦
点
の
み
詳
細
な
世
界
認
知
を
当
然
の
こ
と
と
み
な
す
。
視
野
の
あ
る
部
分

が
気
に
な
れ
ば
、
そ
こ
に
眼
を
向
け
さ
え
す
れ
ば
詳
細
な
情
報
が
手
に
入
る
の
で

あ
る
か
ら
、
視
野
の
す
み
ず
み
ま
で
す
べ
て
の
情
報
を
予
め
集
め
て
お
く
必
要
は

な
い
。
そ
う
い
う
や
り
方
は
不
経
済
き
わ
ま
り
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
お
な
じ

理
由
か
ら
ノ
エ
は
、
知
覚
に
お
い
て
光
景
の
表
象
が
あ
る
こ
と
は
認
め
る
も
の
の

（A
P22/34

）、
光
景
の
詳
細
な

0

0

0

表
象
は
脳
内
に
築
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
こ
の

よ
う
な
錯
覚
こ
そ
、
前
節
で
触
れ
た
、
知
覚
は
詳
細
な
脳
内
表
象
の
形
成
だ
と
い

う
「
教
え
」
を
も
っ
と
も
ら
し
く
思
わ
せ
る
要
因
で
あ
る
。

し
か
し
次
の
問
題
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
根
強
い
錯
覚
を
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
て

し
ま
う
の
か
。
そ
の
理
由
は
な
に
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
い
が
先
述
の

「
知
覚
的
現
前
の
問
題
」
で
あ
る
。

私
は
、
今
は
詳
細
に
見
え
て
い
な
い
部
分
に
で
も
、
目
を
向
け
れ
ば
す
ぐ
に
ア

ク
セ
ス
で
き
る
身
体
的
能
力
を
も
つ
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
即
座

の
ア
ク
セ
ス
可
能
性
が
、
す
で
に
ア
ク
セ
ス
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
感
覚
、
つ

ま
り
詳
細
が
現
前
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
感
覚
を
あ
た
え
る
の
だ
と
ノ
エ
は
い

う
。
こ
の
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
た
め
に
、
ノ
エ
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
た
と
え
に

使
う
（A

P50/77

）。
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
サ
ー
バ
ー
の
な
か
の
情
報
に
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
な
が
っ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ら
即
座
に
ア
ク
セ
ス
で
き

る
。
そ
の
と
き
私
は
あ
た
か
も
そ
の
情
報
が
私
の
前
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
な
か
に

あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
る
。
ネ
ッ
ト
上
の
長
文
の
文
字
情
報
を
読
む
と
き
、
実
際

に
は
画
面
を
ス
ク
ロ
ー
ル
す
る
た
び
に
必
要
な
部
分
が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
さ
れ
て
い
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る
だ
け
で
あ
る
が
、
即
座
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
た
め
、
私
は
そ
の
情
報
が
私
の
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
の
な
か
に
す
べ
て
ま
え
も
っ
て
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
る
の
だ
と
い

う
。
こ
の
全
体
の
現
前
は
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な

0

0

0

0

0

0

0

現
前
で
あ
る
。

同
様
に
私
が
今
は
詳
細
に
見
え
て
い
な
い
部
分
に
も
す
ぐ
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る

身
体
的
能
力
を
も
つ
な
ら
、
私
は
そ
の
部
分
が
私
に
現
出
─
─
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な

仕
方
で
─
─
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
感
じ
を
も
ち
う
る
だ
ろ
う
、
と
ノ
エ
は
主
張

す
る
。
ア
ク
セ
ス
の
た
め
の
身
体
能
力
を
可
能
に
す
る
一
つ
の
前
提
が
、「
感
覚
運

動
エ
ナ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
」
に
と
っ
て
核
心
的
な
も
の
で
あ
る
、
既
述
の
「
感
覚
運

動
条
件
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
駆
使
で
き
る
こ
と
で
即
座
の
ア
ク
セ
ス
が
可
能
に
な

る
。
た
と
え
ば
視
野
の
一
点
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
分

か
っ
て
い
る
の
で
即
座
に
当
該
地
点
の
情
報
が
え
ら
れ
る
。

し
か
し
私
見
を
述
べ
る
な
ら
、
以
上
の
ノ
エ
の
議
論
で
は
「
知
覚
的
現
前
の
問

題
」
は
解
決
で
き
な
い
。
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
現
前
を
別
の
例
で
考
え
て
み
よ
う
。

私
は
闇
夜
に
照
明
も
な
い
道
を
、
強
力
な
懐
中
電
灯
ひ
と
つ
を
頼
り
に
歩
い
て
い

る
。懐
中
電
灯
を
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
私
は
照
ら
そ
う
と
思
え
ば
ど
こ
で
も
、

し
か
も
即
座
に
照
ら
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
即
座
の
ア
ク
セ
ス
可
能
性
と
い
う

条
件
は
み
た
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
闇
夜
を
歩
く
私
は
、
決
し
て
す
べ
て
が
見
え

て
い
る
、
と
い
う
感
じ
を
も
つ
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
私
は
私
を
と
り
ま

く
闇
の
未
知
感
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

ま
ず
は
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
場
合
は
真
っ
暗
な
背
景
が
決
定
的
な
意

味
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
私
が
詳
細
を
見
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る

た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
明
る
い
と
き
の
よ
う
に
ぼ
ん
や
り
と
見
え
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
例
の
よ
う
に
、
闇
の
背
景
が
私
に
未
知
性
を
訴
え
て
い
る
よ

う
で
は
い
け
な
い
。

し
か
し
も
う
一
歩
進
め
て
考
え
て
み
よ
う
。
私
が
「
す
べ
て
が
見
え
て
い
る
」

と
い
う
錯
覚
を
も
つ
日
中
の
背
景
も
、
ぼ
ん
や
り
と
見
え
て
い
る
だ
け
で
そ
れ
ほ

ど
豊
か
な
情
報
を
与
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
眼
を
、
あ

る
い
は
懐
中
電
灯
を
向
け
れ
ば
ど
ち
ら
も
詳
し
い
情
報
は
え
ら
れ
る
。
闇
夜
と
何

が
違
う
の
か
。

私
の
考
え
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
背
景
の
主
体
に
と
っ
て
の
意
味
づ
け
が
異
な
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
が
両
者
の
違
い
を
な
し
て
い
る
。
背
景
と
は
何
か
考
え
て
み
よ

う
。
多
く
の
場
合
、
背
景
は
詳
し
く
知
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
私
は
そ
の
未
知
性

を
深
刻
に
と
ら
え
る
こ
と
は
な
い
。
た
し
か
に
未
知
性
は
と
き
に
は
私
に
と
っ
て

大
き
な
危
険
の
可
能
性
を
意
味
す
る
。
生
物
で
あ
る
私
に
と
っ
て
、
未
知
な
部
分

に
は
私
の
生
を
脅
か
す
危
険
が
潜
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。そ
う
い
う
場
合
は
、

私
は
未
知
を
既
知
化
し
、
未
知
の
な
か
に
潜
む
危
険
を
あ
ぶ
り
出
し
て
そ
れ
に
備

え
る
べ
く
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
私
は
い
つ
で
も
未
知
な
る
部
分
に
こ

う
い
う
態
度
を
と
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
の
ま
わ
り
に
は
未
知
は
あ
ふ
れ
て
い
る

か
ら
、
危
険
の
可
能
性
に
備
え
る
た
め
す
べ
て
を
知
ろ
う
と
す
れ
ば
、
私
は
そ
の

た
め
に
貴
重
な
時
間
を
無
駄
に
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
通
常
の
場
合
は
、

未
知
な
る
部
分
が
あ
っ
て
も
、
私
は
大
し
た
危
険
は
な
い
だ
ろ
う
と
髙
を
く
く
っ

0

0

0

0

0

て
い
る

0

0

0

。
つ
ま
り
、
未
知
な
る
部
分
は
通
常
は
、「
未
知
だ
が
と
り
た
て
て
知
る
必

要
が
な
い
部
分
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
未
知
な
る
部
分
の
な
か
に
何
か
私
の
知
っ
て
お
く
べ
き
も
の

が
あ
る
と
き
、
未
知
な
る
部
分
は
「
未
知
で
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
部
分
」
で
あ
り
、

私
に
と
っ
て
そ
う
い
う
部
分
は
不
安
を
あ
お
り
立
て
な
い
で
は
お
か
な
い
。
闇
は

私
に
未
知
性
を
も
っ
て
せ
ま
っ
て
く
る
。見
知
っ
た
家
の
中
の
闇
な
ら
ま
だ
し
も
、

懐
中
電
灯
以
外
に
照
明
も
な
い
戸
外
の
闇
は
、
危
険
が
間
近
に
迫
っ
て
も
分
か
ら

な
い
た
め
、
そ
こ
に
何
か
危
険
な
も
の
が
潜
ん
で
い
な
い
か
、
私
の
不
安
を
か
き

立
て
る
。
一
方
、
日
中
の
背
景
な
ら
、
危
険
に
早
め
に
気
づ
く
こ
と
も
可
能
な
た

め
、
闇
ほ
ど
の
不
安
を
か
き
た
て
ず
、「
未
知
だ
が
と
り
た
て
て
知
る
必
要
が
な
い

部
分
」
と
位
置
づ
け
て
安
住
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
ノ
エ
の
考
え
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る
よ
う
に
、
必
要
な
情
報
が
即
座
に
与
え
ら
れ
る
保
証
さ
え
あ
れ
ば
ヴ
ァ
ー
チ
ャ

ル
な
現
前
感
が
え
ら
れ
る
、
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
未
知
だ
か
ら
不
安
を
あ
た
え
る
と
い
う
よ

う
な
単
純
な
事
態
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
経
験
的
に
確
認
で
き
る
よ
う

な
未
知
性
の
事
実
よ
り
、
む
し
ろ
そ
の
事
実
を
主
体
が
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う

こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る	
⑿

。
そ
し
て
そ
の
評
価
に
は
、
知
や
未
知
が
私
の
生0

に
と
っ
て
も
つ

0

0

0

0

0

0

意
義
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
世
界
は
私
に
と
っ
て
の
危
険
や
好
機

を
含
む
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
世
界
に
住
む
生
物
と
し
て
の
私
が
未
知
を
そ
れ

ぞ
れ
に
分
類
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
区
別
の
基
準
は
個
々
の
未
知
の
経
験
的
な
違

い
に
も
と
づ
く
と
い
う
よ
り
、
そ
の
私
に
と
っ
て
の
─
─
実
存
的
と
も
い
え
る
─

─
意
義
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
未
知
に
感
じ
る
不
安
を
「
実
存
的

未
知
感
」
と
呼
ん
で
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、「
必
要
な
も
の
は
全
て

知
っ
て
い
る
」
と
い
う
感
覚
を
「
実
存
的
既
知
感
」
と
呼
ぼ
う	

⒀

。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
え
直
す
な
ら
、
ノ
エ
が
「
知
覚
的
現
前
の
問
題
」
と

い
う
名
の
も
と
に
扱
お
う
と
し
た
「
錯
覚
」
も
、
実
は
す
べ
て
が
明
確
に
現
前
し

て
い
る
と
い
う
感
覚
（
錯
覚
）
で
は
な
く
、
む
し
ろ
別
の
も
の
だ
と
推
測
で
き
る
。

そ
れ
は
む
し
ろ
、「
必
要
な

0

0

0

す
べ
て
は
知
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
感
覚
で
あ
り
、
そ

の
状
態
を
ノ
エ
が
、
す
べ
て
の
現
前
感
と
誤
っ
て
と
ら
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ

の
感
覚
は
、
自
ら
を
脅
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
実
存
的
な
安
心
感
に
裏
付

け
ら
れ
て
い
る
。

「
感
覚
運
動
条
件
」
を
重
視
す
る
ノ
エ
が
も
っ
ぱ
ら
注
目
す
る
の
は
、
対
象
の

形
状
や
色
彩
な
ど
の
性
格
で
あ
り
、
そ
の
現
出
様
態
が
知
覚
者
の
運
動
と
相
関
的

な
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
相
関
関
係
を
マ
ス
タ
ー
し
て
は
じ
め
て
知
覚

が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
主
体
の
活
動
へ
の
注
目
も
身
体
運
動
が
中

心
な
の
で
、
主
体
の
実
存
的
な
世
界
へ
の
か
か
わ
り
か
た
に
つ
い
て
ま
で
、
目
を

向
け
る
こ
と
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ノ
エ
は
背
景
ま
で
も
含
む
詳
細
現
前
の
感
覚
を
、
も
の
の
背
面

0

0

─
─
た
と
え
ば

ト
マ
ト
の
背
面
─
─
の
現
前
感
や
遮
蔽
物
の
背
後
の
も
の
の
現
前
感
─
─
柵
の
向

こ
う
に
い
る
猫
の
、
柵
に
隠
さ
れ
て
見
え
な
い
部
分
の
現
前
感
─
─
と
連
続
的
に

と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
こ
ち
ら
も
す
ぐ
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
か
ら
現
前
感
を
も
つ

の
だ
と
い
う
。
し
か
し
私
は
背
面
の
現
前
感
な
ど
も
つ
だ
ろ
う
か
。
も
し
背
面
が

見
え
れ
ば
、
そ
れ
は
立
体
と
は
い
え
な
い
。
背
面
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
い
う

「
見
え
な
い
も
の
」（l

’invisible

）
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
が
見
え
な
い
こ
と
に
よ
っ

て
、
立
体
を
立
体
と
し
て
見
え
さ
せ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
ノ
エ
の
い
う
「
背

面
の
現
前
感
」
な
ど
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
何
か
別
の
も
の
を

ノ
エ
が
誤
解
し
て
そ
う
と
ら
え
て
い
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。

私
の
考
え
で
は
ノ
エ
が
「
背
面
の
現
前
感
」
と
呼
ぶ
こ
の
感
覚
は
、
実
は
「
不

完
全
」
な
見
え
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
る
「
実
存
的
既
知
感
」
の
こ
と
で
あ
る
。
見

え
が
不
完
全
な
の
に
、「
実
存
的
未
知
感
」が
な
い
か
ら
不
安
感
、
欠
如
感
が
な
い
。

そ
の
た
め
、
ノ
エ
は
そ
れ
を
経
験
的
な
範
囲
内
で
説
明
し
よ
う
と
し
て
、（
不
完
全

な
の
に
）
全
面
現
前
感

0

0

0

0

0

が
あ
る
こ
と
と
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
明

ら
か
に
誤
り
で
あ
る
（
背
面
は
見
え
な
い
か
ら
ト
マ
ト
は
立
体
と
し
て
見
え
て
い

る
の
で
あ
る
）。

ノ
エ
は
「
感
覚
運
動
条
件
性
」
に
注
目
す
る
あ
ま
り
、
対
象
と
主
体
の
身
体
運

動
と
の
相
関
だ
け
で
意
味
が
生
み
だ
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
し
、
背
景
や
背
面

と
い
っ
た
対
象
以
外
の
も
の
と
、
そ
れ
が
実
存
に
と
っ
て
果
た
す
役
割
と
を
忘
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

三　

ヴ
ァ
レ
ラ
ら
と
知
覚
者
の
自
由

エ
ナ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
の
創
始
者
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
は
、
知
覚
の
能
動
性
を
強
調
す

る
。
彼
ら
の
前
掲
書
の
な
か
で
は
、「
有
機
体
は
環
境
を
創
始
（initiate

）
す
る
と

と
も
に
環
境
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
（shaped

）」（EM
174/248

）
と
、
メ
ル
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ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
『
行
動
の
構
造
』⒁

に
依
拠
し
な
が
ら
語
る
。
知
覚
さ
れ
る
情

報
は
環
境
と
の
相
互
交
渉
の
な
か
、
能
動
的
に
形
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ

レ
ラ
ら
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
を
引
用
し
て
こ
う
述
べ
る
。「
有
機
体
の
受
容
す

る
す
べ
て
の
刺
激
は
、
有
機
体
が
刺
激
に
先
立
っ
て
身
体
を
動
か
し
受
容
器
官
を

外
的
影
響
に
さ
ら
す
こ
と
で
の
み
可
能
に
な
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
行
動
が
あ
ら
ゆ

0

0

0

0

0

0

る
刺
激
の
第
一
原
因
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
っ
て
も
よ
い
」（EM

174/247

）⒂

。

こ
の
よ
う
な
感
覚
の
創
出
は
、
個
々
の
主
体
が
学
習
に
よ
っ
て
習
得
す
る
身
体

運
動
と
い
う
次
元
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
進
化
的
な
次
元
で
も
考
え
ら
れ
て
い

る
。
ミ
ツ
バ
チ
と
そ
れ
に
よ
っ
て
花
粉
を
媒
介
さ
れ
る
植
物
の
花
の
色
の
共
進
化

の
例
を
あ
げ
、
生
物
（
ミ
ツ
バ
チ
の
視
覚
）
と
環
境
（
花
の
色
）
と
が
対
と
な
っ

て
進
化
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（EM

201-202/286

）。
こ
の
よ
う
な
進
化
論
的

観
点
の
強
調
は
、
ヴ
ァ
レ
ラ
が
こ
の
著
作
以
前
か
ら
か
か
わ
っ
て
き
た
、
オ
ー
ト

ポ
イ
エ
ー
シ
ス
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
生
物
観
を
強
く
反
映
し
て
い
る
。
た
し
か

に
こ
の
よ
う
な
共
進
化
は
む
し
ろ
例
外
的
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
は
あ
る
。
し

か
し
少
な
く
と
も
、
生
物
の
感
覚
器
官
、
運
動
器
官
の
新
た
な
使
用
法
が
（
あ
る

い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
進
化
が
）、
新
た
な
感
覚
を
創
出
す
る
と
い
う
こ
と

は
言
え
る
だ
ろ
う
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
は
知
覚
と
は
表
象
─
─
知
覚
表
象
─
─
の

形
成
で
あ
る
と
い
う
古
典
的
な
モ
デ
ル
に
強
い
批
判
を
向
け
る
（
一
節
で
見
た
エ

ナ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
共
通
の
特
徴
②
）。
そ
れ
は
上
述
の
よ
う
な
生
物
に
つ
い
て
の

理
解
の
組
み
替
え
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
生
物
は
環
境
と
か
か
わ
り
、
生
命
を
維

持
し
て
い
く
が
、
そ
の
際
に
表
象
形
成
は
不
可
欠
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
議
論

の
た
め
に
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
は
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
の
議
論
も
引
き
合
い
に
出
す	

⒃

。
ロ

ボ
ッ
ト
設
計
に
お
い
て
、
外
界
の
表
象

0

0

が
そ
こ
で
機
能
す
る
こ
と
の
な
い
、
ま
た

中
枢
が
な
い

0

0

0

0

0

シ
ス
テ
ム
が
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
う
な
が
す
。
こ
こ
で

は
中
枢
が
な
く
感
覚
が
行
動
に
直
結
さ
れ
る
ロ
ボ
ッ
ト
が
構
想
さ
れ
て
い
る
と
い

う
（EM

208-211/295-300

）。
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
は
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
エ
ナ

ク
テ
ィ
ブ
な
生
物
の
モ
デ
ル
と
と
ら
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
当
の
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
者
（
Ｒ
・
Ａ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
）
が
ヴ
ァ
レ

ラ
ら
の
参
照
す
る
実
験
に
つ
い
て
「
わ
れ
わ
れ
は
単
純
な
昆
虫
レ
ベ
ル
の
知
性
へ

の
到
達
を
…
…
目
標
と
し
て
い
る
」⒄

（
引
用
中
の
…
…
は
中
略
を
示
す
。
以
下

も
お
な
じ
）
と
述
べ
て
い
る
点
に
私
は
注
目
し
た
い	

⒅

。
た
し
か
に
表
象
形
成

を
し
な
い
形
で
外
界
に
反
応
す
る
生
物
体
は
い
る
に
違
い
な
い
。
た
と
え
ば
─
─

こ
れ
は
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
の
例
で
は
な
い
が
─
─
、
周
知
の
よ
う
に
カ
エ
ル
の
視
覚
は

お
よ
そ
そ
れ
に
近
い
も
の
と
言
え
よ
う
。
カ
エ
ル
で
は
虫
程
度
の
大
き
さ
の
物
が

近
づ
い
て
く
る
と
き
、
そ
う
い
う
物
の
視
覚
情
報
を
網
膜
レ
ベ
ル
で
識
別
し
、
そ

れ
に
反
応
し
て
摂
食
行
動
（
舌
を
そ
の
方
向
へ
伸
ば
す
）
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ

る	

⒆

。
こ
の
種
の
情
報
が
対
象
の
意
識
内
の
何
ら
か
の
形
で
の
「
再0

─
現0

」（re-
presentation

）と
し
て
の「
表
象
」（
視
覚
的
表
象
）と
い
え
る
か
疑
問
で
あ
る（
少

な
く
と
も
そ
う
で
あ
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
）。
そ
も
そ
も
周
知
の
よ

う
に
カ
エ
ル
で
は
視
野
の
な
か
で
静
止
し
て
い
る
部
分
の
情
報
は
網
膜
が
刺
激
に

慣
れ
て
不
活
性
化
す
る
こ
と
で
中
枢
に
あ
が
っ
て
こ
な
い	

⒇

か
ら
、
少
な
く
と

も
静
止
部
分
は
表
象
化
さ
れ
う
る
は
ず
も
な
い
。「
虫
程
度
の
大
き
さ
の
近
づ
い

て
く
る
何
か
」
と
い
う
特
定
の
情
報
が
直
接
反
射
を
引
き
お
こ
し
て
い
る
の
だ
と

す
れ
ば
、
獲
物
に
つ
い
て
の
そ
れ
以
外
の
特
徴
づ
け
を
含
む
視
覚
的
表
象
な
ど
不

要
で
あ
ろ
う
。
動
く
こ
と
と
そ
の
大
き
さ
だ
け
で
、
す
で
に
受
容
器
レ
ベ
ル
で
獲

物
と
し
て
の
意
味

0

0

を
も
た
さ
れ
て
い
る
。
表
象
中
心
の
知
覚
観
は
一
般
に
、
表
象

を
ま
ず
は
主
観
的
な
意
味
の
介
入
し
な
い
中
性
的
な
世
界
の
再0

─
現0

と
と
ら
え
、

主
観
的
な
意
味
は
表
象
に
後
か
ら
加
わ
っ
て
く
る
も
の
と
理
解
す
る
の
だ
が
、
実

際
の
カ
エ
ル
の
知
覚
で
は
意
味
を
す
で
に
受
容
器
段
階
で
も
た
さ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
カ
エ
ル
で
は
、
再
─
現
と
し
て
の
表
象
の
形
成
は
余
分
で
あ
り
不
要
な
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の
で
あ
る
。

一
方
、
私
は
人
間
で
は
カ
エ
ル
と
事
情
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
指
摘
せ
ざ
る

を
え
な
い
。
人
間
で
は
ひ
と
つ
の
情
報
が
一
義
的
に
ひ
と
つ
の
行
動
を
惹
起
す

る
も
の
で
は
な
い
。
対
象
の
意
味
は
現
在
の
実
践
の
文
脈
内
の
意
味
に
尽
き
て

し
ま
う
の
で
な
く
、
そ
れ
に
別
の
文
脈
に
も
と
づ
く
意
味
を
あ
た
え
る
こ
と
も
で

き
る
。
た
だ
、
そ
の
た
め
に
も
、
そ
の
と
き
ど
き
の
実
践
的
文
脈
に
尽
き
な
い
仕

方
で
、
知
覚
さ
れ
る
世
界
の
意
味
が
現
れ
て
く
る
必
要
が
あ
る
。
目
の
前
の
物
体

は
「
机
」
で
あ
る
が
、
私
は
そ
れ
を
そ
の
と
き
ど
き
の
必
要
性
に
応
じ
て
踏
み
台

に
使
っ
た
り
、
一
時
の
腰
掛
け
に
使
っ
た
り
も
す
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
れ
に

客
観
的
な
観
察
の
目
を
も
向
け
う
る
。
そ
の
よ
う
な
多
様
な
意
味
付
け
は
、
も
し

目
の
前
の
物
体
が
「
机
」
と
い
う
用
途
に
お
い
て
の
み
現
れ
る
な
ら
、
つ
ま
り
そ

の
意
味
が
そ
の
物
体
に
固
有
の
唯
一
の
も
の
と
し
て
現
れ
る
な
ら
、
不
可
能
で
あ

る
。
知
覚
対
象
は
、
個
々
の
実
践
の
文
脈
に
お
い
て
あ
た
え
ら
れ
る
意
味
に
尽
き

ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
あ
た
え
ら
れ
う
る
も
の
と
し
て
、
私
に
現
れ
て
く
る
。

そ
の
あ
り
方
が
知
覚
対
象「
そ
の
も
の
」だ
と
も
言
え
る
。
自
由
を
も
つ
者
に
と
っ

て
の
み
、
個
々
の
実
践
的
意
味
を
離
れ
た
知
覚
対
象
そ
の
も
の
、
世
界
そ
の
も
の

が
あ
た
え
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
自
由
な
人
間
が
む
か

い
ゆ
く
知
覚
の
世
界
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
「
自
然
」
と
呼
ん
で
い
た
も
の

で
あ
る
。
彼
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
動
物
の
行
動
は
動
物
的
な
環
境

（U
m

w
elt

）
と
抵
抗
（W
iderstand

）
の
中
心
を
め
ざ
し
て
い
る
。
…
…
（
一
方
）

人
間
の
行
動
は
そ
れ
が
自
分
に
作
り
上
げ
る
い
ろ
い
ろ
な
道
具
を
こ
え
て
世
界

（W
elt

）
に
開
か
れ
て
お
り
、
対
象
（Gegenstand

）
に
開
か
れ
て
い
る
。
…
…

人
間
の
生
は
客
観
的
思
考
の
な
か
で
自
ら
を
否
定
す
る
と
い
う
、
人
間
が
も
つ
こ

の
能
力
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
が
、
人
間
的
生
は
こ
の
能
力
を
、
世
界
そ
の
も
の

へ
の
根
源
的
な
む
す
び
つ
き
か
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
」�

（
引
用
文
中
の
ド
イ

ツ
語
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
自
身
の
も
の
で
あ
り
、
丸
カ
ッ
コ
内
の
日
本
語
は
佐

藤
の
補
足
を
表
す
）。「
世
界
そ
の
も
の
」、
す
な
わ
ち
人
間
的
意
味
に
尽
き
な
い

世
界
を
知
覚
的
に
知
る
と
い
う
、
世
界
と
の
「
根
源
的
な
む
す
び
つ
き
」
へ
と
戻

る	

�

こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
と
が
ま
ず
そ
こ
に
位
置
す
る
人
間
的
意
味
世
界
か
ら

自
由
な
、
世
界
へ
の
か
か
わ
り
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
的
意
味

に
お
い
て
世
界
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
の
「
自
ら
」
を
否
定
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
引
用
に
言
う
「
客
観
的
思
考
」
と
は
、
こ
う
い
う
「
世

界
そ
の
も
の
」
の
、
特
定
の
人
間
的
意
味
を
も
た
な
い
一
種
「
客
観
的
」
な
現
出

に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。「
客
観
的
」
現
出
と
い
っ
て
も
、
科
学
者
の
い
う
よ

う
な
「
客
観
性
」
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
こ
の
現
出
は
あ
く
ま
で
知
覚
的

な
レ
ベ
ル
で
の
現
出
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
客
観
的
現
出
（
机
と
呼
ば
れ
る
物0

体0

）
に
自
由
に
あ
ら
た
な
意
味
（
た
と
え
ば
観
察
対
象
と
し
て
の
、
踏
み
台
と
し

て
の
意
味
）を
あ
た
え
つ
つ
か
か
わ
り
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
、
ヴ
ァ

レ
ラ
ら
で
は
こ
の
よ
う
な
人
間
の
自
由
な
か
か
わ
り
を
視
野
に
収
め
る
こ
と
が
で

き
て
い
な
い
。
彼
ら
の
考
え
る
知
覚
は
、
昆
虫
の
そ
れ
の
よ
う
な
、
自
由
な
き
行

動
に
直
結
す
る
知
覚
に
と
ど
ま
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
の
批
判
す
る
表
象
中
心
の
知
覚
観
を
見
直
し
て
み

よ
う
。
私
は
彼
ら
の
批
判
す
る
表
象
中
心
の
知
覚
観
を
擁
護
す
る
つ
も
り
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が0

、
少
な
く
と
も
こ
の
知
覚
観
で
は
知
覚
者
の
自
由
の
余
地
が
あ
る
。
こ
の
知
覚

観
は
一
般
に
中
性
的
中
立
的
な
表
象
が
ま
ず
再
─
現
（
表
象
）
と
し
て
成
立
し
、

主
観
的
な
意
味
付
け
は
そ
れ
に
付
加
さ
れ
る
と
想
定
す
る
。
こ
の
、
後
続
す
る
い

わ
ば
「
第
二
段
階
」
に
お
い
て
は
、
主
観
的
な
意
味
付
け
を
行
う
自
由
の
介
在
す

る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
に
お
い
て
は
、
こ
う
い
う
知
覚
観
の
批
判
の
た
め
に
感

覚
と
行
動
を
一
義
的
に
直
結
す
る
モ
デ
ル
を
と
っ
た
こ
と
で
、
自
由
の
介
在
す
る

余
地
が
な
く
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
表
象
中
心
の
知
覚
観
の
復
権
と
い
う
手
段
に
頼

る
べ
き
で
な
い
が
、
何
ら
か
の
仕
方
で
自
由
の
場
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
メ
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ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
「
自
然
」
は
こ
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
で
あ

る
。「
自
然
」
は
表
象
で
は
な
く
世
界
そ
の
も
の
だ
が
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て

人
間
的
自
由
の
相
関
者
で
あ
る
。

現
象
学
は
、
主
観
的
な
意
味
づ
け
や
価
値
の
問
題
を
重
視
し
て
き
た
。
一
方
、

エ
ナ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
は
、
こ
う
い
う
も
の
に
真
剣
な
眼
を
向
け
て
い
る
よ
う
に
は

見
え
な
い
。
エ
ナ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
は
知
覚
の
身
体
性
と
い
う
点
に
の
み
集
中
し
て

知
覚
観
を
組
み
替
え
よ
う
と
し
た
た
め
、
こ
う
い
う
面
で
の
閑
却
を
招
い
た
の
で

あ
ろ
う
。

ノ
エ
で
は
能
動
的
な
行
動
と
感
覚
の
対
応
関
係
に
注
目
す
る
あ
ま
り
、
実
存
に

と
っ
て
の
主
観
的
意
味
や
、
実
存
に
と
っ
て
の
背
景
や
背
面
と
い
う
世
界
の
基
本

構
造
を
忘
却
し
て
し
ま
っ
た
。
ヴ
ァ
レ
ラ
ら
で
は
生
物
と
い
う
観
点
か
ら
の
考
察

は
入
念
に
な
さ
れ
る
も
の
の
、
ノ
エ
と
同
じ
理
由
か
ら
実
存
の
自
由
や
自
由
な
意

味
付
与
が
無
視
さ
れ
た
と
言
え
る
。「
創
発
」（em

ergence

）
に
つ
い
て
は
語
ら

れ
る
が
、
そ
れ
は
進
化
的
レ
ベ
ル
で
あ
っ
て
、
人
間
個
人
の
自
由
や
創
造
性
に
か

か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
閑
却
さ
れ
た
こ
れ
ら
実
存
の
働
き
に
関
す
る
テ
ー
マ
は

現
象
学
の
古
く
か
ら
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。身
体
性
だ
け
に
過
大
に
注
目
し
た
点
が
、

こ
の
閑
却
の
一
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。し
か
し
な
が
ら
、
私
の
見
る
か
ぎ
り
、

こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
は
エ
ナ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
と
本
質
的
に
相
い
れ
な
い
面
を
も
つ
わ

け
で
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
の
排
除
は
必
然
で
は
な
い
。
エ
ナ

ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
が
視
野
を
広
げ
れ
ば
、
そ
の
本
質
を
失
わ
な
い
ま
ま
こ
れ
ら
の

テ
ー
マ
を
十
分
取
り
込
め
る
は
ず
で
あ
る
。
今
後
の
エ
ナ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
が
進
む

べ
き
方
向
性
が
こ
こ
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（
注
）

⑴　

F.	J.	V
arela,	E.	T

hom
pson,	&

	E.	Roche,	T
he E

m
bodied M

ind,	T
he	

M
IT

	Press,	1991.	

（
邦
訳
『
身
体
化
さ
れ
た
心
』
工
作
舎
）
以
下
、
こ
の
著
作
をEM

と
略
し
、
こ
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
本
文
中
に
略
号EM

と
と
も
に
原
著
ペ
ー
ジ
数
を
示

す
。
ス
ラ
ッ
シ
ュ
の
あ
と
は
邦
訳
ペ
ー
ジ
数
。

⑵　

A
.	N

oë,	A
ction in Perception,	T

he	M
IT

	Press,	2004,	p.2.	

（
邦
訳
『
知
覚
の

な
か
の
行
動
』
春
秋
社
、
三
ペ
ー
ジ
）。
以
下
、
こ
の
著
作
をA

P

と
略
し
、
こ
の
著
作

か
ら
の
引
用
は
、
本
文
中
に
略
号A

P

と
と
も
に
原
著
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。
ス
ラ
ッ
シ
ュ

の
あ
と
は
邦
訳
ペ
ー
ジ
数
。

⑶　

こ
の
議
論
に
対
し
て
例
え
ば
次
の
よ
う
な
反
論
が
示
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
触

覚
の
例
は
、
身
体
に
よ
る
感
覚
内
容
の
構
成
が
比
較
的
明
瞭
で
あ
り
、
あ
な
た
の
議
論

に
好
都
合
な
事
例
で
あ
る
が
、
他
の
感
覚
に
お
い
て
同
様
に
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

身
体
性
の
寄
与
が
は
る
か
に
乏
し
い
よ
う
に
見
え
る
視
覚
で
も
同
様
に
説
明
で
き
る
だ

ろ
う
か
。
と
り
わ
け
対
象
の
形
態
の
視
覚
な
ど
に
つ
い
て
は
、
身
体
の
独
自
の
使
用
に

よ
っ
て
新
た
な
性
質
を
生
み
だ
す
と
い
う
の
で
は
な
く
、
す
で
に
世
界
内
に
あ
る
形
態

を
見
て
と
る
と
い
う
仕
方
で
説
明
す
る
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」
と
。
─
─
し
か

し
な
が
ら
そ
も
そ
も
視
覚
と
は
、
瞬
間
的
に
は
ご
く
限
ら
れ
た
範
囲
を
し
か
明
確
に
と

ら
え
ら
れ
な
い
視
覚
器
官
を
も
つ
人
間
が
、
視
線
を
絶
え
ず
も
の
の
輪
郭
に
そ
っ
て
動

か
す
こ
と
で
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
視
線
の
使
用
次
第
で
は
、
対
象
の

形
態
と
い
う
瞬
間
的
に
明
視
で
き
る
範
囲
よ
り
大
き
な
範
囲
の
も
の
を
と
ら
え
よ
う
と

す
る
こ
と
な
く
、
対
象
の
細
部
の
み
を
見
る
に
と
ど
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、

極
端
な
こ
と
を
い
う
な
ら
、
た
と
え
広
く
対
象
全
体
に
目
を
や
る
と
し
て
も
、
私
が
瞬

間
瞬
間
移
り
変
わ
る
断
片
的
視
像
を
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
に
と
ど
ま
り
、

そ
れ
ら
を
恒
常
的
な
世
界
の
構
造
を
伝
え
る
も
の
と
み
な
さ
な
い
よ
う
な
と
ら
え
方
も

可
能
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
継
続
的
恒
常
的
な
実
在
の
基
本
性
質
と
し
て
通
常
理
解
さ

れ
て
い
る
対
象
の
形
態
が
、
本
当
の
意
味
で
知
覚

0

0

さ
れ
た
と
は
い
い
が
た
い
。
つ
ま
り
、

わ
れ
わ
れ
が
形
態
を
認
識
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
生
物
が
こ
の
世
界
に
恒
常
的
な
実
在

の
構
造
を
見
て
と
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
を
維
持
す
る
助
け
に
し
よ
う
と
す
る
根
源
的

な
意
図
を
も
っ
て
世
界
に
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
図
に
も
と
づ
く
感
覚
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器
官
使
用
が
こ
の
世
界
に
対
象
の
形
態
と
い
う
構
造
を
特
権
視
し
、
そ
の
構
造
が
固
有

の
も
の
だ
と
み
な
す
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
対
象
の
形
態
を
見
て
と
る
よ
う
な
世

界
へ
の
か
か
わ
り
は
任
意
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
ず
、
生
物
以
前
、
そ
の
意
図
に
よ
る
知
覚

以
前
に
対
象
の
形
態
が
あ
っ
た
と
い
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
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ノ
エ
は
以
下
の
著
作
を
典
拠
と
し
て
あ
げ
る
。
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、
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文
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知
覚
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学
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み
す
ず
書
房
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分
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一
八
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ペ
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ジ
）

�　
「
根
源
的
な
む
す
び
つ
き
」と
い
う
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
表
現
や
、
そ
れ
へ
と「
戻

る
」
と
い
う
私
の
表
現
は
、
次
の
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
つ
ま
り
、
人
間
的
な
世
界
に
没
入
し
て
い
た
と
き
も
知
覚
的
な
自
然
の
世
界
が
下

に
広
が
っ
て
い
て
、
私
は
そ
れ
に
気
付
か
な
か
っ
た
が
依
存
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ

の
世
界
が
あ
ら
た
め
て
気
付
か
れ
た
だ
け
で
知
覚
さ
れ
る
世
界
は
気
付
か
れ
る
前
と
同

じ
姿
だ
と
い
う
こ
と
だ
と
理
解
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
厳
密
に
言

う
と
、
そ
う
で
は
な
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。
私
が
人
間
的
世
界
に
没
入
し
て
い
た
と

き
、
私
は
人
間
的
意
味
を
描
き
出
す
た
め
に
視
線
を
操
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
も
も
ち
ろ



32

ん
人
間
的
意
味
は
自
然
を
す
べ
て
自
ら
の
う
ち
に
吸
収
す
る
こ
と
な
ど
で
き
ず
、
そ
れ

ゆ
え
自
然
は
周
縁
か
ら
人
間
的
意
味
を
侵
食
し
続
け
る
が
、
背
景
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

の
は
た
し
か
で
あ
る
。
一
方
、
自
由
な
態
度
を
と
る
こ
と
で
人
間
的
な
意
味
描
出
の
役

割
を
免
じ
ら
れ
る
と
、
私
の
視
線
は
人
間
的
意
味
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
き
と
は
別

の
動
き
方
を
す
る
。
四
角
と
丸
と
は
、
別
の
視
線
の
動
き
に
よ
っ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
視
線
の
操
作
を
変
え
れ
ば
世
界
の
別
の
側
面
が
主
題
化
し
、

別
の
様
相
が
浮
か
び
上
が
る
。
具
体
的
に
は
自
由
な
主
体
の
か
か
わ
り
に
よ
り
、
そ
こ

に
人
間
的
意
味
を
欠
い
た
自
然
が
主
題
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
人
間
的
意
味
世
界
に

没
入
し
て
い
た
と
き
に
こ
の
姿
の

0

0

0

0

自
然
が
私
に
同
時
に
現
れ
て
い
た
と
か
、
下
に
抑
圧

さ
れ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

（
佐
藤
義
之
・
さ
と
う　

よ
し
ゆ
き
・
京
都
大
学
）



33 感情移入と承認

導
入
：「
目
に
見
え
な
い
子
」
の
寸
描

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
暮
ら
す
父
親
で
あ
る
以
上
、
自
分
が
ム
ー
ミ
ン
の
物
語
に
親

し
ん
で
い
る
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
驚
き
は
な
い
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
系
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

人
の
著
者
ト
ー
ベ
・
ヤ
ン
ソ
ン
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
小
さ
な
生
き

物
た
ち
は
、
一
九
九
〇
年
代
初
め
に
放
映
さ
れ
た
斎
藤
博
・
宮
崎
晃
・
松
田
昭

三
・
白
鳥
澄
夫
に
よ
る
素
晴
ら
し
い
日
本
の
ア
ニ
メ
（『
楽
し
い
ム
ー
ミ
ン
一
家
』）

を
通
し
て
、
こ
の
数
十
年
で
再
び
人
気
を
獲
得
し
た
。
本
稿
で
ム
ー
ミ
ン
一
家
に

焦
点
を
当
て
る
と
い
う
私
の
決
断
は
、
彼
ら
が
哲
学
的
・
心
理
学
的
・
精
神
療
法

的
に
明
敏
で
あ
る
と
私
が
信
じ
て
い
る
こ
と
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
動

機
づ
け
は
以
下
で
よ
り
は
っ
き
り
す
る
だ
ろ
う
と
信
じ
て
い
る
。
私
が
依
拠
す
る

の
は
、「
目
に
見
え
な
い
子
」
と
呼
ば
れ
る
ヤ
ン
ソ
ン
の
一
九
六
二
年
の
短
編
で
あ

る
。ム

ー
ミ
ン
一
家
は
、
ム
ー
ミ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
そ
の
母
親
の
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
、
父

親
の
ム
ー
ミ
ン
パ
パ
を
中
心
と
す
る
拡
大
家
族
で
あ
る
。
ム
ー
ミ
ン
ト
ロ
ー
ル
は

夢
見
が
ち
で
、
か
な
り
繊
細
だ
が
ど
こ
か
勇
ま
し
い
性
格
で
あ
る
。
一
家
の
固
い

中
心
で
あ
る
母
親
は
、
温
か
い
ケ
ア
で
他
の
者
た
ち
の
基
盤
を
な
す
。
父
親
は
冒

険
好
き
の
断
固
た
る
性
格
な
が
ら
、
家
族
へ
の
揺
る
ぎ
な
い
忠
誠
心
を
も
つ
―
―

こ
の
逆
説
的
な
設
定
が
、
時
と
し
て
彼
に
苦
労
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
ミ

イ
は
短
気
で
率
直
だ
が
親
し
み
や
す
く
、
よ
く
ム
ー
ミ
ン
家
の
あ
た
り
を
ぶ
ら
つ

い
て
い
る
。
ト
ゥ
ー
テ
ィ
ッ
キ
は
現
実
的
な
性
格
で
、
ム
ー
ミ
ン
一
家
の
近
所
に

住
ん
で
お
り
、
時
折
彼
ら
を
訪
問
す
る
。ム
ー
ミ
ン
家
は
い
つ
も
開
か
れ
て
お
り
、

誰
で
も
歓
迎
さ
れ
る
。

目
に
見
え
な
い
子
の
物
語
で
は
、
ト
ゥ
ー
テ
ィ
ッ
キ
が
目
に
見
え
な
い
少
女

を
ム
ー
ミ
ン
家
に
連
れ
て
く
る
。
ト
ゥ
ー
テ
ィ
ッ
キ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
そ

の
子
の
保
護
者
が
継
続
的
な
虐
待
を
行
な
っ
た
た
め
、
徐
々
に
目
に
見
え
な
く

な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
保
護
者
と
は
少
女
の
お
ば
さ
ん
で
あ
る
「
い
や
ら
し

い
女
」
の
こ
と
で
、
意
志
も
献
身
も
な
く
義
務
感
だ
け
で
彼
女
を
世
話
し
て
い

た
。
お
ば
さ
ん
は
物
理
的
に
で
は
な
く
心
理
的
に
彼
女
を
虐
待
し
た
。
感
情
的
に

冷
酷
で
、
彼
女
の
や
る
こ
と
な
す
こ
と
す
べ
て
に
辛
辣
な
皮
肉
で
反
応
し
た
の

で
あ
る
。
ト
ゥ
ー
テ
ィ
ッ
キ
は
さ
ら
に
、
そ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
「
お
ど
か
さ
れ
る
」

（skräm
m

a

）
と
、
究
極
的
に
は
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
と
説
明

す
る
。
少
女
は
話
し
も
し
な
い
。
知
覚
可
能
な
部
分
は
、
お
ば
さ
ん
が
「
あ
の
子

が
ど
こ
に
い
る
か
そ
の
音
で
わ
か
る
」
よ
う
に
彼
女
の
小
さ
な
首
に
付
け
た
小
さ

い
銀
の
鈴
だ
け
で
あ
る
。
結
局
、
お
ば
さ
ん
は
少
女
を
投
げ
出
し
た
。
目
に
見
え

感
情
移
入
と
承
認

ヨ
ー
ナ
・
タ
イ
パ
レ

訳
：
川
崎　

唯
史
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な
い
親
戚
の
子
の
世
話
ま
で
期
待
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ト
ゥ
ー
テ
ィ
ッ
キ
は
、
ム
ー
ミ
ン
一
家
が「
あ
の
子
を
ま
た
見
え
る
よ
う
に
す
る
」

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
少
女
を
連
れ
て
く
る
。
ト
ゥ
ー
テ
ィ
ッ
キ
は
出
て
い
く
前

に
、
少
女
の
名
前
は
ニ
ン
ニ
だ
と
ム
ー
ミ
ン
一
家
に
告
げ
、
少
女
に
彼
ら
を
「
新

し
い
家
族
」
と
し
て
紹
介
す
る
。

ム
ー
ミ
ン
一
家
は
予
期
せ
ぬ
状
況
に
当
然
困
惑
す
る
が
、
た
め
ら
わ
ず
に
そ
の

子
を
家
に
温
か
く
迎
え
入
れ
る
。
ム
ー
ミ
ン
パ
パ
は
す
ぐ
に
、
ど
う
や
っ
た
ら
ニ

ン
ニ
を
も
う
一
度
見
え
る
よ
う
に
で
き
る
か
考
え
始
め
る
。
自
然
科
学
志
向
の
夫

が
医
者
に
連
れ
て
い
く
の
が
い
い
だ
ろ
う
と
提
案
す
る
の
を
、
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
は

退
け
る
。
少
女
は
あ
る
理
由
か
ら
恥
ず
か
し
が
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
き
っ
と
こ

の
子
は
、
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
、
見
え
な
く
な
っ
て
い
た
い
と
思
っ
た
の
よ
」
と

ム
ー
ミ
ン
マ
マ
は
答
え
る
。
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
は
ニ
ン
ニ
に
屋
根
裏
の
客
室
を
用
意

し
、
彼
女
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
安
心
だ
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
最
善
を
尽
く
し
て

か
ら
、
お
や
す
み
を
言
う
。
そ
の
後
、
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
は
階
段
を
降
り
て
、「
家
庭

に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
常
備
薬
」と
書
か
れ
た
祖
母
の
手
帳
に
助
言
を
求
め
る
。

祖
母
が
ず
っ
と
高
齢
に
な
っ
て
か
ら
書
い
た
「
な
か
な
か
こ
み
い
っ
た
処
方
」
を

見
つ
け
、
彼
女
は
そ
れ
を
作
り
始
め
る
。

翌
朝
に
な
る
と
、
ニ
ン
ニ
の
足
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
少
し
経
っ
て

か
ら
ム
ー
ミ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
ニ
ン
ニ
の
い
や
ら
し
い
お
ば
さ
ん
に
言
及
す
る
と
、

足
は
い
っ
た
ん
薄
く
な
る
が
、
話
題
が
変
わ
る
と
再
び
ゆ
っ
く
り
と
見
え
る
よ
う

に
な
る
。
少
し
後
で
、
ニ
ン
ニ
が
た
ま
た
ま
り
ん
ご
の
大
び
ん
を
落
と
し
、
皆
の

視
線
が
彼
女
に
集
ま
る
と
、
足
は
再
び
可
視
性
を
失
う
。
し
か
し
、
ム
ー
ミ
ン
マ

マ
が
心
配
す
る
こ
と
は
何
も
な
い
と
安
心
さ
せ
る
こ
と
で
、
ニ
ン
ニ
の
足
は
再
び

可
視
性
を
取
り
戻
し
、
さ
ら
に
脚
と
服
の
下
部
ま
で
見
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の

夜
、
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
は
ニ
ン
ニ
の
た
め
に
新
し
い
服
を
縫
っ
て
や
る
と
、
翌
朝
ニ

ン
ニ
は
ほ
と
ん
ど
聞
き
取
れ
な
い
声
で
は
あ
る
が
最
初
の
一
言
を
発
し
た
。「
あ

り
が
と
」。
ム
ー
ミ
ン
パ
パ
は
、
ニ
ン
ニ
が
よ
り
多
く
見
え
る
よ
う
に
な
れ
ば
な

る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
私
た
ち
は
幸
福
に
な
る
と
言
っ
て
、
こ
の
進
展
に
対
し
て
皆

の
共
有
す
る
喜
び
を
表
現
す
る
。

ニ
ン
ニ
は
何
事
に
も
行
儀
の
よ
い
子
ど
も
で
あ
る
。
朝
食
が
終
わ
る
と
、
頼
ま

れ
も
し
な
い
の
に
自
分
の
カ
ッ
プ
を
従
順
に
洗
っ
て
戸
棚
の
正
し
い
場
所
に
戻

す
。
こ
の
よ
う
に
固
く
従
順
で
あ
る
こ
と
の
裏
面
は
、
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
に
か
遊
び
を
知
っ
て
い
る
か
と
聞
か
れ
る
と
、
彼
女
は
知

ら
な
い
と
答
え
る
。
遊
び
の
こ
と
は
「
き
い
た
こ
と
が
あ
る
」
だ
け
だ
と
い
う
。

ム
ー
ミ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
遊
び
を
教
え
よ
う
と
す
る
と
、
ニ
ン
ニ
は
す
ぐ
に
ル
ー
ル

を
覚
え
て
多
少
な
り
期
待
通
り
に
動
き
、
自
分
は
遊
び
を
楽
し
ん
で
い
る
と
さ
え

言
う
も
の
の
、
楽
し
み
を
求
め
て
と
い
う
よ
り
、
礼
儀
正
し
さ
や
丁
重
さ
か
ら
遊

ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
笑
う
こ
と
も
な
い
。
苛
立
っ
た
ミ
イ
は
、
率
直
な
物

言
い
で
尋
ね
る
。「
あ
ん
た
に
は
、
命
っ
て
も
の
が
な
い
の
？　

鼻
を
ピ
シ
ャ
ン

と
ぶ
た
れ
た
い
の
？
」。こ
れ
に
対
し
て
ニ
ン
ニ
は
お
と
な
し
く「
ご
め
ん
な
さ
い
」

と
言
う
。
ミ
イ
は
「
た
た
か
う
っ
て
こ
と
を
お
ぼ
え
な
い
う
ち
は
、
あ
ん
た
に
は

自
分
の
顔
は
も
て
ま
せ
ん
」
と
返
す
。
物
語
は
後
に
ミ
イ
が
正
し
か
っ
た
こ
と
を

教
え
て
く
れ
る
が
、
こ
の
時
点
で
の
ニ
ン
ニ
は
従
順
に
「
は
い
、
そ
の
と
お
り
で

す
わ
」
と
言
っ
て
後
ず
さ
り
す
る
だ
け
で
あ
る
。

ニ
ン
ニ
は
毎
日
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
に
ど
こ
へ
で
も
つ
い
て
い
く
。
彼
女
に
は
ま

だ
顔
が
な
く
、
良
い
方
向
へ
の
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
物
語
の
終
盤
、
彼
ら
は

ト
ゥ
ー
テ
ィ
ッ
キ
に
会
い
に
皆
で
海
辺
に
行
く
。
ニ
ン
ニ
は
海
を
見
て
不
安
げ
に

な
る
。
彼
女
は
今
ま
で
海
を
見
た
こ
と
が
な
く
、
海
は「
あ
ん
ま
り
大
き
す
ぎ
る
」

と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
事
態
を
ひ
っ
く
り
返
す
こ
と
に
な
る
出
来
事
は
、
ム
ー
ミ

ン
パ
パ
が
ム
ー
ミ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
目
配
せ
を
し
て
、
子
ど
も
た
ち
を
楽
し
ま
せ
る

た
め
に
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
を
海
に
落
と
そ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
海
に
面
し

た
桟
橋
に
腰
か
け
て
い
る
彼
女
に
こ
っ
そ
り
近
づ
き
は
じ
め
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
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る
（
彼
は
本
当
に
海
に
落
と
そ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
書
か
れ
て
い
る
が
、

落
と
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
の
で
あ
る
）。
残
り
は
引
用
し
た
方
が
い

い
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
パ
パ
が
マ
マ
の
と
こ
ろ
ま
で
い
き
つ
か
な
い
う
ち
に
、
一
声
鋭

い
叫
び
が
聞
こ
え
た
か
と
思
う
と
、
ピ
ン
ク
色
の
稲
妻
が
さ
っ
と
桟
橋
を
走
り

ぬ
け
ま
し
た
。と
た
ん
に
、
ム
ー
ミ
ン
パ
パ
が「
ぎ
ゃ
っ
」と
、
悲
鳴
を
あ
げ
て
、

帽
子
を
海
の
中
に
落
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
ニ
ン
ニ
の
見
え
な
い
小
さ
い

歯
が
、
ム
ー
ミ
ン
パ
パ
の
尻
尾
に
深
く
く
い
つ
い
て
い
た
の
で
し
た
。
そ
れ

は
ず
い
ぶ
ん
鋭
い
歯
で
し
た
。「
ブ
ラ
ボ
ー
、
ブ
ラ
ボ
ー
！　

あ
た
い
が
や
っ

た
っ
て
、
あ
ん
な
に
う
ま
く
は
や
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
わ
」
と
、
ミ
イ
が
叫

び
ま
し
た
。
ニ
ン
ニ
は
桟
橋
の
上
に
突
っ
立
っ
て
い
ま
し
た
。
も
し
ゃ
も
し
ゃ

生
え
た
赤
い
毛
の
下
に
、
獅
子
鼻
を
し
た
、
小
さ
い
怒
っ
た
顔
が
見
え
て
い
ま

し
た
。
そ
う
し
て
、
ム
ー
ミ
ン
パ
パ
に
む
か
っ
て
、
ま
る
で
猫
み
た
い
に
ふ
う

ふ
う
う
な
り
な
が
ら
、
叫
ん
だ
の
で
す
。「
お
ば
さ
ん
を
、
こ
ん
な
大
き
い
こ

わ
い
海
に
突
き
落
と
し
た
ら
、
き
か
な
い
か
ら
！
」「
見
え
た
よ
、
見
え
た
よ
、

と
っ
て
も
か
わ
い
い
子
だ
よ
！
」
と
、
ム
ー
ミ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
叫
び
ま
し
た
。

　
ム
ー
ミ
ン
パ
パ
は
む
っ
と
し
た
が
、
ス
テ
ッ
キ
で
帽
子
を
水
か
ら
釣
り
上
げ
よ

う
と
し
て
い
る
と
き
に
な
ぜ
か
ひ
っ
く
り
返
っ
て
頭
か
ら
海
に
落
ち
て
し
ま
う
。

ニ
ン
ニ
は
初
め
て
笑
い
出
す
。
し
か
も
、
桟
橋
が
「
笑
い
で
ぐ
ら
ぐ
ら
揺
れ
る
」

ほ
ど
大
笑
い
す
る
。
驚
い
た
ト
ゥ
ー
テ
ィ
ッ
キ
は
こ
う
述
べ
る
。「
あ
ん
た
が
た

は
あ
の
子
を
、
す
っ
か
り
つ
く
り
か
え
ち
ま
っ
た
よ
う
ね
。ち
び
の
ミ
イ
子
よ
り
、

な
お
悪
く
な
っ
た
わ
。
で
も
、
肝
心
な
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
あ
の
子
が
見
え
る
よ

う
に
な
っ
た
っ
て
こ
と
だ
わ
」。
物
語
は
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
の
謙
虚
な
言
葉
で
終
わ

る
。「
そ
れ
は
み
ん
な
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
お
か
げ
で
す
よ
」。

＊
＊
＊
＊
＊

こ
の
物
語
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
他
人
か
ら
見
ら
れ
る
と
い
う
、
た
い
て

い
は
自
明
視
さ
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
私
見
で
は
、
一
五
頁
と
い
う
短
さ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
物
語
は
重
層
的
で
あ
り
、
社
会
的
な
不
可
視
性
の
診
断

0

0

と
そ

の
病
因
論

0

0

0

、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
の
回
復
治
療

0

0

0

0

を
も
扱
っ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
の
順

に
沿
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
人
は
他
人
に
見
え

な
い
こ
と
が
あ
り
う
る
の
か
を
検
討
す
る
。
第
二
に
、
保
護
者
が
鏡
の
機
能
を
も

つ
と
い
う
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
の
理
論
を
検
討
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
人
が
他

人
に
見
え
な
く
な
る
の
か
を
分
析
す
る
。
第
三
に
、
物
語
を
治
療
過
程
と
の
ア
ナ

ロ
ジ
ー
で
読
解
し
つ
つ
、
ど
の
よ
う
に
社
会
的
な
可
視
性
が
再
獲
得
さ
れ
る
の
か

を
考
察
し
、
物
語
の
精
神
分
析
的
な
解
釈
の
様
々
な
可
能
性
を
練
り
上
げ
る
。

１
．
診
断
：
相
対
的
な
不
可
視
性
と
根
底
的
な
不
可
視
性

ニ
ン
ニ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
正
確
に
は
何0

が
見
え
な
い
の
か
と
問
う
な
ら
ば
、

一
見
自
明
な
答
え
は
、
そ
れ
は
間
違
い
な
く
彼
女
の
身
体

0

0

だ
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
の
点
で
こ
の
解
釈
は
反
論
を
受
け
る
。
一
つ
に
は
、
た

と
え
ニ
ン
ニ
の
身
体
的
な
外
見

0

0

0

0

0

0

は
見
え
な
い
と
し
て
も
、
彼
女
の
身
体
的
な
行
為

0

0

0

0

0

0

と
身
体
的
な
現
前

0

0

0

0

0

0

は
見
え
る
。
例
え
ば
、
彼
女
が
台
所
で
き
の
こ
を
下
拵
え
し
て

い
る
と
き
、
そ
の
「
見
え
な
い
手
」
が
き
の
こ
か
ら
松
葉
や
土
を
取
り
除
く
の
は

皆
に
見
え
る
し
、
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で
い
る
の
も
見
え
る
。
彼
女
は
庭
で
大
び
ん

を
運
ん
だ
り
落
と
し
た
り
す
る
。
彼
女
が
動
く
と
き
に
は
い
つ
で
も
、
首
に
つ
け

た
銀
色
の
鈴
が
鳴
る
。「
幽
霊
で
さ
え
必
ず
幽
霊
と
し
て
の
身
体
を
も
っ
て
い
る
」

（H
usserl	1952,	94

［
Ⅰ
：
一
〇
九
］;	cf.	M

attens	2006

）
が
、
ニ
ン
ニ
は
単

な
る
空
間
的
な
幻
影
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
彼
女
は
明
ら
か
に
、
物
理
的
な
世
界
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に
お
い
て

0

0

0

0

、
そ
し
て
物
理
的
な
世
界
に
対
し
て

0

0

0

0

影
響
を
与
え
て
お
り
、
他
人
は
彼

女
の
物
理
的
な
所
在
を
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
見
え
な
い
の
は

彼
女
の
「
身
体
」
だ
と
単
純
に
言
っ
て
し
ま
う
と
誤
解
を
招
く
だ
ろ
う
。

他
方
で
、
ニ
ン
ニ
は
心
な
き

0

0

0

存
在
と
し
て
現
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
ム
ー

ミ
ン
家
に
入
る
前
の
動
き
方
は
た
め
ら
い
を
あ
ら
わ
に
し
、
大
び
ん
を
落
と
し
た

と
き
に
は
明
ら
か
に
困
惑
し
た
反
応
を
示
す
。
彼
女
は
言
語
も
理
解
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
彼
女
の
何0

が
見
え
な
い
の
か
。他
人
は
彼
女
の
何
が
見
え
な
い
の
か
。

顕
著
な
の
は
、
物
語
の
最
後
の
場
面
に
な
る
ま
で
、
ニ
ン
ニ
は
何
も
求
め
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
願
い
、
欲
望
、
敵
意
、
意
見
を
表
現
す
る
こ
と
が
な
い
の
で

あ
る
。
い
つ
も
頼
ま
れ
た
り
期
待
さ
れ
た
よ
う
に
し
て
、
誰
に
も
反
対
せ
ず
、
即

興
で
何
か
し
た
り
、
創
造
性
を
示
し
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
。
私
見
で
は
、「
あ
ん

た
に
は
、
命0

っ
て
も
の
が
な
い
の
？
」〔
強
調
引
用
者
〕
と
直
截
な
仕
方
で
ニ
ン

ニ
に
ぶ
つ
か
っ
た
ミ
イ
は
正
鵠
を
射
て
い
る
。
ニ
ン
ニ
が
生
物
学
的
な
意
味
で
生

き
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
し
て
も
、
彼
女
は
ち
ゃ
ん
と
生
き
て
お
り
実
在

0

0

0

0

0

0

0

し
て
い
る

0

0

0

0

と
は
感
じ
て
い
な
い
。
ま
る
で
自
分
の
生
命
と
十
分
に
接
触
し
て
い
な

い
か
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
他
人
を
知
覚
す
る
と
き
に
も
、
自
分
が
そ
の

よ
う
な
内
面
の
容
れ
物
を
も
っ
た
者
と
し
て
他
人
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
と
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
生
命
的
な
要
素
が
不
在
の
あ
い

だ
は
、
他
人
は
彼
女
を
特
定
の
誰
か

0

0

0

0

0

と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
女

は
「
誰
で
も
よ
い
誰
か
」
の
幽
霊
的
な
受
肉
の
よ
う
な
も
の
、
個
体
化
す
る
ど
ん

な
内
容
も
も
た
な
い
匿
名
の
X
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ニ
ン
ニ
は
い
つ
も
、
外

部
か
ら
彼
女
に
与
え
ら
れ
た
規
範
と
期
待
に
従
う
。
社
会
的
環
境
に
対
し
て
能
動

的
で
は
な
く
受
動
的
で
あ
り
、
ゾ
ン
ビ
の
よ
う
に
そ
の
環
境
に
全
面
的
に
動
か
さ

れ
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
の
行
動
は
、
ヤ
ン
ソ
ン
に
よ
っ
て
適
切
に
も
受

動
態
で
記
述
さ
れ
て
い
る
（
例
え
ば
「
お
皿
は
見
え
な
い
手
で
運
ば
れ
た
」）。
そ

の
結
果
最
後
の
行
動
ま
で
隠
さ
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
の
は
ニ
ン
ニ
の
自
発
性

0

0

0

で
あ

り
、
創
造
性

0

0

0

で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ニ
ン
ニ
の
不
可
視
性
と
は
、
彼
女
の
自
己

0

0

の

欠
損
し
た
間
主
観
的
な
現
前
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
ニ
ン
ニ
の
自
己
性
は
単
に
気
づ
か
れ
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
け
で
な
く
見
え
な

0

0

0

い0

。
つ
ま
り
、
単
に
彼
女
が
他
人
に
自
分
を
開
示
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
む
し
ろ
開
示
し
う
る
も
の
が
何
も
な
い

0

0

0

0

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
可
能
で
あ
れ

ば
、
ム
ー
ミ
ン
一
家
の
誰
か
が
彼
女
の
創
造
性
と
自
発
性
を
認
識
す
る
だ
ろ
う

0

0

0

―
―
彼
ら
は
彼
女
を
見
た
い

0

0

だ
ろ
う
。
し
か
し
ニ
ン
ニ
は
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き

0

0

な
い

0

0

。
こ
の
こ
と
が
、
社
会
的
な
不
可
視
性
の
相
対
的
な
形
態

0

0

0

0

0

0

と
根
底
的
な
形
態

0

0

0

0

0

0

を
区
別
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
。

日
常
生
活
に
お
い
て
、
人
は
様
々
な
仕
方
で
不
可
視
に
留
ま
り
、
景
色
に
溶
け

込
む
こ
と
が
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、
私
は
人
が
知
覚
的
空
間

0

0

0

0

0

の
中
で
目
立
た
な
い

ケ
ー
ス
―
―
例
え
ば
、
巨
大
な
人
混
み
の
中
で
特
定
の
誰
か
を
知
覚
に
よ
っ
て
見

つ
け
よ
う
と
し
て
失
敗
す
る
ケ
ー
ス
―
―
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
が

考
え
て
い
る
の
は
む
し
ろ
、
特
定
の
個
人
が
、
た
と
え
知
覚
的
に
目
立
つ
こ
と
は

可
能
で
あ
っ
て
も
、
社
会
的
空
間

0

0

0

0

0

の
中
で
は
目
立
っ
て
い
な
い
と
い
う
現
象
で
あ

る
。
こ
う
し
た
経
験
は
実
際
よ
く
あ
る
こ
と
で
、
私
た
ち
が
他
人
（
お
よ
び
他
人

の
集
団
）
を
「
見
落
と
す
」
仕
方
は
多
種
多
様
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
こ
と
を
考

え
て
み
れ
ば
よ
い
。
パ
ー
テ
ィ
で
友
人
や
同
僚
に
挨
拶
す
る
の
を
う
っ
か
り
忘
れ

0

0

0

0

0

0

る0

仕
方
、
通
り
に
い
る
物
乞
い
の
横
を
通
り
過
ぎ
る
際
の
習
慣
化
し
た
無
視

0

0

0

0

0

0

0

、
公

共
の
ト
イ
レ
で
清
掃
員
の
現
前
を
見
落
と
す
と
き
の
熟
練
し
た
否
認

0

0

0

0

0

0

、
喧
嘩
の
最

中
に
仲
間
を
徹
底
的
に
「
見
な
い
ふ
り
を
す
る
」
こ
と
で
嫌
悪
や
軽
蔑
を
知
ら
せ

る
仕
方
。
最
後
の
も
の
は
、
人
種
差
別
主
義
者
が
明
確
な
表
明
の
形
と
し
て
、
少

数
民
族
の
人
を
断
固
と
し
て
「
無
視
す
る
」
仕
方
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
ア
ク
セ

ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
が
述
べ
る
よ
う
に
、
他
の
人
々
が
「
そ
の
時
々
の
主
体
の
視
界
に

お
い
て
明
確
で
、
簡
単
に
同
定
で
き
る
対
象
で
あ
る
」
限
り
、
彼
ら
の
「
見
え
な
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い
こ
と
」
は
「
社
会
的
な
事
態
」
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
影
響
を
被
っ

た
人
た
ち
は
単
に
比
喩
的
な
意
味
で
「
見
え
な
い
」
だ
け
で
な
く
、
他
人
に
見
落

と
さ
れ
て
い
る
と
実
際
に
感
じ
て
い
る

0

0

0

0

0

か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
の
が
重

要
で
あ
る
（H

onneth	2001,	112-113

［
九-

一
〇
］
を
見
よ
）。
つ
ま
り
、
見

落
と
さ
れ
る
こ
と
は
一
つ
の
経
験
で
あ
り
、
単
な
る
経
験
の
不
在
で
は
な
い
の
で

あ
る
。

ニ
ン
ニ
の
ケ
ー
ス
を
他
の
特
定
の
諸
ケ
ー
ス
か
ら
区
別
す
る
た
め
に
、
次
の
よ

う
な
例
を
考
え
て
み
よ
う
。
あ
な
た
が
上
質
な
レ
ス
ト
ラ
ン
で
友
人
と
素
敵
な
夕

食
を
と
る
と
き
、
ウ
ェ
イ
タ
ー
を
ど
の
よ
う
に
経
験
す
る
か
考
え
て
ほ
し
い
。
夕

食
の
あ
い
だ
、
ウ
ェ
イ
タ
ー
の
機
能
的
で
身
体
的
な
現
前
は
最
小
限
気
づ
か
れ
る

―
―
あ
な
た
は
給
仕
さ
れ
た
と
き
に
後
ろ
に
も
た
れ
、
た
ぶ
ん
何
気
な
く
会
釈
す

る
だ
ろ
う
―
―
、
し
か
し
他
の
点
で
は
彼
女
は
あ
な
た
に
見
え
な
い
ま
ま
で
あ

る
。
し
か
も
、
見
え
な
け
れ
ば
見
え
な
い
ほ
ど
、
あ
な
た
の
夕
食
の
経
験
は
よ
り

円
滑
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
理
想
的
な
場
合
に
は
、
あ
な
た
が
友
人
と
の
対
話
を

中
断
さ
れ
る
こ
と
な
く
楽
し
み
続
け
て
い
る
あ
い
だ
、
ま
る
で
「
見
え
な
い
手
」

が
食
事
を
準
備
し
給
仕
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
同
様
に
、『
ム
ー
ミ
ン
谷
の
冬
』

で
ム
ー
ミ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
水
浴
び
小
屋
で「
目
に
見
え
な
い
と
が
り
ね
ず
み
た
ち
」

の
集
団
に
遇
さ
れ
る
。
彼
ら
は
彼
の
コ
ー
ト
を
取
り
、
食
事
を
出
し
、
寒
く
な
る

と
追
加
の
靴
下
を
出
し
て
く
る
。
ム
ー
ミ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
こ
の
見
え
な
い
召
使
い

に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、
ト
ゥ
ー
テ
ィ
ッ
キ
は
彼
ら
に
つ
い
て
あ
ま
り
た
く
さ
ん
質

問
す
べ
き
で
な
い
と
答
え
る
。
彼
ら
は
「
自
分
た
ち
の
秘
密
を
守
り
た
い
」
か
ら

で
あ
る
。
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
、
共
有
さ
れ
た
社
会
的
空
間
は
ウ
ェ
イ
タ
ー
の
現
前

に
よ
っ
て
乱
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
的
な
仲
間
と
し
て
は
彼
女

は
そ
こ
に
い
な
い
か
ら
で
あ
る
―
―
た
と
え
彼
女
に
も
、
見
え
な
い
と
が
り
ね
ず

み
た
ち
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
カ
ー
テ
ン
の
後
ろ
に
自
分
の
共
同
体
が
あ
る
と
し
て

も
。
事
実
、
ウ
ェ
イ
タ
ー
の
現
前
は
、
ヴ
ェ
イ
ッ
コ
・
タ
フ
カ
の
記
述
す
る
「
機

能
的
対
象
」
の
そ
れ
に
近
い
。「
経
験
的
に
は
、
対
象
は
ま
だ
個
人
で
は
な
く
機

能
の
集
合
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
の
個
々
の
機
能
の
喜
ば
せ
た
り

欲
求
不
満
に
さ
せ
た
り
す
る
本
性
に
全
面
的
に
依
存
し
た
感
情
的
な
色
合
い
が
生

じ
る
」（T

ähkä	1993,	76

）。

し
か
し
、
ウ
ェ
イ
タ
ー
の
社
会
的
な
不
可
視
性
は
相
対
的
な

0

0

0

0

種
類
の
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
彼
女
の
職
業
的
な
役
割
に
負
っ
て
お
り
、
こ
の
役
割
の
た
め
に
彼
女

は
一
時
的
に
自
ら
意
志
し
て
自
発
的
な
欲
求
と
そ
れ
以
上
の
社
会
的
な
潜
在
能
力

の
両
方
を
封
印
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
彼
女
の
状
況
を
心
理
的
に
耐
え
う
る

0

0

0

0

0

0

0

0

も

の
に
し
て
い
る
。
確
か
に
、
テ
ー
ブ
ル
で
の
議
論
を
耳
に
し
て
も
、
ウ
ェ
イ
タ
ー

は
ふ
つ
う
「
口
出
し
す
る
」
こ
と
な
く
、
個
人
的
な
意
見
を
引
っ
込
め
て
お
く
し
、

た
と
え
客
の
話
が
自
分
の
個
人
的
な
世
界
観
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
「
平

静
を
保
つ
」。
こ
の
よ
う
に
ウ
ェ
イ
タ
ー
は
自
分
の
自
己

0

0

を
開
示
せ
ず
、
社
会
的

に
見
え
な
い
ま
ま
で
い
る
。し
か
し
、
た
と
え
客
に
は
社
会
的
に
見
え
な
く
て
も
、

家
族
や
友
人
や
同
僚
に
は
社
会
的
に
見
え
て
い
る
。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
に
、
こ

の
社
会
的
な
自
覚
は
レ
ス
ト
ラ
ン
の
外
だ
け
で
な
く
ウ
ェ
イ
タ
ー
を
し
て
い
る
あ

い
だ
も
彼
女
に
伴
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
女
が
た
え
ず
依
拠
し
て
い
る
何
か
と

し
て
背
景
で
働
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
ウ
ェ
イ
タ
ー
と
し
て
の
機
能
が
疑
問
視
さ

れ
た
と
し
て
も
（「
私
は
こ
の
仕
事
に
向
い
て
い
な
い
」）、
彼
女
は
社
会
的
な
無

に
消
え
て
い
く
わ
け
で
は
な
い
。
職
業
的
な
機
能
が
彼
女
の
す
べ
て
で
は
な
い
以

上
、
自
分
が
ウ
ェ
イ
タ
ー
と
し
て
役
に
立
た
な
い
と
わ
か
っ
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
点

で
役
立
た
ず
だ
と
思
う
と
は
限
ら
な
い
。
社
会
的
な
潜
在
能
力
の
感
覚
は
、
彼
女

が
た
え
ず
依
拠
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

も
の
で
あ
り
、
彼
女
の
社
会
的
な
実
存
を
支
え

0

0

、
困
難

な
時
も
そ
れ
を
維
持
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

よ
り
一
般
的
に
言
え
ば
、
各
瞬
間
に
は
ほ
ん
の
い
く
つ
か
の
仕
方
し
か
現
実
化

し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
は
通
常
現
実
的

0

0

0

お
よ
び
潜
在
的
に

0

0

0

0

多
数

の
仕
方
で
見
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
自
分
自
身
を
経
験
す
る
。
こ
の
点
で
わ
か
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り
や
す
い
の
は
、
ニ
ン
ニ
が
偶
然
り
ん
ご
の
大
び
ん
を
落
と
し
た
と
き
彼
女
に
起

き
た
こ
と
で
あ
る
。
他
人
の
目
か
ら
見
て
自
分
が
現
在
の
機
能
に
失
敗
し
て
い
る

と
気
づ
く
の
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ウ
ェ
イ
タ
ー
と
違
っ
て
彼

女
に
は
、
何
か
に
失
敗
し
た
り
お
ど
か
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
り
し
た
と
き
に
い

つ
で
も
頼
る
こ
と
の
で
き
る
基
本
的
な
社
会
的
実
存
も
潜
在
能
力
の
感
覚
も
な

い
。
こ
の
も
ろ
い
状
態
に
あ
っ
て
、
ニ
ン
ニ
に
は
他
人
が
好
意
的
な
視
点
か
ら
も

彼
女
を
見
う
る
こ

0

0

0

と
を
信
じ
ら
れ
な
い
。
彼
女
は
き
の
こ
を
き
れ
い
に
す
る
者
、

大
び
ん
の
運
び
手
、
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
者
な
ど
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
機
能
の
一

つ
に
従
事
し
て
い
る
と
き
、
彼
女
は
他
の
諸
機
能
が
存
在
す
る
こ
と
を
信
じ
て
い

な
い
よ
う
に
見
え
る
。
だ
か
ら
、
安
全
に
着
地
し
て
社
会
的
な
可
視
性
を
取
り
戻

す
代
わ
り
に
、
現
在
の
機
能
の
失
敗
は
彼
女
を
い
わ
ば
無
限
に
突
き
落
と
し
、
社

会
的
世
界
全
体
か
ら
消
え
去
ら
せ
て
し
ま
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ウ
ェ
イ
タ
ー
の

場
合
と
は
異
な
り
、
ニ
ン
ニ
の
不
可
視
性
は
例
外
で
は
な
く
規
則
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
彼
女

が
見
え
な
い
の
は
、
背
後
に
あ
る
社
会
的
な
潜
在
能
力
を
一
時
的
に
封
印
す
る
特

定
の
社
会
的
な
役
割
や
状
況
の
た
め
で
は
な
い
。
ウ
ェ
イ
タ
ー
は
一
時
的
か
つ
相

対
的
に
見
え
な
い
の
に
対
し
て
、
ニ
ン
ニ
は
そ
の
時
々
の
機
能
に
従
っ
て
、
一
時

的
か
つ
相
対
的
に
見
え
る

0

0

0

だ
け
な
の
で
あ
る
。

２
．
病
因
論
：
ゆ
が
め
る
鏡

社
会
的
世
界
に
お
い
て
、
他
の
人
々
は
通
常
私
た
ち
の
鏡0

と
し
て
機
能
す
る
。

ホ
ネ
ッ
ト
が
雄
弁
に
記
述
す
る
よ
う
に
、
他
人
か
ら
見
て
価
値
が
あ
る
と
い
う
経

験
は
、
顕
在
的
な
挨
拶
や
ハ
グ
や
握
手
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
気
づ
け
な
い
個
々
の

身
ぶ
り
や
「
目
の
輝
き
」
ま
で
広
が
る
他
人
の
身
体
言
語
に
お
い
て
知
ら
さ
れ

る
（H

onneth	2001,	122

［
二
〇
］;	K

ohut	1971,	116

［
一
〇
四
］）。
同
様
に
、

他
人
か
ら
見
て
価
値
が
な
い
と
い
う
経
験
は
、
否
定
的
な
身
ぶ
り

0

0

0

0

0

0

0

と
身
ぶ
り
の
欠

0

0

0

0

0

如0

の
両
方
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
差
異
は
強
調
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
私
た
ち
は
鏡
に
映
る
も
の
を
い
つ
も
好
む
わ
け
で
は
な
い
。
称
賛
と
中
立

的
な
受
容
の
他
に
も
、
私
た
ち
は
非
難
そ
し
て
軽
蔑
さ
え
も
他
人
の
顔
に
見
出
す

こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
否
定
的
な
光
の
も
と
で
自
分
自
身
に
開

0

0

0

0

0

0

示
さ
れ
る

0

0

0

0

。
す
な
わ
ち
、
鏡
に
映
る
も
の
を
好
ま
な
い
と
し
て
も
、
私
た
ち
は
通

常
そ
こ
に
私
た
ち
自
身
を

0

0

0

0

0

0

見
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
他
人
か
ら
非
難
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
す
で
に
、
私
た
ち
が
彼
ら
か
ら
非
難
に
値
す
る

0

0

0

者
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
る
こ
と
の
暗
黙
の
証
拠
と
な
る
（
あ
る
人
が
物
事
を
も
っ
と
き
ち
ん
と
で
き
る

と
か
、
で
き
た
だ
ろ
う
と
か
考
え
ず
に
そ
の
人
を
非
難
し
た
ら
わ
け
が
わ
か
ら
な

い
だ
ろ
う
）。
否
定
的
に
評
価
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
と
無
視
さ
れ
る

0

0

0

0

0

こ
と
は
別
で
あ
り
、

私
の
見
る
限
り
ニ
ン
ニ
の
困
難
は
両
方
に
負
っ
て
い
る
。

特
定
の

0

0

0

社
会
的
な
役
割
や
機
能
に
つ
い
て
は
一
回
の
外
傷
的
な
経
験
だ
け
で
不

安
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
社
会
的
な
実
存
の
基
礎
的
な
感
覚
ま
で
も
欠
い
て

い
る
と
な
る
と
、
た
い
て
い
は
よ
り
長
期
に
わ
た
る
虐
待
が
先
行
し
て
い
る
。
ニ

ン
ニ
の
ケ
ー
ス
も
こ
れ
に
あ
た
る
。
病
因
論
的
に
、
上
で
概
略
を
示
し
た
用
語
を

使
っ
て
言
え
ば
、
ニ
ン
ニ
の
状
態
は
、
ゆ
が
め
る
鏡

0

0

0

0

0

と
と
も
に
育
っ
た
と
い
う
事

実
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
サ
ド
的
で
活
力
を
奪
う
お
ば
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
い
た

せ
い
で
、
彼
女
の
基
本
的
な
自
己
感
覚
や
生
命
的
な
核
は
保
護
者
に
よ
っ
て
強
め

ら
れ
た
り
社
会
的
に
認
め
ら
れ
た
り
し
て
こ
な
か
っ
た
。
ニ
ン
ニ
の
保
護
者
は
次

の
よ
う
な
言
葉
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

　

あ
な
た
た
ち
も
ご
ぞ
ん
じ
の
と
お
り
、
人
は
あ
ん
ま
り
幾
度
も
お
ど
か
さ
れ

る
と
、
と
き
に
よ
っ
て
、
姿
が
見
え
な
く
な
っ
ち
ま
う
わ
ね
、
そ
う
じ
ゃ
な

い
？
（
…
…
）
こ
の
ニ
ン
ニ
も
、
お
ば
さ
ん
か
ら
、
ひ
ど
く
い
じ
め
ら
れ
た
わ

け
な
の
。
あ
の
人
は
、
ニ
ン
ニ
を
本
当
は
好
き
で
も
な
い
く
せ
に
、
こ
の
子

の
世
話
を
し
て
い
た
の
ね
。
わ
た
し
、
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
け
ど
、
ま
っ
た

く
、
い
や
ら
し
い
女
だ
っ
た
わ
。
い
っ
と
く
け
れ
ど
、
怒
り
っ
ぽ
い
女
っ
て
わ

け
じ
ゃ
な
い
の
よ
。
そ
れ
だ
と
、
ま
だ
始
末
が
し
や
す
い
わ
ね
。
と
こ
ろ
が
、
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こ
の
お
ば
さ
ん
の
い
や
ら
し
さ
は
、
氷
み
た
い
な
皮
肉
を
い
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
な
の
。

（
…
…
）
毎
日
毎
日
、
一
日
中
皮
肉
を
い
わ
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
と
う
と
う
あ

の
子
は
青
ざ
め
て
し
ま
っ
て
、
端
の
方
か
ら
色
あ
せ
て
い
き
、
だ
ん
だ
ん
見
え

な
く
な
っ
た
ん
で
す
。（
強
調
引
用
者
）

い
や
ら
し
い
お
ば
さ
ん
に
と
っ
て
、
ニ
ン
ニ
は
欲
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、

彼
女
は
ニ
ン
ニ
に
対
し
て
情
動
的
に
非
応
答
的
で
あ
る
こ
と
で
（
氷
の
よ
う
に
冷

た
い
）、
少
女
の
自
発
性
を
窒
息
さ
せ
た
。
継
続
的
に
お
ど
か
し
、
落
胆
さ
せ
、

あ
か
ら
さ
ま
に
無
視
す
る
こ
と
で
、
彼
女
は
次
第
に
ニ
ン
ニ
を
社
会
的
な
不
可
視

性
へ
と
逃
げ
込
む
よ
う
に
強
い
た
。
ニ
ン
ニ
の
発
達
が
正
確
に
は
ど
の
よ
う
な
意

味
で
ゆ
が
ん
だ
の
か
を
突
き
止
め
る
た
め
に
、
社
会
的
な
自
己
承
認
が
通
常
は
ど

の
よ
う
に
確
立
さ
れ
る
か
を
見
て
み
よ
う
。

幼
児
は
生
ま
れ
た
瞬
間
か
ら
、
自
分
で
は
満
た
せ
な
い
か
も
し
れ
な
い
様
々
な

生
存
上
の
ニ
ー
ズ
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
が
述
べ
る
よ
う
に
、
発

達
は
「
絶
対
的
依
存
」
の
状
態
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
は
生
存
が
十
分
な
ケ
ア
を
条

件
と
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
望
ま
し
い
ケ
ー
ス
で
は
、
保
護
者
は
幼
児

の
ニ
ー
ズ
に
応
答
し
、
こ
れ
を
反
復
す
る
こ
と
で
幼
児
は
次
第
に
自
分
の
ニ
ー
ズ

と
自
発
性
が
社
会
的
に
重
要
で
あ
る

0

0

0

0

0

こ
と
に
気
づ
い
て
い
く
。
自
己
感
覚
の
発
達

も
こ
れ
に
沿
っ
て
か
な
り
脆
弱
な
状
態
か
ら
始
ま
る
。
自
発
的
に
表
現
し
た
自
己

（
例
え
ば
空
腹
な
自
分
）
が
経
験
的
に
社
会
的
な
承
認
を
達
成
す
る
か
ど
う
か
は
、

幼
児
に
と
っ
て
鏡0

と
し
て
機
能
す
る
他
人
に
も
っ
ぱ
ら
依
存
し
て
い
る
。
通
常
、

幼
児
は
反
復
を
通
し
て
次
第
に
、
自
分
の
内
部
で
感
じ
た
状
態
（
例
え
ば
空
腹
）

が
二
者
共
同
注
意

0

0

0

0

0

0

の
可
能
的
な
標
的
で
あ
る
と
い
う
経
験
を
強
固
に
し
習
慣
化
し

て
い
く
（Reddy	2008,	90ff.

［
一
一
五
頁
以
下
］	

を
見
よ
）。
こ
の
よ
う
に
、
保

護
者
の
身
体
言
語
を
見
る
こ
と
で
、
幼
児
は
自
分
が
今
感
じ
て
い
る

0

0

0

0

0

こ
と
が
保
護

者
に
知
覚
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
学
ぶ
。

し
か
し
、
幼
児
の
何
が
外
か
ら
見
え
る
の
か
が
問
題
に
な
る
と
き
で
さ
え
、
二

者
共
同
注
意
の
標
的
は
様
々
な
仕
方
で
同
定
さ
れ
う
る
し
、
幼
児
が
部
分
的
に

0

0

0

0

し

か
映
し
出
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
。
保
護
者
は
幼
児
が
見
ら
れ
聞
か
れ
て
い

る
と
知
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
る
（
つ
ま
り
共
同
注
意
は
存
在
す
る
）
が
、
自
分
の

何
が

0

0

見
ら
れ
て
い
る
の
か
（
つ
ま
り
共
同
注
意
の
標
的
）
は
保
護
者
の
送
る
信
号

の
質
に
大
き
く
依
存
す
る
。
例
と
し
て
、
空
腹
で
泣
い
て
い
る
赤
ち
ゃ
ん
を
考
え

よ
う
。
泣
く
こ
と
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
い
つ
で
も
、
保
護
者
は
幼
児
が

泣
い
て
い
る

0

0

0

0

0

こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
こ
と
を
身
体
言
語
で
幼
児
に
知
ら
せ
る
こ
と

は
で
き
る
が
、
幼
児
の
空
腹
感

0

0

0

に
気
づ
い
て
い
る
こ
と
は
知
ら
せ
な
い
。
こ
の
場

合
、
幼
児
は
そ
の
外
的
な
身
体
の
現
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

の
間
主
観
的
な
肯
定
を
経
験
す
る
。
保
護

者
が
幼
児
の
感
情
と
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
開
か
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
物
質
的
な
表
現

以
上
の
も
の
を
見
て
い
る
と
き
に
は
、
知
覚
さ
れ
た
身
ぶ
り
と
行
為
に
お
い
て
幼

児
は
そ
の
自
発
的
な
主
観
的
経
験

0

0

0

0

0

の
間
主
観
的
肯
定
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
前
者
の
場
合
で
は
社
会
的
実
存
は
幼
児
の
聴
取
可
能
な
泣
き
声

0

0

0

0

0

0

0

0

（
身
体
）

に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
場
合
で
は
空
腹
感
（
心
）
に
与
え
ら

れ
て
い
る
。

な
る
ほ
ど
、
幼
児
は
最
初
か
ら
自
分
の
表
現
の
こ
れ
ら
二
側
面
を
区
別
す
る
わ

け
で
は
な
い
し
、
望
ま
し
い
ケ
ー
ス
で
は
保
護
者
に
よ
る
二
つ
の
「
承
認
」
も
同

様
に
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
。
ほ
ど
よ
い
保
護
者
は
単
に
泣
い
て
い
る
赤
ち
ゃ
ん

で
は
な
く
、
お
腹
を
空
か
せ
た
赤
ち
ゃ
ん
を
見
て
い
る
こ
と
を
幼
児
に
知
ら
せ

る
。
し
た
が
っ
て
通
常
は
、
十
分
に
継
続
さ
れ
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
「
鏡
映
」
は

幼
児
の
心
身
の
統
合
的
な
発
達
を
可
能
に
す
る
。
成
長
し
た
幼
児
は
、
自
分
の
主

観
的
な
感
情
と
欲
求
が
安
全
に
他
人
に
可
視
的
に
な
り
う
る

0

0

こ
と
、
そ
れ
に
沿
っ

て
自
分
の
自
己
が
社
会
的
な
潜
在
能
力

0

0

0

0

0

0

0

0

を
備
え
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
よ
う
に

な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
こ
の
面
で
の
統
合
は
必
然

的
で
は
な
い
。
親
に
よ
る
鏡
映
は
不
十
分
に
も
な
り
う
る
も
の
で
、
子
ど
も
の
自
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己
経
験
に
お
い
て
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た
発
達
を
促
進
し
が
ち
で
あ
る
。
一
般
的
に

言
っ
て
、
内
面
に
成
長
の
余
地
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
外
面
が
強
調
さ
れ
が
ち

で
あ
る
。
そ
し
て
、
外
面
が
社
会
的
に
信
用
さ
れ
な
け
れ
ば
、
子
ど
も
は
内
側
に

引
き
こ
も
り
、
後
退
し
が
ち
で
あ
る
。
ニ
ン
ニ
の
ケ
ー
ス
は
特
に
悲
劇
的
で
あ

る
。
い
や
ら
し
い
保
護
者
に
よ
っ
て
両
方
の
道

0

0

0

0

が
ふ
さ
が
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

右
の
引
用
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
ニ
ン
ニ
の
外
傷
化
は
二
つ
の
主
な
要
因
に

負
っ
て
い
る
。
最
初
の
要
因
は
お
ば
さ
ん
の
情
動
的
な
非
応
答
性

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
こ
れ

が
彼
女
の
基
礎
的
な
自
己
感
覚
を
弱
ら
せ
た
。
ニ
ン
ニ
の
自
発
的
な
欲
求
や
反
応

は
保
護
者
の
う
ち
に
可
視
的
な
反
響
や
同
調
の
感
じ
を
見
出
さ
な
か
っ
た
。
こ

の
こ
と
の
帰
結
を
と
て
も
具
体
的
に
例
証
す
る
も
の
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
無
表

0

0

情
実
験

0

0

0

に
お
い
て
子
ど
も
に
起
き
る
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
（T

ronick	et	al	
1975

）。
保
護
者
が
相
互
作
用
に
参
加
し
て
い
る
と
き
、
幼
児
は
自
然
に
自
発
性

を
表
出
す
る
が
、
保
護
者
が
突
然
参
加
と
応
答
を
止
め
て
、
一
切
の
情
動
的
な
表

現
な
し
に
幼
児
を
見
つ
め
る
と
、
幼
児
は
す
ぐ
に
困
惑
し
て
、
保
護
者
に
再
び
参

加
す
る
よ
う
誘
お
う
と
す
る
。
こ
れ
に
失
敗
す
る
と
、
幼
児
も
参
加
を
止
め
、
環

境
か
ら
引
き
こ
も
る
。
そ
れ
か
ら
保
護
者
が
再
び
参
加
し
て
応
答
す
る
よ
う
に
な

る
と
、
幼
児
も
す
っ
か
り
喜
ん
で
す
ぐ
に
参
加
を
再
開
す
る
。
今
ま
で
無
表
情
し

か
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
ニ
ン
ニ
の
境
遇
の
恐
怖
の
一
端
が
わ
か

る
だ
ろ
う
。「
も
し
母
親
の
顔
が
反
応
に
乏
し
い
も
の
で
あ
る
と
、
鏡
は
ま
な
ざ

し
を
向
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
の
ぞ
き
こ
ま
れ
る
も
の
で
な
く
な
っ
て
し

ま
う
」（W

innicott	1971,	152

［
一
五
九
］）。
自
分
の
社
会
的
実
存
の
確
証
を

探
す
あ
い
だ
、
ニ
ン
ニ
は
冷
た
く
生
命
を
欠
い
た
も
の
だ
け
を
反
映
す
る
鏡
を

見
て
き
た
。
情
動
的
に
非
応
答
的
な
保
護
者
の
顔
は
実
の
と
こ
ろ
鏡
で
は
な
い
。

子
ど
も
は
そ
こ
に
う
ま
く
自
分
自
身
を
見
ら
れ
な
い
（W

innicott	1971,	151

［
一
五
八
］）。
い
や
ら
し
く
「
氷
の
よ
う
に
冷
た
い
」
女
性
の
と
こ
ろ
で
育
っ
た

た
め
に
、
ニ
ン
ニ
の
自
己
感
覚
は
次
第
に
色
あ
せ
、
根
絶
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し

て
彼
女
は
「
命
を
も
っ
て
い
る
」
よ
う
に
見
え
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
彼
女
の
外
的
な
現
れ
と
行
動
も
繰
り
返
し
不
信
に
さ
ら
さ
れ
た
た
め

に
、
ニ
ン
ニ
の
ケ
ー
ス
は
い
っ
そ
う
悲
劇
的
で
あ
る
。
も
し
ニ
ン
ニ
が
、
非
応
答

的
な
人
の
も
と
で
育
ち
な
が
ら
も
外
的
な
行
動
に
対
し
て
十
分
な
称
賛
を
受
け
て

い
れ
ば
、
彼
女
の
発
達
は
お
そ
ら
く
ま
っ
た
く
異
な
る
道
を
た
ど
っ
た
だ
ろ
う

―
―
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
内
側
で
密
か
に
虚
し
さ
を
感
じ
な
が
ら
成
功
し
た
ナ
ル

シ
ス
ト
に
育
っ
た
か
も
し
れ
な
い
（W

innicott	1965,	143

［
一
七
六
］
を
見
よ
）。

そ
の
代
り
に
、
ニ
ン
ニ
は
ナ
ル
シ
ス
ト
の
対
極
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
が
私
た
ち
を
彼
女
の
状
態
の
第
二
の
要
因

0

0

0

0

0

に
導
く
。
そ
れ
は
お
ば
さ
ん
の
辛
辣

な
皮
肉
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
女
は
ニ
ン
ニ
の
外
的
な
現
れ
に
無
価
値
で
恥

ず
べ
き
も
の
と
い
う
ラ
ベ
ル
を
貼
り
続
け
た
。
お
ば
さ
ん
が
繰
り
返
し
押
し
つ
け

た
恥
の
経
験
と
と
も
に
、
ニ
ン
ニ
は
―
―
ま
さ
し
く
文
字
通
り
に
―
―
顔
を
失
っ

0

0

0

0

た0

（Lantz	2012

を
見
よ
）。

自
発
性
と
外
的
な
現
れ
の
両
方
が
い
や
ら
し
い
女
性
に
よ
っ
て
不
信
に
さ
ら
さ

れ
て
き
た
せ
い
で
、
ニ
ン
ニ
に
は
行
き
場
が
な
か
っ
た
。
ニ
ン
ニ
が
自
分
の
生
活

に
存
在
し
な
け
れ
ば
い
い
の
に
と
い
う
お
ば
さ
ん
の
願
い
は
、
悲
劇
的
な
仕
方
で

自
己
実
現

0

0

0

0

し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
願
い
は
、
お
ば
さ
ん
の
顕
在
的
な
評
価
に
も
、

暗
黙
の
身
体
言
語
に
も
、
情
動
的
な
冷
た
さ
に
も
見
て
取
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

よ
う
な
ゆ
が
め
る
鏡
を
見
つ
め
る
こ
と
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
打
ち
立
て
て
き

た
た
め
に
、
ニ
ン
ニ
は
結
局
す
っ
か
り
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
次
の
よ
う
な
質
問
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
社
会
的
な
不
可
視
性

「
だ
け
」
な
の
か
。
な
ぜ
統
合
失
調
症
的
な
崩
壊
で
は
な
い
の
か
。
な
ぜ
精
神
病

的
な
う
つ
や
他
の
何
か
で
は
な
い
の
か
、
と
。
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
た
年
齢
に
大
き

く
依
存
す
る
問
題
だ
が
、
こ
こ
は
推
測
す
る
ほ
か
な
い
。
物
語
の
中
で
、
ニ
ン
ニ

の
両
親
に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
し
、
い
や
ら
し
い
女
性
が
ニ
ン
ニ
を
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何
歳
の
と
き
に
引
き
受
け
た
の
か
に
つ
い
て
も
読
者
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
ニ
ン
ニ
が
反
転
し
た
養
子
縁
組
の
よ
う
な
も
の
を
経
て
い
る
と
推
測
す
る

こ
と
は
で
き
る
。
つ
ま
り
彼
女
は
よ
り
良
い

0

0

0

0

環
境
か
ら
よ
り
悪
い

0

0

0

0

環
境
に
移
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
推
測
す
る
の
は
、
ニ
ン
ニ
が
以
前
は
見
え
て
い
た
と
い

う
事
実
（
ニ
ン
ニ
は
い
や
ら
し
い
女
性
の
と
こ
ろ
で
見
え
な
く
な
っ
た

0

0

0

と
読
み
取

れ
る
）
と
、
彼
女
が
非
常
に
よ
く
（
そ
し
て
簡
単
に
）
回
復
す
る
と
い
う
事
実
ゆ

え
で
あ
る
。
い
や
ら
し
い
女
性
に
引
き
継
が
れ
る
前
の
一
定
期
間
、
た
ぶ
ん
一
年

か
二
年
、
彼
女
は
ケ
ア
と
苦
痛
を
受
け
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

不
可
視
性
は
彼
女
の
唯
一
の
選
択
肢
だ
っ
た
。
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
は
、
ニ
ン
ニ
が

お
そ
ら
く
見
え
な
く
な
り
た
い

0

0

0

0

の
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
こ
と
で
こ
の
点
に
触
れ
て

い
る
。
彼
女
の
不
可
視
性
は
実
際
の
「
決
断
」
に
よ
る
も
の
で
は
ほ
と
ん
ど
な
い

と
は
い
え
、
や
は
り
何
ら
か
動
機
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
理
解
で
き
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
防
衛

0

0

0

0

0

な
の
だ
。
こ
こ
で
、
先
ほ
ど
述
べ
た
点
に
立

ち
戻
る
こ
と
が
で
き
る
。
幼
児
期
の
早
期
に
は
、
幼
児
の
感
じ
る
こ
と
と
幼
児
が

外
的
に
開
示
す
る
こ
と
と
の
あ
い
だ
に
ず
れ
や
割
れ
目
は
な
く
、
こ
の
意
味
で
幼

児
は
初
め
自
分
の
感
情
と
感
覚
に
「
忠
実
」
ま
た
は
「
素
直
」
で
あ
る
―
―
自
発

的
に
生
じ
る
感
情
を
伏
せ
た
り
恥
じ
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
い
か
な
る
検
閲
や

遅
れ
も
な
く
直
ち
に
「
正
直
に
」
表
現
す
る
（W

innicott	1989,	21-23
［
Ⅰ
：

二
九-

三
二
］
を
見
よ
）。
確
か
に
、
通
常
の
場
合
で
も
子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
の

表
現
を
し
ば
ら
く
抑
え
な
が
ら
待
ち
、
緊
急
の
ニ
ー
ズ
を
我
慢
す
る
こ
と
が
次
第

に
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
能
力
は
大
人
の
社
会
生
活
で
は
ま
す
ま
す
重
要
に

な
る
。
し
か
し
、
通
常
の
ケ
ー
ス
で
は
、
子
ど
も
た
ち
（
そ
し
て
大
人
）
は
抑
え

て
い
る
自
分
の
感
情
を
よ
く
自
覚
し
て
い
る
。
親
に
よ
る
鏡
映
の
主
な
機
能
の
一

つ
は
、
欲
し
い
も
の
が
得
ら
れ
な
い
と
き
や
し
ば
ら
く
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
き

で
も
幼
児
が
自
分
の
感
情
に
「
忠
実
」
ま
た
は
「
素
直
」
な
ま
ま
で
い
ら
れ
る
よ

う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
産
後
う
つ
や
保
護
者
の
双
極
性
障
害
の
い
く

つ
か
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
よ
う
に
、
保
護
者
か
ら
の
情
動
的
な
応
答
が
ず
っ
と
著

し
く
不
足
し
た
ま
ま
だ
と
、
幼
児
は
慎
重
な
戦
略

0

0

0

0

0

を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
天
気
の
よ
う
に
保
護
者
を
「
予
報
す
る
」
よ
う
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
種
や
あ
の
種
の
情
動
が
今
直
ち
に
ま
た
は
自
発
的
に
表

現
さ
れ
る
と
保
護
者
は
こ
れ
か
ら
衰
弱
し
た
り
怒
っ
た
り
単
に
応
答
し
な
く
な
っ

た
り
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
情
動
を
抑
え
、
再
び

自
己
開
示
が
安
全
に
感
じ
ら
れ
る
適
切
な
瞬
間
を
待
つ
よ
う
に
な
る
（W

innicott	
1971,	151-152

［
一
五
八-

一
五
九
］）。
そ
れ
ま
で
の
あ
い
だ
、
子
ど
も
は
欲
求

を
抑
え
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
実
の
と
こ
ろ
、
子
ど
も
が
当
面
の
あ
い
だ
偽
っ
て
い

0

0

0

0

る0

ま
た
は
ふ
り
を
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
意
味
す
る
。
自
分
が
現
在
ど
の
よ
う
に
感
じ

て
い
る
か
に
つ
い
て
、
子
ど
も
は
偽
り
の
印
象

0

0

0

0

0

を
与
え
る
。
こ
の
よ
う
な
行
動
の

モ
デ
ル
を
何
度
も
作
動
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
、
子
ど
も
の
自
己
感
覚
に
お
い

て
外
見
の
感
覚
が
は
っ
き
り
と
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。つ
ま
り
、

本
当
に
大
事
な
の
は
自
分
が
ど
う
感
じ
て
い
る
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
は
な
く
外
か
ら
自
分
が
ど
う

0

0

0

0

0

0

0

0

見
え
て
い
る
か

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
―
―
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
う
よ
う
に
、
見
か
け

0

0

0

が
存
在

0

0

よ
り
も
重
要
に
な
る
の
で
あ
る
（K

ierkegaard	1993,	53

［
七
五
］
を
見
よ;	cf.	

Zahavi	2014,	235

）。

ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
は
、
感
じ
ら
れ
た
も
の
と
外
に
見
せ
ら
れ
た
も
の
と
の
相
違
を

記
述
す
る
た
め
に
「
本
当
の
」
自
己
と
「
偽
り
の
」
自
己
と
い
う
概
念
を
用
い
る
。

「
偽
り
の
自
己
」
は
人
の
社
会
的
外
見
に
、
ス
タ
ー
ン
の
い
う
「
社
会
的
自
己
」

に
、
つ
ま
り
他
人
か
ら
見
た
私
に
等
し
い
（Stern	1985,	227-228

［
Ⅱ
：
五
三

-
五
五
］）。
規
範
的
お
よ
び
病
理
学
的
な
含
意
は
あ
る
も
の
の
、「
偽
り
の
自
己
」

は
通
常
の
現
象
で
も
あ
る
（W

innicott	1965,	141-142

［
一
七
三-

一
七
五
］）。

結
局
、
私
た
ち
は
社
会
的
な
外
見
を
見
せ
て
い
る
し
、
そ
れ
は
私
た
ち
が
ど
う
感

0

0

0

0

0

0

0

じ
る
か

0

0

0

と
い
つ
も
完
璧
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
状
況
が
要
求

す
る
と
き
に
は
い
つ
で
も
他
人
か
ら
心
理
的
に
自
分
自
身
を
隠
せ
る
こ
と
は
、
や
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は
り
一
つ
の
重
要
な
能
力
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
私
た
ち
が
守
る
の

は
、
自
発
的
な
欲
求
、
感
情
、
情
動
で
あ
り
、
要
す
る
に
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
の
い

う
「
本
当
の
自
己
」
で
あ
る
。
偽
り
の
自
己
は
「
破
滅
を
招
く
本
当
の
自
己
の
暴

露
に
対
す
る
防
衛
」
と
し
て
生
じ
る
。「
偽
り
の
自
己
は
、
本
来
、
本
当
の
自
己

を
隠
蔽
す
る
と
い
う
、
積
極
的
で
非
常
に
重
要
な
機
能
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
環
境
か
ら
の
要
求
に
服
従
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
か
た
ち
を
と
る
の
で
あ

る
」（W

innicott	1965,	146

［
一
七
九-

一
八
〇
］）。
ナ
ル
シ
ス
ト
は
社
会
的
環

境
に
服
従
し

0

0

0

、「
自
分
の
角
笛
を
鳴
ら
す
」、
つ
ま
り
力
強
い
外
的
イ
メ
ー
ジ
―
―

偽
り
の
自
己
―
―
を
投
射
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
的
承
認
を
求
め
る
。
彼
ら
は

こ
の
イ
メ
ー
ジ
に
同
一
化
し
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
を
猛
烈
に
守
る
。対
照
的
に
、

ニ
ン
ニ
の
「
環
境
の
要
求
」
に
服
従
す
る

0

0

0

0

や
り
方
は
、
状
況
に
適
応
し
、
自
分
を

け
っ
し
て
数
に
入
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
見
え
な
く
す
る
こ
と
で
あ

る
。
ニ
ン
ニ
の
初
期
の
間
人
格
的
環
境
に
お
い
て
は
自
己
表
現
が
自
己
無
化
と
同

義
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
は
む
し
ろ
理
解
し
や
す
い
。
こ
の
よ
う

に
不
可
視
性
は
、
彼
女
が
服
従
し
調
和
す
る

0

0

0

0

0

0

0

た
め
の
（
理
解
で
き
る
）
や
り
方
で

あ
り
―
―
彼
女
を
心
理
的
な
傷
害
か
ら
守
る
「
ま
だ
ま
し
な
悪
」
な
の
で
あ
る
。

し
か
も
実
は
、
逆
説
的
な
こ
と
に
、
ニ
ン
ニ
は
不
可
視
性
に
お
い
て
こ
そ
ム
ー
ミ

ン
一
家
に
「
見
え
て
」
お
り
、「
面
白
く
」、「
人
気
」
で
さ
え
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
の
用
語
で
言
え
ば
、
不
可
視
性
は
結
局
の
と
こ
ろ
ニ
ン
ニ
の
偽
り

の
自
己
ま
た
は
社
会
的
外
見
に
最
も
近
い
。
他
方
、
何
も
見
せ
な
い
と
い
う
こ
と

で
、
ニ
ン
ニ
は
内
面
の
空
虚
に
あ
る
意
味
で
素
直
で
あ
る
。

こ
こ
で
次
の
よ
う
に
問
わ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
ニ
ン
ニ
は
誰
の
前

0

0

0

で
も

0

0

見
え
な
い
の
か
―
―
い
や
ら
し
い
お
ば
さ
ん

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
前
だ
け
で
な
く
、
と
。
答
え

は
、
ニ
ン
ニ
の
生
に
お
い
て
お
ば
さ
ん
が
他
者
そ
の
も
の

0

0

0

0

の
地
位
に
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
実
は
、
こ
の
点
で
私
た
ち
は
ホ
ネ
ッ
ト
を
批
判
で
き
る
。
彼
の
示
唆
す
る

と
こ
ろ
で
は
、
子
ど
も
の
保
護
者
と
の
関
係
は
社
会
的
承
認（
ま
た
は
そ
の
欠
如
）

が
「
と
く
に
は
っ
き
り
」（H

onneth	2001,	118

［
一
九
］）
し
て
い
る
関
係
で

あ
る
が
、
彼
は
そ
れ
が
典
型
的

0

0

0

ま
た
は
原
型
的

0

0

0

な
関
係
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を

見
落
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
社
会
的
関
係
が
一
般
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ

い
て
の
私
た
ち
の
期
待
に
と
っ
て
基
礎
的
な
モ
デ
ル
と
な
る
。
保
護
者
は
た
く
さ

ん
の
社
会
的
鏡
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
鏡
の
先
駆
」
で
も
あ
る

（W
innicott	1971,	149

［
一
五
六
］）。
フ
ロ
イ
ト
的
に
言
え
ば
、
保
護
者
の
経

験
は
、
子
ど
も
の
そ
の
後
の
間
人
格
的
経
験
に
と
っ
て
「
印
刷
版
」（K

lischee

）

を
提
供
す
る
。
保
護
者
と
と
も
に
、
子
ど
も
は
「
人
々
」
が
ど
ん
な
も
の
か
を
学

び
始
め
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
す
べ
て
の
新
し
い
人
物
は
、
最
初
の
他
者
の
「
再
版
」

ま
た
は
「
改
訂
版
」（
原
著
者
へ
の
参
照
が
あ
る
）
の
ど
ち
ら
か
と
し
て
現
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
関
連
す
る
文
脈
で
、
コ
フ
ー
ト
は
「
鏡
転
移
」

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
転
移
一
般
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
の

初
期
の
重
要
な
対
象
関
係
は
新
し
い
対
象
関
係
の
予
期
的
地
平
を
輪
郭
づ
け
る
。

よ
り
具
体
的
に
は
、
他
人
か
ら
ど
う
見
ら
れ
て
き
た
か
（
鏡
映
さ
れ
て
き
た
か
）

と
い
う
こ
れ
ま
で
の
経
験
は
、
他
の
人
々
が
将
来
私
た
ち
を
ど
の
よ
う
に
見
る
だ0

ろ
う
か

0

0

0

、
私
た
ち
は
彼
ら
に
ど
う
判
断
さ
れ
る
だ
ろ
う

0

0

0

か
と
い
う
経
験
に
予
期
的

な
地
平
を
投
げ
か
け
る
（cf.	K

ohut	1971,	143ff.

［
一
二
九
頁
以
下
］）。
言
い

換
え
れ
ば
、
他
人
に
ど
う
見
ら
れ
て
き
た
か
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
内
面
化

0

0

0

さ
れ
る

（A
bram

s	1996,	239

［
三
二
一
］
を
見
よ
）。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
ム
ー
ミ
ン
一
家
が
ニ
ン
ニ
を
親
切
に
歓
迎
し
親
し
み
や
す
い

と
い
う
こ
と
が
な
ぜ
直
ち
に
は

0

0

0

0

ニ
ン
ニ
を
救
わ
な
い
の
か
が
説
明
さ
れ
る
。
自
分

を
他
人
に
開
示
す
る
こ
と
は
自
己
無
化
を
含
む
と
い
う
彼
女
の
沈
殿
し
た
無
意
識

の
予
期
は
、
習
慣
化
し
持
続
す
る
も
の
で
、
そ
の
よ
う
な
習
慣
化
し
た
予
期
を

「
改
訂
」
す
る
に
は
か
な
り
の
時
間
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
必
要
な
の
は
新
た
な

予
期
的
地
平
の
制
度
化
で
あ
る
―
―
そ
し
て
こ
の
過
程
は
、
ト
ゥ
ー
テ
ィ
ッ
キ
が

ニ
ン
ニ
に
「
こ
こ
が
あ
な
た
の
新
し
い
お
う
ち
な
の
」
と
告
げ
る
と
き
に
始
ま
る
。
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３
．
治
療
：
支
え
る
基
盤
と
自
己
表
現

ニ
ン
ニ
を
ム
ー
ミ
ン
一
家
の
と
こ
ろ
に
連
れ
て
き
て
彼
女
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
形
成
を
開
始
す
る
の
が
ま
さ
に
ト
ゥ
ー
テ
ィ
ッ
キ
で
あ
る
の
は
偶
然
で
は
な

い
。
ム
ー
ミ
ン
シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
、
ト
ゥ
ー
テ
ィ
ッ
キ
は
し
ば
し
ば
ム
ー
ミ
ン

谷
の
「
内
側
」
と
外
側
の
「
世
界
」
の
あ
い
だ
を
媒
介
す
る
役
割
を
演
じ
る
。
彼

女
は
、
親
し
い
も
の
と
異
他
な
る
も
の
と
の
接
触
を
可
能
に
す
る
一
種
の
「
移
行

的
」形
象
な
の
で
あ
る
。
ト
ゥ
ー
テ
ィ
ッ
キ
は
桟
橋
の
端
に
あ
る
水
浴
び
小
屋
に
、

つ
ま
り
土
地
で
も
海
で
も
な
く
、
ム
ー
ミ
ン
谷
の
堅
固
な
大
地
と
外
側
の
「
世

界
」
の
揺
れ
動
く
深
淵
の
あ
い
だ
に
住
ん
で
さ
え
い
る
。『
ム
ー
ミ
ン
谷
の
冬
』

に
お
い
て
、
ム
ー
ミ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
真
冬
に
予
期
せ
ず
冬
眠
か
ら
起
き
た
と
き
、

ト
ゥ
ー
テ
ィ
ッ
キ
は
、
ず
っ
と
そ
こ
に
あ
っ
た
が
一
度
も
そ
の
よ
う
に
見
ら
れ
た

こ
と
の
な
い
世
界
に
お
け
る
案
内
役
と
な
る
。
ト
ゥ
ー
テ
ィ
ッ
キ

0

0

0

0

0

0

0

は
、
ト
ー
ベ
・

ヤ
ン
ソ
ン
の
愛
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
だ
っ
た
ト
ゥ
ー
リ
ッ
キ

0

0

0

0

0

0

・
ピ
エ
テ
ィ
ラ
を
表
し

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ヤ
ン
ソ
ン
は
ピ
エ
テ
ィ
ラ
と
と
も
に
、
ず
っ

と
存
在
し
て
い
た
が
今
ま
で
見
ら
れ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
世
界
に
親
し
ん
だ
の
で

あ
る
。「
目
に
見
え
な
い
子
」
に
お
い
て
も
、
ト
ゥ
ー
テ
ィ
ッ
キ
は
見
え
な
い
何

か
が
次
第
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
過
程
を
開
始
す
る
―
―
ニ
ン
ニ
で
あ
る
。

ニ
ン
ニ
の
ム
ー
ミ
ン
家
滞
在
は
、
山
あ
り
谷
あ
り
の
集
中
的
な
治
療
過
程
の
ア

ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
ニ
ン
ニ
は
明
ら
か
に
た
め
ら
い
な
が
ら

ム
ー
ミ
ン
家
に
入
り
、
徐
々
に
信
頼
が
築
か
れ
、
あ
る
直
接
的
な
状
態
の
改
善
が

あ
っ
た
後
、
う
ま
く
い
か
な
い
期
間
が
長
く
続
く
が
、
最
終
的
に
は
ニ
ン
ニ
の
分

離
と
個
体
化
の
過
程
の
最
高
点
に
達
す
る
（M

ahler	et	al	1975,	4

［
一
一
］
を

見
よ
）。
ヤ
ン
ソ
ン
自
身
が
物
語
を
こ
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
ど
う
か
は
措
く
が
、

こ
の
角
度
か
ら
物
語
を
読
む
甲
斐
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
こ
う

読
む
こ
と
で
社
会
的
な
不
可
視
性
に
つ
い
て
よ
り
多
く
の
こ
と
が
言
え
る
か
ら
だ

け
で
は
な
い
。
ニ
ン
ニ
の
回
復
過
程
の
う
ち
、
三
つ
の
開
示
的
な
瞬
間
に
焦
点
を

絞
ろ
う
。
第
一
は
ニ
ン
ニ
の
ム
ー
ミ
ン
家
へ
の
最
初
の
到
着
で
あ
り
、
第
二
は
ニ

ン
ニ
が
遊
べ
な
い
こ
と
へ
の
気
づ
き
で
あ
り
、
最
後
は
彼
女
の
顔
が
可
視
性
を
取

り
戻
す
シ
ー
ン
で
あ
る
。

あ
る
人
が
初
め
て
相
談
室
に
入
る
の
と
似
た
よ
う
な
仕
方
で
ニ
ン
ニ
は
ム
ー

ミ
ン
家
に
入
る
。
入
る
前
に
仲
介
者
の
ト
ゥ
ー
テ
ィ
ッ
キ
が
口
頭
で
ム
ー
ミ
ン

一
家
に
一
種
の
「
紹
介
状
」
を
提
供
す
る
。「
小
さ
く
て
恥
ず
か
し
が
り
の
少
女

で
、
保
護
者
か
ら
心
理
的
な
虐
待
を
受
け
て
い
る
。
見
え
る
よ
う
に
し
て
も
ら
う

必
要
が
あ
る
」。
そ
の
後
ニ
ン
ニ
自
身
が
ム
ー
ミ
ン
家
に
入
る
と
き
、
彼
ら
に
よ

る
ニ
ン
ニ
の
理
解
を
最
初
に
輪
郭
づ
け
る
の
は
ト
ゥ
ー
テ
ィ
ッ
キ
の
又
聞
き
の
報

告
で
あ
る
。
彼
ら
に
与
え
ら
れ
た
暫
定
的
な
「
診
断
」
は
、
ニ
ン
ニ
は
臆
病
だ
と

い
う
も
の
で
あ
り
、「
処
方
」
は
こ
れ
に
沿
っ
て
組
織
さ
れ
る
。「
き
っ
と
こ
の
子

は
、
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
、
見
え
な
く
な
っ
て
い
た
い
と
思
っ
た
の
よ
。
ト
ゥ
ー

テ
ィ
ッ
キ
は
言
っ
た
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
子
は
恥
ず
か
し
が
り
だ
っ
て
、
気

分
が
晴
れ
る
ま
で
、
そ
っ
と
し
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
わ
」。

興
味
深
い
こ
と
に
、
ニ
ン
ニ
の
処
遇
を
考
え
る
際
、
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
は
繰
り
返

し
自
分
の
祖
母

0

0

に
頼
る
。
短
い
物
語
の
中
で
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
例
外
的
に
何
度

も
言
及
さ
れ
る
―
―
し
か
も
そ
の
つ
ど
感
謝
を
込
め
て
。
最
初
の
夜
、
ム
ー
ミ
ン

マ
マ
は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
「
手
帳
」
に
助
言
を
求
め
る
が
、
こ
れ
は
実
は
、
自
分

の
内
面
化
し
た
母
親
な
ら
ど
の
よ
う
に
問
題
を
扱
っ
た
か
を
考
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
ニ
ン
ニ
の
状
態
に
進
歩
が
見
ら
れ
る
た
び
に
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
称
賛
さ
れ
、

物
語
全
体
も
「
そ
れ
は
み
ん
な
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
お
か
げ
で
す
よ
」
と
い
う
言

葉
で
閉
じ
ら
れ
る
。
繰
り
返
し
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
感
謝
す
る
こ
と
で
、
ム
ー
ミ
ン

マ
マ
が
次
の
こ
と
を
よ
く
自
覚
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ニ

ン
ニ
に
と
っ
て
ほ
ど
よ
い
母
親
（
の
よ
う
な
者
）
で
あ
る
と
い
う
彼
女
の
能
力
は
、

彼
女
自
身
も
良
い
子
育
て
を
経
験
し
、
そ
れ
を
自
分
も
続
け
て
い
る
と
い
う
事
実
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に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
。
フ
ロ
イ
ト
が
超
自
我
の
系
譜
に

つ
い
て
述
べ
た
こ
と
―
―
「
子
ど
も
の
超
自
我
は
実
の
と
こ
ろ
親
で
は
な
く
親
の

超
自
我
を
モ
デ
ル
に
構
築
さ
れ
る
」（
フ
ロ
イ
ト
『
精
神
分
析
入
門
講
義
』）
―
―

が
こ
の
点
で
は
ぴ
っ
た
り
合
う
。
ニ
ン
ニ
が
（
超
自
我
と
し
て
）
内
面
化
し
始
め

る
こ
と
に
な
る
の
は
第
一
義
的
に
は
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
の
姿
で
は
な
く
、
ム
ー
ミ
ン

マ
マ
の
超
自
我
、
内
面
化
さ
れ
た
理
想
の
母
親
、
つ
ま
り
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
で
あ
る

こ
と
に
、
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
は
気
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
関
連
す
る
が
、
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
が
最
初
の
夜
か
ら
参
考
に
し
始
め
る
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
の
「
手
帳
」
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
で
はhus-kur

―
―
文
字
通
り

「
家
の
治
療
法
」ま
た
は「
家
の
薬
」と
呼
ば
れ
る
。
こ
こ
で「
家
」と
い
う
言
葉
は
、

単
に
物
理
的
な
混
合
物
を
質
的
に
種
別
化
す
る
も
の
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
は

な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
効
力
の
あ
る
実
体
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
。
精
神
分

析
は
「
談
話
療
法
」（Sprach-K

ur

）
だ
と
い
う
フ
ロ
イ
ト
の
有
名
な
主
張
に
お

い
て
、「
談
話
」
そ
の
も
の
が
治
療
の
実
体
と
な
っ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
こ
こ
で

は
家0

が
治
療
薬
と
な
る
。
物
語
を
注
意
深
く
読
む
と
、
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
の
用
意
す

る
物
理
的
な
混
合
物
は
偽
薬

0

0

の
よ
う
な
も
の
に
見
え
る
。
最
初
の
朝
に
ニ
ン
ニ
が

下
に
降
り
て
く
る
と
き
、
彼
女
が
コ
ー
ヒ
ー
を
も
っ
て
朝
食
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
く

前
か
ら
す
で
に

0

0

0

彼
女
の
足
は
見
え
て
い
る
。
ム
ー
ミ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
走
っ
て
こ
の

こ
と
を
母
親
に
伝
え
に
行
く
と
、
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
は
二
重
の
仕
方
で
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
に
感
謝
す
る
。「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
ち
ょ
い
と
し
た
物
知
り
だ
っ
た
わ
。
薬
を

ニ
ン
ニ
の
コ
ー
ヒ
ー
に
混
ぜ
た
の
は
名
案
だ
っ
た
」。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
確
か
に

物
知
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ニ
ン
ニ
を
治
す
の
は
薬
で
は
な
い
。
治
す
の
は
家0

で

あ
る
。

ニ
ン
ニ
は
次
第
に
く
つ
ろ
い
で
い
く
。
彼
女
は
「
新
し
い
家
族
」
と
一
緒
な
ら

安
心
を
感
じ
ら
れ
る
こ
と
を
保
証
さ
れ
、
自
分
の
ニ
ー
ズ
や
否
定
的
な
感
情
を
自

由
に
表
現
す
る
よ
う
勧
め
ら
れ
る
―
―
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
が
最
初
の
夜
に
「
も
し
ま

た
、
ど
う
か
し
て
こ
わ
く
な
っ
た
り
、
な
に
か
ほ
し
い
も
の
が
あ
っ
た
ら
、
下
へ

降
り
て
き
て
鈴
を
鳴
ら
し
て
ね
」
と
ニ
ン
ニ
に
伝
え
る
よ
う
に
。
自
分
自
身
が
良

い
子
育
て
を
経
験
し
て
き
た
た
め
、
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
は
ニ
ン
ニ
が
何
よ
り
も
ま
ず

「
支
え
る
」ま
た
は「
包
む
」〔holding

〕環
境
を
、
そ
の
上
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
築
け
る
安
定
し
た
基
盤

0

0

〔ground

〕
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
直
観
的
に

知
っ
て
い
る
。
ム
ー
ミ
ン
家
に
滞
在
し
て
い
る
あ
い
だ
最
初
に
見
え
る
よ
う
に
な

る
の
が
彼
女
の
足0

で
あ
る
こ
と
は
偶
然
の
一
致
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
れ
は
、
地

面
〔ground

〕
に
対
し
て
立
ち
、
し
か
も
地
面
に
接
触
し
て
い
る
部
分
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
こ
と
で
ニ
ン
ニ
が
お
び
え
る
と
き
、
足
は
も
は
や
〔
足
元

の
〕
草
か
ら
区
別
さ
れ
な
い
（
分
化
さ
れ
な
い
）
よ
う
に
な
る
と
書
か
れ
て
い
る
。

マ
ー
ラ
ー
の
古
典
的
な
術
語
で
言
え
ば
、
ニ
ン
ニ
は
未
分
化
か
ら
分
離
と
個
体
化

へ
の
途
上
に
あ
る
が
、
彼
女
の
自
己
感
覚
は
い
ま
だ
極
端
に
依
存
的
で
、
弱
く
、

傷
つ
き
や
す
い
の
で
、
彼
女
は
容
易
に
後
戻
り
し
て
、
彼
女
を
支
え
る
基
盤
に
溶

け
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
心
理
的
に
は
、
彼
女
は
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
な
し
で
は

何
者
で
も
な
い
の
で
、
彼
女
の
主
な
発
達
課
題
は
こ
の
未
分
化
か
ら
成
長
し
て
抜

け
出
す
こ
と
で
あ
る
。
足
元
の
地
面
を
信
頼
で
き
れ
ば
で
き
る
ほ
ど
、
足
が
地
面

に
逆
ら
っ
て
立
っ
て
も
い
る
と
感
じ
始
め
る
の
で
あ
る
。

ニ
ン
ニ
の
状
態
の
二
つ
の
要
因
（
保
護
者
の
情
動
的
な
冷
た
さ
と
彼
女
の
外
的

な
現
れ
に
対
す
る
保
護
者
の
辛
辣
な
貶
め
）
に
対
応
し
て
、
ニ
ン
ニ
は
い
わ
ば
二

つ
の
段
階
を
踏
ん
で
見
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
点
で
、
ニ
ン
ニ
が
遊
べ
な
い
こ

と
は
物
語
の
意
義
深
い
転
回
点
を
指
示
す
る
。
ニ
ン
ニ
は
す
で
に
大
部
分
が
見
え

て
お
り
話
す
こ
と
さ
え
あ
る
が
、
ム
ー
ミ
ン
一
家
は
最
初
の
「
診
断
」
の
修
正
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
。
外
的
な
可
視
性
の
増
加
に
従
っ
て
彼
女
の
自
発
性
（
真
の
自

己
）
も
自
然
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
と
彼
ら
は
思
っ
て
い
た
が
、
一
緒
に

遊
ぼ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
ニ
ン
ニ
の
「
内
面
」
も
ま
た
傷
つ
い
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
ニ
ン
ニ
は
真
の
自
己
を
人
前
で
見
せ
よ
う
と
し
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
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内
側
に
は
何
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。「
あ
ん
た
に
は
、
命0

っ
て
も

の
が
な
い
の
？
」。
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
も
し
、
精
神
療
法
を
や

ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
遊
ぶ
こ
と
は
自
発
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
け
っ
し

て
盲
従
的
で
あ
っ
た
り
、
追
従
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」（W

innicott	1971,	
68

［
七
一
］）
が
、
ニ
ン
ニ
は
し
ば
ら
く
そ
の
準
備
が
整
わ
な
い
。
彼
女
の
回
復

は
停
止
す
る
。
ニ
ン
ニ
の
状
態
の
深
刻
さ
へ
の
気
づ
き
は
挫
折
感
を
与
え
、「
治
療

計
画
」
は
修
正
さ
れ
る
。
彼
女
を
見
え
る
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
能
動
的
な
試

0

0

0

0

0

み0

は
う
ま
く
い
か
ず
、
時
間
と
忍
耐
だ
け
が
必
要
で
あ
る
と
気
づ
い
た
か
の
よ
う

に
、
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
薬
を
与
え
る
の
を
止
め
る
。「
遊
ぶ
こ

と
に
は
信
頼
が
含
ま
れ
て
い
る
」（W

innicott	1971,	69

［
七
二
］）
が
、
信
頼

は
も
っ
と
強
固
に
な
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
物
事
は
す
で
に
変
化
し
て
い
る
。
ニ
ン
ニ
は
も
は
や
独
り
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
ニ
ン
ニ
は
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
に
す
が
り
つ
き
、
彼
女
と
一
つ

0

0

で
あ
る
よ

う
に
見
え
る
ほ
ど
親
密
に
、
ど
こ
に
で
も
つ
い
て
い
く
。

　

日
は
ず
ん
ず
ん
経
っ
て
い
き
ま
し
た
が
、
ニ
ン
ニ
は
ま
だ
相
変
わ
ら
ず
、
顔

な
し
で
い
ま
し
た
。
み
ん
な
は
ピ
ン
ク
の
服
を
着
た
彼
女
が
、
ム
ー
ミ
ン
マ
マ

の
後
ろ
に
つ
い
て
歩
く
の
を
見
る
の
に
も
、
慣
れ
て
い
き
ま
し
た
。
マ
マ
が
立

ち
止
ま
る
と
、
銀
の
鈴
も
、
や
っ
ぱ
り
立
ち
止
ま
り
ま
す
。
や
が
て
ま
た
マ
マ

が
歩
き
出
す
と
、
鈴
が
ま
た
チ
リ
ン
リ
チ
ン
鳴
り
始
め
る
の
で
し
た
。

「
一
人
の
赤
ち
ゃ
ん
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
の

有
名
な
言
葉
を
再
定
式
化
し
て
、
私
た
ち
は
こ
こ
で
「
ニ
ン
ニ
と
い
う
も
の
は
存

在
し
な
い
」
と
主
張
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
か
ら
切
り
離
し
て

彼
女
を
考
え
る
こ
と
は
抽
象

0

0

〔
抜
き
出
し
〕
だ
と
い
う
意
味
で
。
二
者
は
、
片
方

の
存
在
が
他
方
の
存
在
を
含
意
す
る
ほ
ど
一
緒
に
な
っ
て
い
る
。
鈴
が
鳴
る
と
、

他
の
者
た
ち
は
す
ぐ
に
（
ニ
ン
ニ
だ
け
で
な
く
）
ム
ー
ミ
ン
マ
マ

0

0

0

0

0

0

も
近
く
に
い
る

こ
と
を
知
る
。
ニ
ン
ニ
の
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
と
の
関
係
は
共
生
的
な

0

0

0

0

も
の
に
発
展
し

た
。
彼
女
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
ゆ
っ
く
り
と
強
ま
っ
て
い
る
が
、
彼
女
は

ム
ー
ミ
ン
マ
マ
の
影
の
中
に
お
り
、
い
わ
ば
彼
女
か
ら
分
化
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
が
最
終
的
に
私
た
ち
を
海
辺
に
導
く
。
ニ
ン
ニ
は
「
初
め
て
」
海
に

向
き
合
い
、
落
ち
着
か
な
い
反
応
を
見
せ
る
。
彼
女
は
水
際
ま
で
歩
い
て
い
き
、

「
濡
れ
た
砂
」の
上
に
立
ち
つ
く
し
て
い
た
が
、
そ
の
と
き
ム
ー
ミ
ン
パ
パ
が
ム
ー

ミ
ン
マ
マ
を
海
に
突
き
落
と
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
彼
女
は
攻
撃
的

に
反
応
し
、「
お
ば
さ
ん
を
、
こ
ん
な
大
き
い
こ
わ
い
（hem

ska

）
海
に
突
き
落

と
し
た
ら
、
き
か
な
い
か
ら
！
」
と
叫
ぶ
。
そ
し
て
最
後
に
、
ム
ー
ミ
ン
パ
パ
の

方
が
海
に
落
ち
る
と
、
彼
女
は
ど
っ
と
笑
い
だ
す
。

ム
ー
ミ
ン
パ
パ
の
見
か
け
上
の
意
図
に
対
す
る
ニ
ン
ニ
の
断
固
た
る
反
応
に
つ

い
て
は
、
い
く
つ
か
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
一
つ
に
は
、
こ
の
最
後
の
行
為
に

発
生
状
態
の
エ
デ
ィ
プ
ス
的
背
景

0

0

0

0

0

0

0

0

を
見
て
取
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
父
親

的
な
も
の
が
子
ど
も
の
母
親
的
な
も
の
と
の
親
密
な
関
係
に
介
入
す
る
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。
母
親
を
海
に
落
と
そ
う
と
い
う
父
親
の
見
か
け
上
の
意
図
は
、
ニ
ン

ニ
に
次
の
よ
う
な
困
っ
た
考
え
を
も
た
ら
す
。
自
分
と
親
密
な
二
者
関
係
を
形
成

し
て
い
る
発
生
状
態
の
愛
の
対
象
は
、
他
の
誰
か
の
愛
の
対
象
で
も
あ
る
と
い
う

考
え
で
あ
る
。
こ
の
線
で
考
え
る
と
、
ニ
ン
ニ
が
父
親
の
母
親
を
「
押
そ
う
と
す

る
意
図
」
を
目
撃
す
る
シ
ー
ン
は
、
性
的
な
含
意
を
も
伴
う
か
も
し
れ
な
い
嫉
妬

0

0

の
表
象
と
し
て
解
釈
で
き
る
。
子
ど
も
が
気
づ
い
た
の
は
、
父
親
が
何
か
攻
撃
的

で
ぞ
く
ぞ
く
す
る
こ
と
を
、
自
分
抜
き
で
内
密
に
母
親
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
ゆ
え
に
攻
撃
的
に
反
応
す
る
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
次
の
よ
う
な
反
論
が
あ
る
だ
ろ
う
。
フ
ロ
イ
ト
に
お
け
る
の
と
は

違
っ
て
、
こ
こ
で
は
娘
の
対
象
愛
は
父
親
で
は
な
く
母
親
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と

い
う
事
実
が
、
こ
の
解
釈
を
明
ら
か
に
制
限
す
る
、
と
。
他
方
で
、
こ
の
修
正
は
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ヤ
ン
ソ
ン
自
身
の
同
性
愛
に
は
う
ま
く
合
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ニ
ン
ニ
も
同
性

愛
の
少
女
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
性
差
の
問
い
は
し
ば
ら
く
脇
に
置
い
て
、
三
者
関
係

0

0

0

0

と
い

う
観
点
か
ら
状
況
を
論
じ
る
方
が
適
切
だ
ろ
う
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ム
ー

ミ
ン
シ
リ
ー
ズ
の
他
の
本
に
お
い
て
、
海
は
親
し
み
の
な
い
外
の
世
界

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
、
ム
ー

ミ
ン
谷
の
親
し
み
や
す
さ
と
安
心
を
超
え
た
制
御
不
能
な
領
域
の
表
象
と
し
て
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
合
わ
せ
て
、
ニ
ン
ニ
が
初
め
て
海
に
遭
遇
し
て
「
海
が
あ
ん

ま
り
大
き
す
ぎ
る
」
の
で
「
泣
き
わ
め
く
」（gnälla

）
と
い
う
事
実
も
、
独
立

し
た
外
の
世
界
に
初
め
て
直
面
し
て
不
安
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
表
象
す

る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
ム
ー
ミ
ン
パ
パ
の
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
を
海

に
落
と
そ
う
と
す
る
意
図
を
目
撃
し
た
と
き
、
ニ
ン
ニ
は
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
も
ま
た

ニ
ン
ニ
か
ら
独
立
し
た
実
存
を
外
の
世
界
の
中
で
も
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
に
至

る
。
と
す
る
と
、
攻
撃
性
を
生
ん
だ
の
は
、
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
は「
自
己
対
象
」（
コ

フ
ー
ト
）、「
主
観
的
対
象
」（
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
）、「
機
能
的
対
象
」（
タ
フ
カ
）
以
上

の
何
か
―
―
ニ
ン
ニ
が
失
う

0

0

こ
と
も
あ
り
う
る
何
か
だ
と
い
う
考
え
だ
と
捉
え
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
ム
ー
ミ
ン
パ
パ
の
意
図
は
、
親
密
な
二
者
関
係
の
外
に
存
在
す

る
と
ニ
ン
ニ
は
ま
っ
た
く
考
え
て
い
な
か
っ
た
彼
女
の
最
も
重
要
な
対
象
が
、
彼

女
と
は
離
れ
て

0

0

0

存
在
す
る
こ
と
を
開
示
す
る
こ
と
に
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
二
者
関
係
に
あ
っ
た
母
親
が
三
者
関
係
の
中
の
他
人
と
し
て
、
自
分
か
ら

0

0

0

0

分

離
し
た
も
の
と
し
て
開
示
さ
れ
る
と
、
ニ
ン
ニ
は
す
ぐ
に
自
分
自
身
を

0

0

0

0

0

分
離
し
た

存
在
と
し
て
考
え
出
す
。
こ
の
こ
と
が
抵
抗
と
攻
撃
性
を
生
む
の
で
あ
る
。

別
の
解
釈
も
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
り
、
実
際
こ
の
物
語
は
多
く
の
解
釈
を
許

す
。
お
そ
ら
く
、
ニ
ン
ニ
の
反
応
は
転
移
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。「
か
ら
か
お
う
」

と
す
る
ム
ー
ミ
ン
パ
パ
の
冗
談
半
分
の
意
図
は
、
ニ
ン
ニ
が
過
去
に
経
験
し
た
皮

肉
屋
で
い
じ
め
て
く
る
お
ば
さ
ん
に
似
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
痛
み
と
と
も
に
経
験

さ
れ
る
だ
ろ
う
。
も
う
一
つ
の
興
味
深
い
可
能
性
は
、
ム
ー
ミ
ン
一
家
を
一
人
の

治
療
者
ま
た
は
保
護
者
の
様
々
な
側
面
ま
た
は
次
元
と
し
て
見
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
ニ
ン
ニ
の
個
体
化
を
促
進
し
た
い
治
療
者
／
保
護
者
は
、
患
者
／
子
ど
も

に
よ
る
「
良
い
母
親
」
の
投
影
を
い
つ
ま
で
も
支
持
す
る
こ
と
に
気
が
進
ま
な
い
。

こ
の
解
釈
に
従
え
ば
、
あ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
海
に
落
と
そ
う
と
す
る
見
か
け
上

の
意
図
―
―
ま
た
は
少
な
く
と
も
そ
の
考
え
で
遊
ぼ
う

0

0

0

と
す
る
意
図
―
―
は
、
理

想
化
さ
れ
た
母
親
の
投
影
か
ら
距
離
を
置
こ
う
と
す
る
治
療
者
／
保
護
者
の
試
み

を
表
象
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
解
釈
は
お
そ
ら
く
先
行
す
る
諸
解
釈
と
相
補
的
で
あ

る
。
こ
こ
で
も
、
患
者
／
子
ど
も
の
反
応
は
、
治
療
者
／
保
護
者
が
「
ま
っ
た

く
良
い
対
象
」
で
は
な
い
と
気
づ
き
始
め
て
い
る
こ
と
か
ら
解
釈
で
き
る
。
こ
う

し
て
、
ニ
ン
ニ
の
激
し
い
攻
撃
は
、
ふ
ざ
け
て
導
入
さ
れ
た
治
療
者
／
保
護
者
の

「
悪
い
」
側
面
を
無
化
す
る
試
み
を
―
―
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
で
あ
れ
ば
こ
う
言
う
だ

ろ
う
が
、
対
象
を「
破
壊
す
る
」試
み
を
表
象
す
る（W

innicott	1989,	227

［
Ⅱ
：

一
五
四
］
を
見
よ
）。

こ
れ
ら
の
解
釈
の
う
ち
ど
れ
が
気
に
入
る
か
は
と
も
か
く
（
一
つ
で
も
あ
れ
ば

の
話
だ
が
）、
ニ
ン
ニ
の
攻
撃
性
は
、
自
分
の
起
き
て
ほ
し
く

0

0

0

な
い
何
か
が
起
き

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
彼
女
が
気
づ
い
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
決
定

的
に
重
要
な
の
は
、
こ
の
「
ほ
し
い
」〔w

anting

〕
が
彼
女
に
お
い
て
前
例
の
な

0

0

0

0

い0

も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ム
ー
ミ
ン
一
家
の
包
む
よ
う
な
環
境
は
彼
女
の

存
在
の
継
続
性
の
感
覚
を
強
固
に
し
た
た
め
、
こ
の
親
し
み
の
あ
る
継
続
性
に
対

す
る
障
害
と
し
て
現
れ
る
も
の
は
攻
撃
に
よ
っ
て
迎
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
と
き
、
外
面
的
に
は
他
の
誰
か
の
防
衛
と
し
て
現
れ
る
も
の
は
、
あ
る
意
味
で

そ
の
ま
ま
自
己

0

0

防
衛
の
形
で
も
あ
る
。
ニ
ン
ニ
の
攻
撃
性
は
、
他
の
誰
か
に
対
す

る
利
他
的
で
無
私
の
関
心
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
誰
か
が
彼
女
の
生
に

お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
限
り
で
の
関
心
に
由
来
す
る
。
し
た
が
っ

て
こ
の
意
味
で
は
、
外
の
世
界
の
親
し
み
に
く
く
予
見
不
能
な
深
淵
に
ム
ー
ミ
ン

マ
マ
を
落
と
そ
う
と
す
る
ム
ー
ミ
ン
パ
パ
の
お
遊
び
の
意
図
に
対
し
て
攻
撃
的
に
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反
応
し
た
と
き
、
ニ
ン
ニ
が
守
ろ
う
と
立
ち
上
が
っ
た
の
は
彼
女
自
身
の
生
な
の

で
あ
る
。
今
や
彼
女
は
「
た
た
か
う
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
か
ら

ミ
イ
は
喝
采
を
送
る
の
で
あ
る
。

ニ
ン
ニ
の
笑
い
は
前
進
と
も
後
退
と
も
解
釈
で
き
る
。後
退
と
み
る
解
釈
で
は
、

彼
女
は
願
い
が
実
現
さ
れ
た
か
ら
笑
う
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
―
―
ム
ー
ミ
ン
パ
パ

自
身
が
海
に
落
ち
た
と
き
、
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
と
の
ほ
ぼ
共
生
的
な
二
者
関
係
あ
る

い
は
愛
の
関
係
を
脅
か
す
要
素
は
追
い
払
わ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
よ
り
前

向
き
な
解
釈
を
素
描
す
る
と
、
ニ
ン
ニ
の
笑
い
と
は
、
攻
撃
性
に
よ
っ
て
お
膳
立

て
さ
れ
た
新
た
な
能
力
、
す
な
わ
ち
遊
ぶ
能
力
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
ニ
ン
ニ
は
、
ム
ー
ミ
ン
マ
マ
を
海
に
落
と
そ
う
と
す
る

ム
ー
ミ
ン
パ
パ
の
見
か
け
上
の
意
図
に
つ
い
て
、
最
初
は
遊
び
性

0

0

0

〔playfulness

〕

を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。彼
女
は
、
か
な
り
ユ
ー
モ
ア
に
欠
け
る
仕
方
で
、

予
測
不
能
な
結
果
を
伴
う
劇
的
な
出
来
事
だ
け
を
予
見
す
る
た
め
、
危
な
っ
か
し

さ
に
耐
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
攻
撃
的
に
反
応
す
る
と
―
―
つ
ま
り

彼
女
自
身
が
予
測
不
能
な
結
果
を
伴
う
こ
と
を
行
う
と
―
―
、
悪
い
こ
と
は
何
も

続
か
な
い
。
対
照
的
に
、
彼
女
の
自
発
的
な
攻
撃
的
行
為

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
ミ
イ
に
は
っ
き
り
と

称
賛
さ
れ
（「
ブ
ラ
ボ
ー
！
」）、
彼
女
の
外
見

0

0

は
ム
ー
ミ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
褒
め
ら

れ
る
（「
と
っ
て
も
か
わ
い
い
子
だ
よ
！
」）。
対
象
は
破
壊
さ
れ
な
い
し
、
彼
女

も
破
壊
さ
れ
な
い
。
他
人
の
前
で
完
全
に
自
分
を
見
せ
、
社
会
的
世
界
に
お
い
て

能
動
的
に
自
分
の
場
所
を
占
め
る
こ
と
で
、
彼
女
は
発
達
上
の
意
義
深
い
一
歩
を

踏
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
世
の
中
で
最
も
攻
撃
的
な
（
…
…
）
言
葉
は
、「
私
は
」〔I	A

M

〕
と
主

張
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
主
張
が
で
き
る
段
階
に
至
っ
た
人
だ
け
が
、
社
会
を

構
成
す
る
真
の
大
人
と
い
う
資
格
を
得
て
い
る
の
で
す
。（W

innicott	1986,	
141

［
一
二
八
］）

私
見
で
は
、
ニ
ン
ニ
の
笑
い
は
嘲
り
や
当
て
こ
す
り
と
は
別
物
で
あ
る
。
彼
女

は
ム
ー
ミ
ン
パ
パ
を0

笑
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
女
の
笑
い
は
む
し
ろ
可
能

0

0

的
な
も
の
へ
の
開
か
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
つ
ま
り
遊
び
性

0

0

0

を
表
現
し
て
い
る
。
攻
撃
的
に
自
分

の
「
私
は
存
在
す
る

0

0

0

0

0

0

」〔I am

〕
を
示
す
こ
と
で
、
彼
女
は
「
私
は
存
在
し
う
る

0

0

0

0

0

0

0

」

〔I can be

〕
へ
の
道
を
開
い
た
―
―
そ
し
て
、
自
分
の
な
り
う
る

0

0

0

0

も
の
に
、
彼

女
は
す
で
に
潜
在
的
に
は
な
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
精
神
療
法
は
患
者
の
遊
ぶ
能
力
を
可
能

に
し
、
支
え
る
こ
と
を
目
指
す
と
主
張
す
る
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
が
正
し
い
と
す
れ
ば

（W
innicott	1971,	51,	56

［
五
三
、五
八
］）、
こ
の
意
味
で
も
ニ
ン
ニ
の
過
程
は
、

海
辺
と
い
う
「
中
間
の
遊
び
場
」（W

innicott	1971,	63

［
六
六
］
を
見
よ
）
に

お
い
て
絶
頂
に
達
す
る
の
で
あ
る
。

結
語簡

潔
に
ま
と
め
る
と
、
ト
ー
ベ
・
ヤ
ン
ソ
ン
の
「
目
に
見
え
な
い
子
」
は
、
私

た
ち
が
通
常
は
自
明
視
し
が
ち
な
自
己
の
経
験
と
間
人
格
的
な
生
に
向
き
合
っ

て
、
い
く
つ
か
の
論
点
を
挙
げ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
し
ば
し
ば
反
応
を
抑

え
た
り
修
正
し
た
り
延
期
し
た
り
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
私
た
ち
が
中
核

的
な
自
己
を
、
自
発
的
な
動
機
づ
け
と
欲
求
の
流
れ
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
同
様
に
、
私
た
ち
が
少
な
く
と
も
特
定
の
他
人
に
対
し
て
は
社
会
的

に
可
視
的
な
も
の
と
し
て
自
分
自
身
を
経
験
す
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ニ
ン

ニ
の
物
語
が
巧
み
に
強
調
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
ど
ち
ら
も
必
然
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
短
編
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
物
語
は
遊
び
に
満

ち
た
仕
方
で
こ
れ
ら
の
論
点
を
吟
味
し
て
お
り
、
た
ど
り
う
る
い
く
つ
か
の
道
を

開
い
た
ま
ま
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

［
訳
注
］：
引
用
文
献
の
翻
訳
は
既
刊
の
邦
訳
に
基
づ
く
。
邦
訳
が
複
数
冊
に
及
ぶ
場
合
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の
巻
数
と
頁
数
は
本
文
中
の
大
括
弧
（［
］）
の
中
に
ロ
ー
マ
数
字
と
漢
数
字
で
記
す
。

た
だ
し
「
目
に
見
え
な
い
子
」
か
ら
の
引
用
に
関
し
て
は
、
短
編
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

著
者
と
同
様
に
頁
数
を
示
し
て
い
な
い
。
こ
の
作
品
か
ら
の
引
用
を
訳
す
に
あ
た
り
、

基
本
的
に
は
山
室
静
氏
の
翻
訳
を
お
借
り
し
た
が
、
掲
載
誌
の
性
格
を
考
慮
し
て
一
部

の
平
仮
名
を
漢
字
に
変
更
し
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
ま
た
、
本
文
中
の
亀
甲
括

弧
（〔
〕）
は
訳
者
の
補
足
で
あ
る
。
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二
〇
一
四
年
七
月
一
九
日
、
ド
イ
ツ
、
ヴ
ッ
パ
ー
タ
ー
ル
の
先
進
的
な
現
象

学
研
究
を
そ
の
超
人
的
な
博
識
と
慧
眼
に
よ
り
牽
引
し
て
き
た
ラ
ス
ロ
・
テ
ン

ゲ
ィ
が
、
急
逝
し
た
。
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
彼
の
死
を
悼
み
、
死
の
直
後
に

上
梓
さ
れ
た
遺
作
、『
世
界
と
無
限
―
―
現
象
学
的
形
而
上
学
の
問
題
の
た
め
に
』

（W
elt und U

nendlichkeit – Zur Problem
atik der phänom

enologischen 
M

etaphysik,	A
lber,	2014,	

以
下
『
世
界
と
無
限
』）
を
め
ぐ
っ
て
議
論
し
た
も

の
で
あ
る
。

『
世
界
と
無
限
』
は
、
テ
ン
ゲ
ィ
が
こ
れ
ま
で
の
彼
の
研
究
を
総
括
す
る
形
で

独
自
の
境
地
を
切
り
開
く
、
六
百
頁
を
越
え
る
大
作
で
あ
る
。
形
而
上
学
と
存
在

‐
神
学
を
同
一
視
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
反
し
、
テ
ン
ゲ
ィ
は
、
カ
ン
ト
に
よ
る
存

在
神
学
の
定
義
に
立
ち
戻
る
だ
け
で
な
く
、
Ｐ
・
オ
ー
バ
ン
ク
等
の
現
代
の
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
を
包
括
す
る
こ
と
に
よ
り
、
存
在
神
学
的
で
は
な
い
形
而

上
学
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
す
で
に
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
新
し
い
現
象
学
』

（
二
〇
一
一
年
）
に
お
い
て
テ
ン
ゲ
ィ
は
、
現
実
を
可
能
性
か
ら
の
移
行
と
し
て

捉
え
る
存
在
神
学
的
形
而
上
学
に
対
し
、
い
か
な
る
可
能
性
に
も
先
行
さ
れ
な
い

現
実
を
語
る
現
代
フ
ラ
ン
ス
現
象
学
を
対
置
し
て
い
た
。
し
か
し
、『
世
界
と
無

限
』
に
お
い
て
彼
は
さ
ら
に
、
存
在
神
学
的
で
は
な
い
現
象
学
こ
そ
が
、
そ
も
そ

も
フ
ッ
サ
ー
ル
の
目
指
し
て
い
た
真
の
形
而
上
学
で
あ
り
、
そ
れ
は
偶
然
的
事
実

性
の
形
而
上
学
と
し
て
結
実
す
る
こ
と
を
提
示
す
る
。

そ
の
議
論
は
以
下
の
行
程
を
辿
る
。
第
一
部
は
、
古
代
か
ら
の
形
而
上
学
の
歴

史
を
総
覧
す
る
こ
と
で
、
形
而
上
学
が
い
か
に
存
在
神
学
的
形
而
上
学
へ
と
変
貌

し
て
い
っ
た
か
、
そ
れ
が
い
か
に
カ
ン
ト
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
か
が
辿
ら
れ

る
。
第
二
部
で
は
、
そ
の
カ
ン
ト
さ
え
存
在
神
学
か
ら
完
全
に
は
免
れ
て
い
な

い
の
に
対
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
現
象
学
者
た
ち
の
哲

学
に
、
存
在
神
学
的
で
な
い
形
而
上
学
が
読
み
取
れ
る
と
さ
れ
る
。
第
三
部
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
世
界
の
現
象
学
、
そ
し
て
無
限
の
現
象
学
を
、
カ
ン
ト
ー
ル
の
超

限
を
め
ぐ
る
考
察
の
批
判
的
継
承
と
し
て
位
置
づ
け
、
開
か
れ
た
無
限
に
つ
い
て

の
現
象
学
的
形
而
上
学
が
提
示
さ
れ
る
。
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
こ
う
し
た

現
象
学
の
新
た
な
境
地
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
広
範
囲
の

研
究
者
と
議
論
を
交
わ
し
た
。

池
田
裕
輔
「
ラ
ス
ロ
・
テ
ン
ゲ
ィ
と
現
象
学
的
形
而
上
学
」

池
田
の
提
題
は
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
全
体
へ
の
導
入
と
し
て
、
テ
ン
ゲ
ィ
の

『
世
界
と
無
限
』
に
お
け
る
「
現
象
学
的
形
而
上
学
」
と
い
う
構
想
が
も
つ
基
本

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

現
象
学
の
新
た
な
展
開
―
現
象
学
的
形
而
上
学
―

―
ラ
ス
ロ
・
テ
ン
ゲ
ィ
の
遺
作
『
世
界
と
無
限
』
を
め
ぐ
っ
て
―

 

提
題
者　

景
山　

洋
平
・
池
田　

裕
輔
・
長
坂　

真
澄

司
会　

田
口　

茂　
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー　

長
坂　

真
澄
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的
な
問
題
構
成
や
幾
つ
か
の
根
本
テ
ー
ゼ
を
明
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、『
世
界
と
無
限
』
に
お
け
る
「
世
界
（
の
現
象
学
）」
の
側

面
が
中
心
的
に
論
ぜ
ら
れ
た
。

池
田
は
、
ま
ず
、
一
般
的
・
通
俗
的
に
は
「
反
・
形
而
上
学
」
的
な
動
機
と
本

性
を
持
つ
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
（
お
よ
び
、
彼
に

端
を
発
す
る
現
象
学
運
動
）
が
、
決
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
形
而
上
学
を
排
す
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
テ
ン
ゲ
ィ
の
掲
げ
る
「
現
象
学
的
形
而
上
学
」
の
構

想
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
ら
の
伝
統
お
よ
び
課
題
を
正
当
に
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
テ
ン
ゲ
ィ
の
「
現
象
学
的
形
而
上
学
」

の
構
想
が
、「
偶
然
的
事
実
」（H

ua	I,	182

）
を
扱
う
と
さ
れ
る
後
期
フ
ッ
サ
ー

ル
の
形
而
上
学
の
着
想
を
端
緒
と
し
つ
つ
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
は
未
完
の

も
の
に
留
ま
っ
た
こ
の
構
想
を
独
自
に
具
体
化
す
る
試
み
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。テ

ン
ゲ
ィ
に
お
け
る
「
現
象
学
的
形
而
上
学
」
の
構
想
の
具
体
化
の
特
徴
は
、

一
方
で
、
現
象
学
的
な
「
出
来
事
」
概
念
を
展
開
す
る
作
業
、
他
方
で
、
哲
学

に
お
け
る
フ
ィ
ン
ク
の
言
う
「
世
界
忘
却
」（
様
々
な
哲
学
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

解
明
に
際
し
て
、「
内
世
界
的
な
も
の
」
と
「
世
界
」
そ
の
も
の
の
差
異
が
忘
却

さ
れ
て
い
る
こ
とvgl.	E.	Fink,	A

lles und N
ichts,	D

en	H
aag,	1959,	W

elt 
und E

ndlichkeit,	W
ürzburg,	1990	usf.

）
に
抗
し
て
、「
世
界
経
験
」
に
固

有
な
「
経
験
」
お
よ
び
「
世
界
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
の
現
象
学
的
な
解
明
作
業
と
い

う
二
つ
の
大
き
な
軸
を
導
入
す
る
点
に
認
め
ら
れ
る
。
一
方
の
軸
で
あ
る
テ
ン

ゲ
ィ
の
現
象
学
的
「
出
来
事
」
概
念
の
解
明
は
、『
生
の
歴
史
と
い
う
両
性
具
有
概

念
』（L.T

engelyi,	D
er Zw

itterbegriff Lebensgeschichte,	M
ünchen,1998

）

等
、『
世
界
と
無
限
』
以
前
の
著
作
で
主
題
的
に
扱
わ
れ
た
課
題
で
あ
る
と
言
え

る
が
、『
世
界
と
無
限
』
の
枠
内
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
「
偶
然
的
事
実
」

（H
ua	I,	182

）
の
「
偶
然
性
」
を
、
い
わ
ば
、「
形
相
的
に
還
元
」
す
る
こ
と
な
く

現
象
学
的
に
記
述
す
る
可
能
性
を
拓
く
と
い
う
目
的
か
ら
、
操
作
的
に
援
用
さ
れ

て
い
る
思
想
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
の
軸
で
あ
り
、
ま
た
、『
世
界

と
無
限
』
に
お
け
る
積
極
的
な
課
題
で
あ
る
「
世
界
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
の
現
象
学
的

解
明
・
展
開
と
は
、「
世
界
経
験
」
に
内
在
的
か
つ
、
こ
の
「
世
界
経
験
」
そ
の
も

の
を
可
能
と
す
る
も
の
と
し
て
の
、
い
わ
ゆ
る
「
原
事
実
」（
こ
の
フ
ッ
サ
ー
ル

の
着
想
を
、
テ
ン
ゲ
ィ
は
、
そ
の
「
事
実
の
必
然
性
」（H

ua	III/1,	98

）
と
い

う
考
え
を
手
引
き
と
す
る
こ
と
で
体
系
的
に
解
釈
し
て
い
る
）
の
現
象
学
的
解
明

を
通
じ
て
、
様
々
な
伝
統
的
な
形
而
上
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
現
象
学
的
に
鍛
え
直

す
と
い
う
目
的
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
テ
ン
ゲ
ィ
は
、「
世
界
経
験
」
そ
の
も
の
を

条
件
づ
け
る
「
原
事
実
」
と
し
て
、「
自
我
」、「
世
界
所
持
（W

elthabe

）」、「
間
主

観
性
」
お
よ
び
「
歴
史
」
を
挙
げ
て
い
る
が
（『
世
界
と
無
限
』、184-187

）、『
世

界
と
無
限
』
の
な
か
で
は
、
上
記
の
「
世
界
忘
却
」
の
克
服
を
重
視
す
る
と
い
う

観
点
か
ら
、
特
に
「
世
界
所
持
」
と
い
う
原
事
実
の
現
象
学
的
解
明
に
集
中
的
に

従
事
し
て
い
る
。具
体
的
に
は
、「
時
間
と
空
間
」、「
因
果
性
」、「
行
為
の
目
的
論（
行

為
の
自
由
）」
お
よ
び
「
世
界
の
現
実
性
（
す
な
わ
ち
、
様
相
）」
と
い
う
四
つ
の

主
題
群
を
「
世
界
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
現
象
学
的
に
解
明
し
、
ま
た
、
自
身
の

着
想
が
持
つ
特
徴
を
、
カ
ン
ト
や
様
相
論
理
学
等
の
テ
ー
ゼ
と
対
比
す
る
こ
と
で

明
確
な
も
の
と
し
て
い
る
（『
世
界
と
無
限
』、327-410

）。

池
田
の
提
題
に
は
、
主
に
、
以
下
の
三
つ
の
質
問
が
寄
せ
ら
れ
た
。
テ
ン
ゲ
ィ

の
思
想
の
内
在
的
理
解
に
関
す
る
問
い
と
し
て
は
、
①
『
世
界
と
無
限
』
で
は
、

必
ず
し
も
主
題
的
に
扱
わ
れ
て
い
な
い
現
象
学
的
「
出
来
事
」
概
念
の
テ
ン
ゲ
ィ

の
テ
ー
ゼ
に
触
れ
た
意
図
を
確
認
す
る
も
の
、
ま
た
、
②
テ
ン
ゲ
ィ
の
言
う
「
世

界
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
を
特
徴
づ
け
る
際
に
、
フ
ィ
ン
ク
の
所
見
を
取
り
上
げ
る
必
要

性
を
確
認
す
る
も
の
、
よ
り
広
い
文
脈
か
ら
は
、
③
テ
ン
ゲ
ィ
の
「
現
象
学
的
形

而
上
学
」
は
（
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
有
名
な
問
い
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
）「
無
」
に

関
す
る
問
い
を
ど
の
よ
う
に
扱
う（
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
扱
う
こ
と
が
で
き
る
）



53 現象学の新たな展開－現象学的形而上学－

の
か
、
と
い
う
三
つ
の
質
問
で
あ
る
。

ま
ず
、
①
の
質
問
（『
世
界
と
無
限
』
で
は
必
ず
し
も
主
題
的
に
は
扱
わ
れ
て

い
な
い
テ
ン
ゲ
ィ
の
「
出
来
事
」
の
思
想
を
提
題
者
が
取
り
上
げ
た
積
極
的
理
由
）

に
は
、『
世
界
と
無
限
』
に
お
い
て
、
上
述
の
よ
う
に
、
彼
の
先
行
す
る
著
作
で
扱

わ
れ
た
「
出
来
事
」
概
念
に
関
す
る
成
果
が
援
用
さ
れ
て
お
り
、
テ
ン
ゲ
ィ
の
哲

学
全
体
を
規
定
す
る
重
要
な
核
を
な
し
て
い
る
点
を
確
認
し
た
。言
い
換
え
れ
ば
、

テ
ン
ゲ
ィ
の
『
世
界
と
無
限
』
で
の
「
現
象
学
的
形
而
上
学
」
の
構
想
は
、
彼
の

以
前
の
著
作
で
の
主
題
か
ら
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
を
背

景
と
し
た
う
え
で
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
②
の
質
問
（
テ
ン
ゲ
ィ

と
フ
ィ
ン
ク
の
共
通
点
を
指
摘
す
る
積
極
的
理
由
）
に
対
し
て
は
、
テ
ン
ゲ
ィ
の

「
世
界
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
の
分
析
は
、「
世
界
と
内
世
界
的
存
在
者
の
差
異
」
の
正
当

化
と
解
明
を
核
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
テ
ン
ゲ
ィ
自
身
が
、
フ
ィ
ン
ク
と

同
様
に
、
こ
の
差
異
の
分
析
の
哲
学
史
的
起
源
を
カ
ン
ト
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
議

論
（
宇
宙
論
）
に
帰
属
さ
せ
、
ま
た
、
こ
の
差
異
の
忘
却
を
哲
学
に
お
け
る
「
世

界
忘
却
」
と
見
な
し
、
そ
の
克
服
に
こ
そ
現
象
学
的
形
而
上
学
の
根
本
課
題
を
認

め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
テ
ン
ゲ
ィ
と
フ
ィ
ン
ク
の
あ
い
だ
に
は
、
よ
り
細

か
な
観
点
か
ら
見
た
分
析
や
問
題
関
心
の
相
違
こ
そ
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
あ
る

が
、
自
身
の
「
世
界
の
現
象
学
」
の
構
想
の
歴
史
的
自
己
理
解
を
、
主
に
カ
ン
ト

宇
宙
論
の
解
釈
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
、
ま
た
、
そ
の
際
、「
世
界
忘
却
」
の
克
服

と
い
う
観
点
か
ら
カ
ン
ト
を
高
く
評
価
し
て
い
る
限
り
で（
特
に『
世
界
と
無
限
』、

303-305

を
参
照
）、
テ
ン
ゲ
ィ
と
フ
ィ
ン
ク
の
カ
ン
ト
解
釈
は
根
本
的
な
哲
学
的

動
機
を
共
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
テ
ン
ゲ
ィ
の
哲
学
は
、
フ
ラ

イ
ブ
ル
ク
現
象
学
、
と
り
わ
け
フ
ィ
ン
ク
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
と
言
え

る
。
③
の
問
い
（
伝
統
的
に
形
而
上
学
の
部
門
で
扱
わ
れ
て
き
た
「
無
」
を
め
ぐ

る
問
い
は
、
テ
ン
ゲ
ィ
の
「
現
象
学
的
形
而
上
学
」
の
枠
組
み
で
は
、
ど
の
よ
う

な
位
置
づ
け
を
持
つ
の
か
）
に
対
し
て
は
、
一
般
に
、
伝
統
的
な
形
而
上
学
が
、

（
例
え
ば
カ
ン
ト
に
お
け
る
よ
う
に
）「
判
断
」
の
次
元
で
自
身
の
認
識
の
正
当
化

を
図
っ
て
い
た
と
言
え
る
の
に
対
し
て
、
現
象
学
的
形
而
上
学
は
、（
フ
ッ
サ
ー
ル

に
お
け
る
よ
う
に
極
め
て
広
義
で
の
）「
意
味
」
の
次
元
に
根
差
す
も
の
で
あ
り
、

こ
の
点
に
起
因
し
て
、
現
象
学
的
道
具
立
て
を
用
い
て
は
、「
無
」
を
巡
る
問
い

が
（
少
な
く
と
も
伝
統
的
な
定
式
化
に
従
っ
て
は
）
取
り
上
げ
直
さ
れ
難
い
事
情

を
指
摘
し
た
。
と
は
い
え
、『
世
界
と
無
限
』
の
根
本
テ
ー
ゼ
は
、「
世
界
」
の
「
事

実
的
必
然
性
」（
あ
る
い
は
、「
世
界
」
が
「
原
事
実
」
で
あ
る
）
と
い
う
主
張
を

掲
げ
る
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
テ
ン
ゲ
ィ
は
、「
な
ぜ
、
何
か
が
存
在
す
る
の
で

あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
無
で
は
な
い
の
か
」
と
い
う
（
現
象
学
の
伝
統
内
部
で
は
、

特
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
取
り
上
げ
て
い
る
）
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
形
而
上
学
的
問
い
に

対
し
て
、「
世
界
は
必
然
的
に
存
在
す
る
が
、
そ
の
必
然
性
と
は
事
実
的
必
然
性
で

あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
掲
げ
た
う
え
で
、
そ
の
正
当
化
を
「
世
界
カ
テ
ゴ
リ
ー
」

の
現
象
学
的
解
明
を
通
じ
て
お
こ
な
っ
て
い
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

景
山
洋
平
「
テ
ン
ゲ
ィ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
解
釈
と
現
象
学
的
形
而
上
学
の
可
能
性
」

二
番
目
の
提
題
者
と
し
て
、
景
山
が
、『
世
界
と
無
限
』
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー

解
釈
・
批
判
の
あ
り
方
を
検
討
し
、
テ
ン
ゲ
ィ
に
よ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
の
描
像

と
ハ
イ
デ
ガ
ー
本
人
の
隔
た
り
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
テ
ン
ゲ
ィ
自
身
が
打
ち
出

し
た
現
象
学
的
形
而
上
学
の
特
質
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

『
世
界
と
無
限
』
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
解
釈
は
大
別
し
て
三
つ
の
論
点
を
打
ち
出
し

て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
と
形
而
上
学
の
関
係
を
め
ぐ
る
テ
ン

ゲ
ィ
の
評
価
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
テ
ン
ゲ
ィ
自
身
の
形
而

上
学
に
対
す
る
態
度
を
も
映
し
出
し
て
い
る
。

第
一
に
、『
世
界
と
無
限
』
第
二
篇
で
、
テ
ン
ゲ
ィ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
形
而
上

学
期
に
お
け
る
「
メ
タ
存
在
論
（M

etontologie

）」
の
意
義
を
最
大
限
強
調
す

る
個
性
的
な
解
釈
を
提
示
す
る
。《
存
在
者
の
存
在
を
問
う
た
哲
学
者
》
と
い
う
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一
般
に
流
布
す
る
素
朴
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
理
解
に
対
し
て
、
テ
ン
ゲ
ィ
は
、
形
而
上

学
期
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
の
二
重
化
に
着
目
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い

て
は
、「
存
在
者
の
存
在
」、
す
な
わ
ち
「
存
在
者
そ
れ
自
体
」」
に
関
わ
る
基
礎
的

存
在
論
だ
け
で
な
く
、「
全
体
と
し
て
の
存
在
者
」
に
関
わ
る
メ
タ
存
在
論
も
追
求

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
れ
と
連
動
し
て
、
テ
ン
ゲ
ィ
は
、「
存
在
」
以

上
に
、
形
而
上
学
期
に
固
有
の
意
味
で
の
「
世
界
」
の
概
念
を
、
彼
自
身
の
現
象

学
的
形
而
上
学
と
結
び
つ
け
る
仕
方
で
、
重
視
し
て
い
る
。

だ
が
、
テ
ン
ゲ
ィ
の
理
解
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
形
而
上
学
」
を
基
礎
的
存
在

論
と
メ
タ
存
在
論
の
二
肢
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
性
格
づ
け
た
意
図
か
ら
乖
離

す
る
。
２
８
年
夏
学
期
講
義
で
「
基
礎
的
存
在
論
と
メ
タ
存
在
論
は
、
両
者
の
統

一
に
お
い
て
、
形
而
上
学
の
概
念
を
形
成
す
る
」（GA

26,	S.202

）
と
言
わ
れ
る

よ
う
に
、
二
つ
の
課
題
は
、
形
而
上
学
と
い
う
一
つ
の
課
題
の
二
つ
の
側
面
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
ズ
レ
と
連
動
し
て
、
テ
ン
ゲ
イ
が
語
る
形
而
上
学
「
メ
タ

存
在
論
的
根
拠
づ
け
」
と
い
う
表
現
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
本
人
の
意
図
と
は
食
い
違

う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
《
形
而
上
学
の
根
拠
づ
け
》
を
表
明
的
に
唱
え
た
の
は
『
カ

ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
だ
が
、
同
書
で
「
形
而
上
学
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

の
は
「
全
体
と
し
て
の
存
在
者
そ
れ
自
体
の
根
本
的
認
識
」（K

M
,	S.8

）
で
あ
り
、

こ
れ
を
「
根
拠
づ
け
」
る
役
割
を
果
た
す
の
は
、
超
越
論
的
構
想
力
で
あ
る
。
こ

の
構
想
力
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
で
は
、
受
容
性
と
自
発
性
の
事
実
的
な
統

合
が
可
能
で
あ
る
根
拠
を
説
明
す
る
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
故
、「
全
体
と
し
て
の
存

在
者
」
と
い
う
「
被
投
性
」
の
事
象
に
関
わ
る
メ
タ
存
在
論
で
形
而
上
学
を
「
根

拠
づ
け
」
る
と
い
う
主
張
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
自
然
哲
学
と
し
て
読
み
替
え
る
の

で
な
い
限
り
、
正
当
化
で
き
な
い
。

第
二
に
、『
世
界
と
無
限
』
第
一
篇
で
は
、
驚
嘆
す
べ
き
手
際
の
良
さ
で
、《
存
在

神
論
と
の
批
判
的
対
決
》
と
し
て
解
さ
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
形
而
上
学
史
研
究
と

の
対
決
が
行
わ
れ
、
存
在
神
論
に
回
収
さ
れ
な
い
西
洋
形
而
上
学
の
可
能
性
が
提

示
さ
れ
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
形
而
上
学
一
般

4

4

4

4

4

4

の
本
質
と
す
る
存
在

神
論
の
問
題
点
が
、
根
拠
づ
け
の
閉
じ
た
循
環
性

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
あ
る
事
で
あ
る
。
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
存
在
神
論
概
念
は
、
彼
自
身
の
形
而
上
学
期
の
基
礎
的
存
在
論
と
メ
タ
存

在
論
の
二
重
性
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
彼
は
こ
の
二
重
性
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
「
第
一
哲
学
」
に
結
び
つ
け
る
。
そ
し
て
、『
同
一
性
と
差
異
』
に
あ
る
よ
う

に
、
そ
の
延
長
で
、
形
而
上
学
一
般

4

4

4

4

4

4

の
「
本
質
体
制
」
が
存
在
神
論
的
だ
と
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
描
か
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
歴
史
観
に
対
し
、
テ
ン
ゲ
ィ
は
異
議

を
唱
え
る
。
例
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
形
而
上
学
は
存
在
神
論
で
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
オ
ー
バ
ン
ク
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
は
第
一
哲
学

の
内
実
で
あ
る
「
あ
る
も
の
と
し
て
の
あ
る
も
の
」
の
学
と
不
動
の
動
者
に
関
す

る
学
と
の
一
体
性
を
主
張
し
な
い
し
、
そ
も
そ
も
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
完
成
し

た
主
張
な
ど
示
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
テ
ン
ゲ
ィ
の
見
立
て
で
は
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
診
断
が
妥
当
す
る
の
は
、
お
よ
そ
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
か
ら
前
批
判

期
の
カ
ン
ト
ま
で
の
特
定
の
エ
ポ
ッ
ク
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
存
在
神
論
は
、

決
し
て
形
而
上
学
一
般
の
本
質
で
は
な
い
。

勿
論
、
形
而
上
学
の
歴
史
を
均
質
な
物
語
に
ま
と
め
て
し
ま
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ

の
テ
ン
ゲ
ィ
の
批
判
は
正
当
で
あ
る
。
だ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
歴
史
記
述
が
第
一

に
問
題
に
す
る
の
は
「
差
異

4

4

」
と
し
て
の

4

4

4

4

「
出
来
事

4

4

4

」
の
忘
却

4

4

4

で
あ
っ
て
、
存
在

神
論
は
あ
く
ま
で
そ
の
枠
内
に
収
容
さ
れ
る
（
誇
張
す
る
と
）
副
次
的
な
問
題
で

あ
る
。「
出
来
事
」
と
は
、
形
而
上
学
が
そ
こ
に
お
い
て
可
能
と
な
り
つ
つ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
そ4

れ
自
体
は
形
而
上
学
の
う
ち
で
忘
却
さ
れ
る
も
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
る

に
、
テ
ン
ゲ
ィ
は
、
も
っ
ぱ
ら
存
在
神
論
と
し
て
の
形
而
上
学
の
規
定
の
不
十
分

さ
を
批
判
す
る
。
こ
う
し
た
態
度
は
、
第
一
点
で
あ
げ
た
形
而
上
学
期
解
釈
の
特

徴
、
則
ち
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
本
人
が
形
而
上
学
的
な
世
界
投
企
そ
の
も
の
を
成
り
立

た
し
め
る
条
件
に
着
目
し
た
の
に
対
し
、
テ
ン
ゲ
ィ
は
世
界
投
企
を
構
成
す
る
メ

タ
存
在
論
に
議
論
を
と
ど
め
る
と
い
う
特
徴
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
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第
三
に
、
以
上
二
つ
の
テ
ン
ゲ
ィ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
差
異
は
、
最
終
的
に
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
」
概
念
に
関
す
る
テ
ン
ゲ
ィ
の
理
解
の
狭
さ
に
帰
結
す
る
。

『
世
界
と
無
限
』
第
三
篇
の
「
闘
技
的
な
世
界
投
企
」
で
『
時
間
と
存
在
』
に
論

及
す
る
際
、
彼
は
、
マ
リ
オ
ン
と
共
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
出
来
事
」
を
「
存

在
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
批
判
し
、「
出
来
事
」
は
「
存
在
」
に
限
ら
れ
ず
、
存
在
者
の

「
抵
抗
」
を
も
意
味
す
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
、「
存
在
」
に
対
し
て
「
世
界
」

を
際
だ
た
せ
る
彼
の
メ
タ
存
在
論
解
釈
と
同
様
の
態
度
で
あ
る
。
だ
が
、『
存
在
と

時
間
』
で
い
う
「
存
在
者
の
存
在
」
を
、
転
回
後
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
存
在
者
性

（Seiendheit

）」
と
し
て
批
判
的
に
捉
え
直
す
の
で
あ
り
、
ま
た
、「
出
来
事
」
概

念
と
接
続
さ
れ
る
「
存
在
」
は
テ
ン
ゲ
ィ
が
言
う
「
抵
抗
」
も
含
意
す
る
。

か
く
し
て
、
形
而
上
学
の
没
根
拠
性
を
強
調
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
し
、
テ
ン

ゲ
ィ
は
、
形
而
上
学	

―	

世
界
投
企	

―	

の
遂
行
に
身
を
持
し
、
そ
う
し
て
、
複

数
の
世
界
投
企
の
並
立
に
お
け
る
「
闘
技
的
リ
ス
ペ
ク
ト
」
を
現
象
学
的
形
而
上

学
の
「
根
本
気
分
」
と
す
る
。
形
而
上
学
の
自
己
閉
塞
性
を
乗
り
越
え
る
企
図
を

共
有
し
つ
つ
、
形
而
上
学
に
対
す
る
態
度
は
か
く
も
異
な
る
の
で
あ
る
。

景
山
の
以
上
の
提
題
に
関
す
る
質
疑
応
答
と
し
て
、
テ
ン
ゲ
ィ
と
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
関
係
を
め
ぐ
る
も
の
で
は
、「『
否
定
性
』
の
概
念
を
媒
介
と
し
て
、『
無
限

（U
nendlichkeit

）』
の
開
放
性
に
着
目
す
る
テ
ン
ゲ
イ
と
『
脱
去
（Entzug

）』

の
没
根
拠
性
を
強
調
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
調
停
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
な
い

か
」、
と
い
う
論
点
が
提
起
さ
れ
た
。
確
か
に
、
形
而
上
学
の
遺
産
で
あ
る
否
定

性
の
概
念
は
、
形
而
上
学
へ
の
態
度
が
異
な
る
両
者
を
つ
な
ぐ
論
点
と
し
て
有
益

だ
ろ
う
。そ
の
射
程
に
つ
い
て
景
山
に
確
た
る
答
え
は
な
い
が
、
否
定
性
概
念
は
、

む
し
ろ
両
者
の
哲
学
的
志
向
の
差
異
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
事
に
導
く
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

長
坂
真
澄「
超
限
と
無
限
：
カ
ン
ト
ー
ル
を
経
由
す
る
テ
ン
ゲ
ィ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
論
」

最
後
の
提
題
と
し
て
、
長
坂
が
、『
世
界
と
無
限
』
第
三
部
Ｂ
で
扱
わ
れ
て
い
る

「
無
限
」
の
問
題
系
を
、
テ
ン
ゲ
ィ
の
存
在
神
学
的
で
は
な
い
現
象
学
的
形
而
上

学
の
提
示
と
結
び
付
け
て
論
じ
た
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
カ
ン
ト
へ
と
至
る
伝
統
に
反
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
無

限
の
認
識
を
肯
定
す
る
。『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』（
一
九
一
三
年
）
で
は
、「
物
」
は
「
カ

ン
ト
的
意
味
に
お
け
る
理
念
」
す
な
わ
ち
無
限
と
い
う
統
一
体
の
理
念
で
あ
る
と

さ
れ
、「
超
越
す
る
直
観
」
の
対
象
で
あ
る
と
さ
れ
る
。『
論
理
学
研
究
』
修
正
稿

（
一
九
一
三
年
）
に
お
い
て
は
、
範
疇
的
直
観
が
無
限
に
ま
で
適
用
さ
れ
る
。
こ

う
し
た
主
張
は
、
無
限
の
認
識
を
標
榜
す
る
超
越
論
的
仮
象
、
無
限
の
存
在
証
明

を
主
張
す
る
、
カ
ン
ト
の
言
う
意
味
で
の
存
在
神
学
に
陥
ら
な
い
か
。
こ
の
よ
う

な
疑
念
に
対
し
て
テ
ン
ゲ
ィ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
馴
れ
親
し
ん
で
い
た
カ
ン
ト
ー

ル
超
限
集
合
論
を
経
由
す
る
こ
と
で
応
え
る
。
テ
ン
ゲ
ィ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象

学
が
無
限
に
つ
い
て
の
形
而
上
学
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
超

越
論
的
理
想
と
し
て
の
無
限
の
認
識
を
標
榜
す
る
存
在
神
学
的
形
而
上
学
で
は
な

く
、
現
象
学
的
形
而
上
学
と
い
う
新
た
な
形
の
形
而
上
学
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
両
者
の
区
別
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
る
の
が
、
超
越
論
的
理
想
の
措
定

を
そ
の
成
立
条
件
と
す
る
、
要
素
の
網
羅
的
規
定
が
前
提
さ
れ
て
い
る
か
否
か
で

あ
る
。

こ
こ
で
、
な
ぜ
カ
ン
ト
ー
ル
の
超
限
集
合
論
な
の
か
。そ
れ
は
カ
ン
ト
ー
ル
が
、

実
無
限
を
規
定
可
能
な
も
の
と
し
て
数
学
的
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を

示
し
た
最
初
の
人
物
だ
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
ー
ル
は
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
弁
証

論
を
非
難
し
、
人
間
理
性
は
認
識
を
超
限
に
ま
で
拡
張
で
き
る
と
す
る
。そ
れ
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
カ
ン
ト
的
意
味
に
お
け
る
理
念
」
の
直
観
を
語
る
姿
と
パ
ラ
レ

ル
を
な
す
の
で
あ
る
。
た
だ
し
テ
ン
ゲ
ィ
は
、
カ
ン
ト
ー
ル
の
超
限
集
合
に
お
い

て
は
要
素
の
網
羅
的
規
定
の
可
能
性
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
開
か
れ
た
」
無
限
に
お
い
て
は
、
無
限
を
な
す
個
々
の
要
素
は
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未
規
定
的
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
れ
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
無
限
の
形

而
上
学
が
、
カ
ン
ト
の
批
判
（
存
在
神
学
批
判
）
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ

れ
る
論
拠
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
に
そ
の
論
旨
を
ま
と
め
る
。

カ
ン
ト
ー
ル
は
実
無
限
の
数
学
的
規
定
と
い
う
課
題
を
自
ら
に
課
す
。
彼
は
、

無
限
集
合
の
冪
集
合
が
、
必
ず
も
と
の
集
合
よ
り
も
大
き
な
濃
度
を
持
つ
と
い
う

こ
と
を
、
対
角
線
論
法
（
一
八
九
一
年
）
を
用
い
て
証
明
す
る
。
こ
の
証
明
は
背

理
法
で
あ
る
。
ま
ず
、
も
と
の
無
限
集
合
と
そ
の
冪
集
合
の
要
素
が
１
対
１
対
応

す
る
こ
と
を
仮
定
し
、
そ
の
仮
定
か
ら
、
矛
盾
を
持
つ
対
角
線
集
合
（
こ
の
集
合

に
属
す
な
ら
ば
こ
の
集
合
に
属
さ
ず
、
こ
の
集
合
に
属
さ
な
け
れ
ば
こ
の
集
合
に

属
す
と
い
う
要
素
が
指
定
で
き
る
）
が
導
出
さ
れ
、
よ
っ
て
最
初
の
仮
定
が
誤
り

で
あ
っ
た
と
結
論
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
一
八
九
〇
年
代
終
わ
り
に
は
、
カ
ン

ト
ー
ル
は
自
ら
の
超
限
集
合
論
に
パ
ラ
ド
ク
ス
を
見
出
す
（
す
べ
て
の
順
序
数
の

シ
ス
テ
ム
Ω
を
考
え
る
と
、
こ
の
Ω
は
整
列
集
合
で
あ
る
か
ら
、
Ω
自
体
の
順
序

数
が
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
は
Ω
が
す
べ
て
の
順
序
数
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と

に
矛
盾
す
る
）。
た
だ
し
カ
ン
ト
ー
ル
は
、
Ω
を
規
定
可
能
な
超
限
で
は
な
く「
不

整
合
な
多
性
」
と
す
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
を
解
決
し
た
と
見
な
す
。

こ
の
カ
ン
ト
ー
ル
の
議
論
を
詳
細
に
分
析
し
、
そ
れ
が
、
カ
ン
ト
的
ア
ン
チ

ノ
ミ
ー
に
陥
っ
て
い
る
と
論
じ
た
の
が
、
リ
シ
ー
ル
で
あ
る
（cf.	Richir,	M

arc,	
«	U

ne	antinom
ie	quasi-kantienne	dans	la	théorie	cantorienne	des	

ensem
bles	»,	in	É

tudes phénom
énologiques N

° 3 : Phénom
énologie et 

sciences exactes,	Bruxelles,	O
usia,	1986,	pp.	83-115

）。リ
シ
ー
ル
は
こ
こ
で
、

カ
ン
ト
ー
ル
に
対
す
る
ツ
ェ
ル
メ
ロ
の
批
判
的
注
釈
に
依
拠
し
て
論
を
進
め
る
。

ツ
ェ
ル
メ
ロ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
ー
ル
は
、
不
整
合
な
多
性
に
対
し
て
さ
え
、
一

つ
一
つ
の
要
素
が
規
定
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、「
直
観
」
的
に
、
或
る
多
性
を

他
の
多
性
の
「
内
に
投
影
す
る
」
作
業
を
し
て
い
る
。
ツ
ェ
ル
メ
ロ
は
、
こ
の
投

影
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
集
合
か
ら
一
つ
の
要
素
を
同
時
選
択
す

る
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
、
選
択
公
理
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
リ
シ
ー
ル

は
こ
の
ツ
ェ
ル
メ
ロ
の
注
釈
を
、
カ
ン
ト
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
で
の
議
論
と
重
ね
合

わ
せ
る
。

同
時
に
リ
シ
ー
ル
は
、
こ
う
し
た
ツ
ェ
ル
メ
ロ
の
見
解
を
、
対
角
線
論
法
そ

の
も
の
に
も
適
用
す
る
（cf.	Richir,	M

arc,	«	D
e	l

’illusion	transcendantale	
dans	la	théorie	cantorienne	des	ensem

bles	»,	A
nnales de l

’Institut de 
Philosophie et de Sciences Sociales de l

’U. L. B,	1986,	pp.	93-118.

）。

彼
は
、
そ
も
そ
も
対
角
線
論
法
が
出
発
点
に
お
く
仮
定
そ
れ
自
体
が
、
有
限
集
合

に
対
す
る
「
直
観
」
を
、
無
限
集
合
に
無
批
判
に
適
用
す
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
有
限
集
合
に
お
い
て
は
、
要
素
の
網
羅
的
規
定
は
当

然
可
能
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
ー
ル
は
そ
れ
を
無
限
集
合
に
適
用
す
る
こ
と
で
、
対

角
線
集
合
を
構
築
す
る
の
だ
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
リ
シ
ー
ル
の
考
え
で
は
無
限

集
合
の
要
素
は
網
羅
的
に
は
規
定
さ
れ
え
な
い
以
上
、
対
角
線
集
合
そ
れ
自
体
が

構
成
さ
れ
え
な
い
。
つ
ま
り
矛
盾
が
生
ま
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
背
理
法
自
体
が
な
り

た
た
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
対
し
て
、
Ｚ
Ｆ
Ｃ
の
公
理
系
は
、
無
限
集
合
の

網
羅
的
規
定
可
能
性
や
無
限
集
合
の
存
在
自
体
を
公
理
と
し
て
保
証
し
、
集
合
の

内
包
的
定
義
に
制
限
を
課
す
こ
と
で
、
カ
ン
ト
ー
ル
の
議
論
か
ら
超
越
論
的
錯
覚

の
危
険
を
差
し
当
た
り
取
り
除
い
た
と
さ
れ
る
。

さ
て
、
テ
ン
ゲ
ィ
は
、
こ
う
し
た
リ
シ
ー
ル
の
議
論
の
妥
当
性
を
認
め
た
上

で
、
Ｚ
Ｆ
Ｃ
の
公
理
系
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
カ
ン
ト
ー
ル
の
対
角
線
論

法
の
議
論
が
一
定
の
正
当
性
を
持
つ
に
至
る
と
考
え
る
。
こ
う
し
て
彼
は
、
有
限

と
絶
対
無
限
の
中
間
項
と
し
て
の
超
限
を
認
め
る
。し
か
し
他
方
で
テ
ン
ゲ
ィ
は
、

カ
ン
ト
ー
ル
の
超
限
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
開
性
」
と
し
て
の
無
限
の
概
念
を
対
置

さ
せ
、
あ
く
ま
で
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
要
素
が
根
本
的
に
未
規
定
に
と
ど

ま
る
無
限
の
認
識
が
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
す
る
。
そ
の
際
テ
ン
ゲ
ィ
が
典
拠
と

す
る
の
が
、
一
九
一
三
年
に
草
稿
が
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
第
三
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篇
で
あ
る
。
自
然
主
義
的
態
度
に
お
い
て
自
然
的
事
物
を
観
察
す
る
と
き
、
そ
の

事
物
が
個
体
化
す
る
と
い
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
「
何
性
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
い

わ
ゆ
る
網
羅
的
規
定
は
、
こ
う
し
た
規
定
の
種
類
に
属
す
。
そ
れ
に
対
し
、
人
格

主
義
的
態
度
に
お
い
て
の
み
捉
え
ら
れ
う
る
人
格
と
し
て
の
精
神
が
個
体
化
す
る

の
は
、
こ
の
精
神
が
「
一
回
か
ぎ
り
」
の
「
こ
れ
性
」
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
他

方
で
、
物
は
、
自
然
主
義
的
に
だ
け
で
は
な
く
、
人
格
主
義
的
に
も
個
体
化
さ
れ

う
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、
物
が
、
人
格
と
し
て
の
精
神
を
「
遡
示
す
る
」
が
ゆ

え
に
こ
そ
で
あ
る
。
こ
の
遡
示
に
お
い
て
こ
そ
、
物
は
開
性
を
持
つ
。
こ
う
し
た

「
開
性
」は
、
世
界
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
る
。フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
世
界
を「
超

限
的
無
限
性
」
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
を
あ
た
か
も
「
諸
物
の
閉

じ
ら
れ
た
集
合
体
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
の
超

限
的
無
限
性
に
対
し
て
、
世
界
の
「
開
性
」
と
い
う
意
味
で
の
無
限
を
対
置
す
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
無
限
の
直
観
は
、
各
要
素
の
網
羅
的
規
定
を
前
提
と
し
な
い
限
り

に
お
い
て
、
超
越
論
的
理
想
と
い
う
意
味
で
の
無
限
の
措
定
を
免
れ
て
い
る
。
か

く
し
て
テ
ン
ゲ
ィ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
無
限
の
現
象
学
を
、
存
在
神
学
的
で
な
い

形
而
上
学
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。

会
場
か
ら
は
、
多
く
の
有
益
な
批
判
や
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
。
特
に
植
村

玄
輝
氏
か
ら
は
、
正
当
に
も
、
提
題
者
に
よ
る
リ
シ
ー
ル
の
カ
ン
ト
ー
ル
批
判
の

紹
介
の
不
備
を
指
摘
し
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
発
表
後
、
数
理
論
理
学
者
の
黒
田

覚
氏
か
ら
、
数
多
く
の
貴
重
な
示
唆
を
い
た
だ
い
た
。
本
要
旨
は
、
両
氏
と
の
議

論
を
踏
ま
え
て
再
考
し
た
点
を
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意

を
表
し
た
い
。

（
景
山
洋
平
・
か
げ
や
ま　

よ
う
へ
い
・
東
京
大
学
）

（
池
田
裕
輔
・
い
け
だ　

ゆ
う
す
け
・
日
本
学
術
振
興
会
）

（
長
坂
真
澄
・
な
が
さ
か　

ま
す
み
・
群
馬
県
立
女
子
大
学
）
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１　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
趣
旨

二
〇
一
三
年
、
日
本
現
象
学
会
に
お
い
て
「
男
女
共
同
参
画
・
若
手
研
究
者
支

援
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
が
発
足
し
た
（
そ
の
経
緯
と
活
動
目
的
に
つ
い
て
は
、

昨
年
度
発
行
の『
現
象
学
年
報
』三
一
、八
一
頁
を
参
照
）。
当
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

プ
は
、
大
会
時
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催
を
活
動
内
容
の
一
つ
と
し
て
い
る
。

二
〇
一
五
年
度
は
そ
の
第
二
回
と
し
て
、
若
手
（
常
勤
外
）
研
究
者
支
援
を
目
的

と
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
た
。
今
回
は
「
現
象
学
の
可
能
性
を
再
考
す

る
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、
現
象
学
を
出
発
点
と
し
な
が
ら
も
従
来
の
文
献
研

究
の
枠
内
に
と
ど
ま
ら
な
い
応
用
的
・
実
践
的
な
研
究
領
域
を
切
り
拓
い
て
き
た

研
究
者
三
名
を
招
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
に
基
づ
く
お
話
を
う
か
が
っ
た
。
そ

の
大
枠
の
ね
ら
い
は
、
現
象
学
を
狭
義
の
文
学
部
的
な
も
の
か
ら
解
放
し
、
現
象

学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
も
つ
豊
か
な
潜
在
的
可
能
性
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
作
業
を
通
じ
て
、
現
象
学
を
中
心
に
研
究
を
行
っ
て
き
た
研
究
者
が
就

き
う
る
新
た
な
ポ
ス
ト
を
創
出
す
る
可
能
性
（
応
用
倫
理
学
が
倫
理
学
者
に
新
た

な
ポ
ス
ト
を
も
た
ら
し
た
よ
う
に
）
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
を
つ
く
り
、
ま

た
、
若
手
研
究
者
が
自
身
の
研
究
の
幅
を
広
げ
た
り
学
際
的
研
究
に
参
入
し
た
り

す
る
道
を
模
索
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
得
る
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
主
な
意

図
で
あ
る
。さ
ら
に
、
こ
う
し
た
学
際
的
広
が
り
を
意
識
的
に
開
拓
す
る
こ
と
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
大
学
・
専
門
学
校
で
の
教
養
教
育
を
現
象
学
が
担
う
（
た
と
え
ば
看

護
系
の
大
学
や
学
校
に
お
い
て
）
可
能
性
も
生
じ
て
く
る
こ
と
を
視
野
に
入
れ
つ

つ
議
論
を
進
め
た
。

２　

提
題
の
概
要

今
回
提
題
を
行
っ
て
く
れ
た
三
氏
は
、
現
象
学
研
究
を
出
発
点
と
し
な
が
ら

も
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
医
療
（
稲
垣
氏
）、
環
境
倫
理
学
（
紀
平
氏
）、
技
術

の
哲
学
（
直
江
氏
）
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
研
究
者
で
あ

る
。
三
氏
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
基
本
的
問
題
と
現
状
、
そ
の
分
野
で
さ
ら

に
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ど
の
よ
う
に
貢
献
し
う
る
か
に
つ
い
て
の
見
通
し
、

な
ど
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
い
た
。
以
下
は
、
提
題
者
自
身
に
よ
る
発
表
の
概

要
で
あ
る
。

２
．
１　

稲
垣	

諭
「
現
象
学
と
そ
の
臨
床
展
開
」

フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
危
機
』
書
の
中
で
、
自
然
科
学
の
営
み
が
「
主
体
」
と
「
生
」

の
意
味
を
喪
失
さ
せ
る
と
訴
え
て
か
ら
一
世
紀
ほ
ど
の
時
が
流
れ
よ
う
と
し
て
い

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

現
象
学
の
可
能
性
を
再
考
す
る
―
実
践
的
学
科
と
の
結
び
つ
き
を
中
心
に
―

 

提
題
者　

稲
垣　

諭
・
紀
平　

知
樹
・
直
江　

清
隆

オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
・
特
定
質
問
者　

秋
葉　

剛
史
・
若
見　

理
江　
司
会　

河
野　

哲
也
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る
。
そ
の
間
、
経
験
科
学
は
隆
盛
の
一
途
を
辿
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
は
今
ど
の
よ
う
な
形
を
な
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

最
近
流
行
し
て
い
る
「
思
弁
唯
物
論
」
の
論
者
の
中
に
は
現
象
学
の
終
わ
り
と

限
界
を
告
げ
る
も
の
が
い
る	

i

。
そ
れ
に
対
す
る
現
象
学
サ
イ
ド
か
ら
の
再
反

論
も
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ザ
ハ
ヴ
ィ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
象
学

が
「
精
神
医
学
、
建
築
、
教
育
、
ス
ポ
ー
ツ
科
学
、
心
理
学
、
看
護
学
、
比
較
文

学
、
人
類
学
、
社
会
学
等
々
」ii

に
与
え
、
今
も
与
え
続
け
て
い
る
イ
ン
パ
ク
ト

は
単
純
に
看
過
さ
れ
え
な
い
。
さ
ら
に
、
以
前
は
哲
学
の
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ

も
し
な
か
っ
た
「
身
体
論
」
や
「
他
者
論
」
と
い
っ
た
研
究
領
野
を
切
り
開
い
た

こ
と
も
現
象
学
の
功
績
で
あ
る	

iii

。
だ
と
す
れ
ば
、
現
象
学
に
対
す
る
強
い
批

判
が
今
に
な
っ
て
現
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
構
造
主
義
を
踏
み
台
に
し
な
け
れ
ば

ポ
ス
ト
構
造
主
義
が
飛
べ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
現
象
学
そ
れ
自
体
の
歴
然
た
る
地

歩
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
の
証
と
理
解
す
る
こ
と
さ
え
で
き
る
。

付
言
す
れ
ば
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
ド
イ
ツ
で
も
主
体
性
の
表
明
で
あ
る
表

現
主
義
に
対
す
る
「
新
即
物
主
義
（N

eue	Sachlichkeit
）」
と
い
う
芸
術
運
動

が
起
こ
っ
て
は
展
開
で
き
ず
に
終
息
し
た
歴
史
が
あ
る
。
言
い
が
か
り
に
近
い
批

判
で
あ
れ
ば
お
の
ず
と
消
え
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
現
象
学
研
究
と
し
て
今
後

も
重
要
な
こ
と
は
、
①
い
ま
だ
公
刊
が
続
く
現
象
学
者
の
テ
ク
ス
ト
分
析
を
通
し

て
着
実
な
解
釈
の
積
み
重
ね
を
行
い
、
現
象
学
が
何
を
行
っ
て
き
た
の
か
を
歴
史

の
中
で
浮
き
彫
り
に
し
、
②
次
な
る
現
実
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
ら
れ
る
よ
う

現
象
学
そ
の
も
の
の
可
能
性
を
発
見
的
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
一
九
二
〇
年
代
以
降
に
現
れ
た
「
発
生
的
現
象
学
」
と

い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
世
界
と
相
関
す
る
超
越
論
的
主
体
そ
の
も
の
の
生
成
を

問
う
こ
と
が
焦
眉
の
課
題
と
な
っ
た
。
こ
の
問
い
は
、「
還
元
」
と
「
反
省
」
を
用

い
る
醒
め
た
観
察
者
が
自
ら
の
経
験
を
頼
り
に
明
証
性
基
準
を
満
た
す
よ
う
記
述

す
る
限
り
で
、
内
容
的
に
は
空
疎
な
も
の
と
な
る
か
、
い
ず
れ
取
り
組
む
課
題
だ

と
言
っ
た
ま
ま
放
置
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
局
面
で
必
要
に
な
る
選
択
肢
の
一
つ
が
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
、

ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
や
ゲ
ル
プ
と
い
う
臨
床
家
が
扱
っ
た
精
神
医
学
的
事
例
を
用

い
な
が
ら
主
体
の
構
造
を
記
述
し
た
よ
う
に
、
現
代
の
自
然
科
学
や
経
験
諸
科
学

の
事
例
等
を
積
極
的
に
援
用
し
、
さ
ら
に
は
臨
床
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
研
究
者
自
ら

居
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
主
体
と
世
界
と
の
関
係
を
そ
の
現
場
か
ら
問
い
、
研
究
を

前
進
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
十
年
ほ
ど
、
私
が
そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
活
用
し
て
い
る
の
は
中
枢
神

経
系
疾
患
を
主
と
す
る
「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
医
療
の
臨
床
」
で
あ
る
。
リ
ハ

ビ
リ
臨
床
で
は
、
動
か
な
い
四
肢
、
認
識
に
な
ら
な
い
認
識
が
あ
り
、
重
度
脳
性

麻
痺
で
は
現
出
地
平
の
中
心
を
定
め
る
身
体
そ
の
も
の
の
正
中
が
定
ま
ら
な
い
未

定
頸
患
者
が
多
数
い
る
。
そ
し
て
、
医
学
的
な
治
療
根
拠
と
手
続
き
と
が
決
定
で

き
な
い
経
験
科
学
の
限
界
が
あ
る
。

以
前
、
私
は
現
象
学
を
「
自
覚
的
意
識
と
は
独
立
に
、
気
づ
い
た
と
き
に
は
す

で
に
成
立
し
て
い
る
（
も
し
く
は
解
体
・
変
容
し
て
い
る
）
世
界
と
の
か
か
わ
り

方
の
解
明
の
技
法
」
で
あ
る
と
定
義
し
、
超
越
論
性
を
「
身
体
も
し
く
は
意
識
が

変
わ
っ
た
の
か
、
世
界
が
変
わ
っ
た
の
か
を
区
別
す
る
基
準
が
そ
も
そ
も
消
失
す

る
場
所
」
と
し
て
特
徴
づ
け
た	

iv

。
一
般
に
世
界
は
、
主
体
の
認
識
や
感
情
に

応
じ
て
変
化
し
た
り
は
し
な
い
。
そ
れ
が
主
観
と
客
観
と
が
厳
密
に
区
分
さ
れ
る

と
信
じ
ら
れ
る
所
以
で
も
あ
る
。

し
か
し
リ
ハ
ビ
リ
の
現
場
で
は
、
変
容
し
て
し
ま
っ
た
意
識
（
感
覚
、
知
覚
、

認
識
）
と
身
体
（
痙
性
、
麻
痺
、
緊
張
）
が
あ
り
、
二
度
と
以
前
と
同
じ
に
は
戻

れ
な
い
生
活
世
界
の
動
揺
が
あ
る
。
意
識
が
変
わ
っ
た
の
か
、
世
界
が
変
わ
っ
た

の
か
が
不
分
明
に
な
る
現
実
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
世
界
を
改
め
て
構
成
す
る
こ
と

と
、
主
体
を
発
達
的
に
組
織
し
直
す
こ
と
を
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う

し
た
現
実
の
理
解
を
、
例
え
ば
「
相
関
主
義
」
と
呼
ぶ
の
は
自
由
で
あ
り
、
安
易
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で
あ
り
、
単
な
る
コ
ト
バ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
主
張
を
ど
ん
な
に
繰
り
返
し
て

も
、
世
界
の
再
建
も
主
体
の
再
編
も
促
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

現
在
、
意
識
の
探
求
は
、
脳
科
学
、
神
経
科
学
、
認
知
科
学
と
い
っ
た
自
然
科

学
の
主
要
テ
ー
マ
と
な
り
、
ク
オ
リ
ア
や
人
工
知
能
と
い
っ
た
一
世
紀
前
に
は
問

題
に
な
ら
な
か
っ
た
課
題
に
自
然
科
学
が
取
り
組
む
よ
う
に
も
な
っ
た
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
を
欠
い
た
手
足
、
志
向
性
が
そ
れ
と
し
て
成
立
し
な

い
認
識
が
、
微
動
だ
に
し
な
い
経
験
の
分
厚
い
層
と
し
て
臨
床
の
現
場
で
は
立
ち

現
わ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
現
実
の
体
験
へ
と
う
ま
く
記
述
を
届
か

せ
、
経
験
を
拓
く
に
は
、
今
の
と
こ
ろ
現
象
学
し
か
方
法
が
な
い
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

（
稲
垣
諭
・
い
な
が
き　

さ
と
し
・
東
洋
大
学
）

２
．
２　

紀
平	

知
樹
「
環
境
問
題
と
現
象
学
」

現
在
、
地
球
は
人
新
世
（A

nthropocene

）
の
時
代
に
入
っ
た
と
い
わ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
類
の
活
動
の
影
響
が
地
球
に
と
っ
て
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
新
た
な
地
質
年
代
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
時
代
に
お
い
て
人
間
と
環
境
と
の
関
係
を
問
い
直
す
こ
と
は
不
可

避
の
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
今
回
の
発
表
で
は
、
そ
う
し
た
問
い

直
し
の
作
業
に
現
象
学
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を

考
察
し
、
現
象
学
研
究
の
新
た
な
フ
ィ
ー
ル
ド
が
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
目
的

で
あ
っ
た
。
議
論
は
、
ま
ず
は
哲
学
／
倫
理
学
か
ら
の
環
境
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
と
し
て
、
環
境
倫
理
学
の
テ
ー
マ
と
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
概
観
し
た
。

日
本
で
環
境
倫
理
学
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
は
、
加
藤
尚
武
の
『
環
境
倫
理

学
の
す
す
め
』（
一
九
九
一
年
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
中
で
加
藤
は

環
境
倫
理
学
の
三
本
柱
と
し
て
、
自
然
の
生
存
権
、
世
代
間
倫
理
、
地
球
全
体
主

義
を
あ
げ
て
い
る
。
自
然
の
生
存
権
の
問
題
系
で
は
、
人
間
中
心
主
義
が
人
間
非

中
心
主
義
の
立
場
か
ら
批
判
さ
れ
る
。
次
に
世
代
間
倫
理
で
は
、
未
来
世
代
に
対

す
る
現
在
世
代
の
責
任
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
地
球
全
体
主
義
で
は
、
近
代
の

科
学
革
命
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
無
限
の
空
間
と
い
う
認
識
が
改
め
ら
れ
る

べ
き
で
あ
り
、
宇
宙
船
地
球
号
と
い
う
よ
う
な
有
限
な
空
間
と
し
て
地
球
を
考
え

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
環
境
倫
理
の
枠
組

み
は
、
二
項
対
立
の
図
式
で
描
か
れ
て
き
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
か
ら

は
、
こ
う
し
た
二
項
対
立
図
式
を
克
服
し
、
よ
り
実
践
の
立
場
で
問
題
解
決
を
考

え
る
べ
き
だ
と
す
る
主
張
が
現
れ
た
。
例
え
ば
鬼
頭
秀
一
氏
の
『
自
然
保
護
を
問

い
直
す
』
や
米
国
で
出
版
さ
れ
たEnvironm

ental	Pragm
atism

が
そ
れ
で
あ

る
。鬼
頭
は
生
業
や
生
活
の
視
点
か
ら
の
環
境
倫
理
学
の
構
築
を
目
指
し
て
い
る
。

ま
た
米
国
の
環
境
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
論
者
た
ち
は
、
従
来
の
環
境
倫
理
学
が

あ
る
種
の
形
而
上
学
的
論
争
に
関
わ
っ
て
き
た
と
し
て
批
判
し
、
よ
り
実
践
的
な

問
題
解
決
を
志
向
し
た
環
境
倫
理
の
構
築
を
目
指
し
て
い
る
。

次
に
現
象
学
と
環
境
問
題
と
の
関
わ
り
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
マ
ッ
ク
ス
・

シ
ェ
ー
ラ
ー
は
『
道
徳
の
構
造
に
お
け
る
ル
サ
ン
チ
マ
ン
』
に
お
い
て
す
で
に
、

工
業
化
さ
れ
た
社
会
に
お
け
る
環
境
問
題
へ
の
危
機
感
を
表
明
し
て
い
る
し
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
思
索
の
中
に
も
環
境
破
壊
に
対
す
る
批
判
的
な
見
解
を
読
み
取
る
こ

と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
デ
ィ
ー
プ
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
先
駆
者

と
み
る
解
釈
も
存
在
す
る
。
ま
た
近
年
はEco-Phenom

enology

と
い
う
論
文
集

も
出
版
さ
れ
、
環
境
哲
学
と
し
て
の
現
象
学
の
可
能
性
を
開
拓
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
編
者
達
は
、
こ
の
論
文
集
の
主
題
は
「
自
然
と
の
新
た
な
関
係
を

展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
現
象
学
が
果
た
し
う
る
役
割
に
向
け
ら
れ
て
い
る
」	 v

と

述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
現
象
学
か
ら
の
環
境
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

で
か
け
て
い
る
の
は
、
経
済
の
問
題
で
あ
る
。
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
生
活
は
市
場

経
済
シ
ス
テ
ム
の
上
で
営
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
抜
き
に
し
て
生
や
生

活
世
界
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
不
十
分
で
あ
る
。
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本
発
表
で
は
、
環
境
と
経
済
の
問
題
を
現
象
学
的
に
批
判
の
俎
上
に
載
せ
る
た

め
の
通
路
と
し
て
持
続
可
能
な
開
発
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
概
念
は
現
在

の
環
境
保
護
活
動
、
環
境
政
策
に
と
っ
て
中
心
的
な
理
念
で
あ
り
、
ま
た
思
想
面

か
ら
見
れ
ば
持
続
可
能
性
の
問
題
は
世
代
間
倫
理
の
問
題
で
あ
り
、
環
境
思
想
に

と
っ
て
も
中
心
的
な
問
題
で
あ
る
。

持
続
可
能
性
の
問
題
は
、
環
境
経
済
学
な
ど
で
は
、
強
い
持
続
可
能
性
の
解
釈

と
弱
い
持
続
可
能
性
の
解
釈
の
間
で
論
争
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
争
の
焦
点

は
自
然
資
本
と
人
工
資
本
が
代
替
可
能
な
関
係
に
あ
る
の
か
（
弱
い
持
続
可
能

性
）、
そ
れ
と
も
補
完
関
係
に
あ
る
の
か（
強
い
持
続
可
能
性
）と
い
う
点
に
あ
る
。

弱
い
持
続
可
能
性
の
解
釈
で
は
、
自
然
資
本
と
人
工
資
本
は
総
量
が
維
持
、
増
加

さ
れ
て
い
れ
ば
持
続
可
能
な
状
態
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
あ
ら

ゆ
る
も
の
が
共
通
の
尺
度
で
測
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
た
め
の
尺
度
が
価
格
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
な

ら
、
環
境
は
自
然
物
も
人
工
物
も
含
め
て
す
べ
て
、
市
場
経
済
的
価
値
に
よ
っ
て

測
定
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
事
態
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が

自
然
の
数
学
化
と
呼
ん
だ
事
柄
と
類
比
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
し
、

あ
る
い
は
そ
れ
を
一
歩
進
め
た
も
の
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ガ
リ

レ
オ
に
よ
っ
て
、
始
ま
っ
た
自
然
の
数
学
化
は
二
十
一
世
紀
に
お
い
て
は
、
自
然

の
資
本
化
へ
と
す
す
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
現
象
学
の
新
た
な
課
題
を
見
い
だ
す
こ

と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
の
資
本
化
批
判
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
こ
の
問

題
系
は
す
で
に
わ
れ
わ
れ
の
生
活
世
界
に
浸
透
し
て
い
る
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
を

現
象
学
的
に
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。

本
発
表
は
若
手
研
究
者
の
支
援
を
目
的
と
し
て
、
現
象
学
が
ど
の
よ
う
な
分
野

に
「
使
え
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
た
。
環
境
問
題

の
そ
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
持
続
可
能
性
と
い
う
問
題
に
現
象
学
的
な
考
察

を
差
し
挟
む
余
地
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
紀
平
知
樹
・
き
ひ
ら　

と
も
き
・
兵
庫
医
療
大
学
）

２
．
３　

直
江	

清
隆
「
技
術
の
哲
学
と
現
象
学
」

技
術
が
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な
営
み
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
し
か

し
、
技
術
に
関
す
る
現
象
学
的
探
求
は
驚
く
ほ
ど
少
な
い
。も
ち
ろ
ん
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
『
技
術
へ
の
問
い
』
は
有
力
な
手
が
か
り
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
の
身
体
論
な
ど
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
文
献
解
釈
を
超
え
て
、
事
象

に
照
ら
し
て
技
術
に
関
す
る
反
省
知
を
構
築
す
る
営
為
は
、
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か

り
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
技
術
が
い
か
な
る
知
で
あ
り
、
ま
た
、
人
工
物
と
は
い
か

な
る
存
在
で
、
人
工
物
を
介
し
た
世
界
と
の
関
わ
り
が
何
で
あ
る
か
な
ど
な
ど
に

つ
い
て
、
私
た
ち
は
ま
だ
か
ぎ
ら
れ
た
言
説
し
か
手
に
入
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

文
献
解
釈
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
既
存
の
現
象
学
の
言
説
を「
応

用
」
す
る
の
で
も
な
い
、
言
説
と
現
場
と
の
往
復
運
動
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

技
術
の
哲
学
全
般
の
動
向
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
技
術
の
哲
学
は
二
十
世

紀
末
に
「
経
験
論
的
転
回
」
を
遂
げ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
戦
後
か
ら
七
〇
年
代

ま
で
の
主
流
が
近
代
技
術
へ
の
批
判
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
後
の
展
開

は
概
ね
、「
近
代
」
と
い
う
仕
方
で
一
括
り
に
す
る
こ
と
に
対
す
る
反
省
で
あ
っ
た
と

い
っ
て
よ
い
。
例
え
ば
、
フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
の
技
術
哲
学
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

「
近
代
」
と
い
う
括
り
を
超
え
て
、
技
術
と
い
う
営
み
が
な
ん
で
あ
る
か
に
つ
い
て

個
々
の
現
象
に
即
し
な
が
ら
よ
り
微
細
な
仕
方
で
立
ち
入
っ
て
い
こ
う
と
い
う
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
近
年
で
は
、
個
別
的
事
例
に
対
す
る
経
験
的
研
究
に
基
づ
い
て

哲
学
的
考
察
を
行
う
こ
と
が
提
唱
さ
れ
て
き
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
経
験
科
学
へ

の
還
元
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
代
表
的
な
議
論
が
、
人
工
物
の
志
向

性
論
と
呼
ば
れ
る
分
析
哲
学
系
の
議
論
と
技
術
の
媒
介
性
論
と
呼
ば
れ
る
現
象
学

系
の
議
論
で
あ
る
。
前
者
が
人
工
物
の
存
在
論
に
目
を
向
け
る
の
に
対
し
、
後
者

は
人
工
物
が
人
間
と
世
界
と
を
媒
介
す
る
は
ら
た
き
に
着
目
す
る
と
言
っ
て
よ
い
。
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そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に
関
連
す
る
か
た
ち
で
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
の
例
を
述

べ
て
お
こ
う
。
ま
ず
人
工
物
の
志
向
性
論
で
あ
る
。
人
工
物
が
機
能
を
も
つ
と
い

う
こ
と
は
自
明
な
こ
と
で
は
な
い
。
一
方
で
、
座
る
と
い
う
機
能
を
離
れ
て
見
れ

ば
、
イ
ス
は
一
個
の
物
理
的
対
象
（
例
え
ば
木
）
に
す
ぎ
な
い
。
他
方
、
イ
ス
が

イ
ス
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
の
は
こ
の
対
象
の
持
つ
物
理
的
性
質
の
お
か
げ
で

あ
る
。
物
理
的
構
造
と
機
能
を
捉
え
る
に
あ
た
り
、
分
析
系
の
論
者
た
ち
が
注
目

す
る
の
は
、
設
計
者
が
人
工
物
に
機
能
を
も
た
せ
る
こ
と
を
意
図
（intend

）
し
、

技
術
的
お
よ
び
科
学
的
知
識
に
基
づ
い
て
そ
の
人
工
物
の
物
理
的
構
造
を
決
定
す

る
と
い
う
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
決
定
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
人
工
物
が
な

ぜ
そ
の
機
能
を
果
た
し
う
る
か
の
説
明
が
な
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、

人
工
物
の
特
別
な
存
在
様
態
に
対
す
る
分
析
は
現
象
学
の
側
か
ら
も
行
い
う
る
こ

と
は
容
易
に
推
察
さ
れ
る
。
人
工
物
が
技
術
的
で
あ
る
か
芸
術
的
で
あ
る
か
を
問

わ
な
け
れ
ば
、
例
え
ば
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
が
芸
術
作
品
と
物
理
的
実
在
の
違
い
を
取

り
上
げ
、
芸
術
作
品
と
美
的
経
験
に
お
け
る
そ
の
現
出
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
の
も
と

で
人
工
物
に
お
け
る
「
空
白
」
な
い
し
「
無
規
定
箇
所
」
を
論
じ
た
一
連
の
議
論

を
思
い
浮
か
べ
る
人
も
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
を
ど
う
評
価
す
る

か
は
別
と
し
て
、
人
工
物
へ
の
よ
り
現
代
的
な
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
十
分
見

込
み
の
あ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
ろ
う
。

い
ま
一
つ
の
媒
介
性
論
は
、
技
術
的
媒
介
の
構
造
や
解
釈
学
的
意
義
を
解
明
し

よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
技
術
に
よ
る
人
間
の
支
配
で
は
な
く
、
生
活
世
界
に

お
け
る
人
間
と
技
術
と
の
相
互
浸
透
が
問
題
で
あ
り
、
経
験
し
存
在
す
る
主
体
と

世
界
の
客
体
性
の
双
方
が
人
間
と
世
界
の
関
係
の
な
か
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
重

要
視
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
翻
っ
て
、
人
間
の
経
験
や
行
為
を
媒
介
し
、

わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
決
定
や
生
き
方
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
、
技
術
の
設
計
の

道
徳
性
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る	

vi

。

主
体
が
つ
ね
に
「
状
況
づ
け
ら
れ
た
主
体
」
で
あ
る
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
は

重
要
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ス
は
、
技
術
が
人
間
の
活
動
空
間
を
拡
大
す

る
と
同
時
に
技
術
に
見
合
っ
た
身
体
の
動
き
を
要
求
す
る
こ
と
を
取
り
上
げ
、
技

術
が
人
間
の
一
方
的
な
自
律
性
も
技
術
の
純
粋
な
自
律
性
を
と
も
に
疑
わ
し
い
も

の
に
す
る
共
同
作
業
と
し
て
「
純
粋
な
奉
仕
と
支
配
の
間
の
運
動
」
で
あ
る
と
述

べ
た
が	

vii

、
技
術
と
身
体
性
、
技
術
と
直
観
と
い
う
問
題
は
、
単
純
な
道
具
使

用
か
ら
高
度
な
技
術
シ
ス
テ
ム
（
例
え
ば
、
遠
隔
治
療
な
ど
を
考
え
ら
れ
た
い
）

に
至
る
ま
で
に
一
貫
す
る
問
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
と
り
わ
け
技
術
の
使
用
の
場

面
を
考
え
て
み
る
と
、
様
々
な
役
割
の
人
が
違
っ
た
仕
方
で
関
わ
り
な
が
ら
技
術

を
用
い
て
い
く
こ
と
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
技
術
的
行
為
の
場
合
のW

e

を
考
え
て
ど
う
技
術
を
評
価
し
て
い
く
か
は
ま
だ
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る	

viii

。

技
術
に
関
す
る
現
象
学
は
事
実
学
へ
と
変
貌
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、

技
術
に
対
す
る
批
判
の
矛
先
を
鈍
ら
せ
る
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
上
空
飛
翔

的
な
技
術
批
判
を
技
術
が
営
ま
れ
る
場
に
引
き
下
ろ
し
、
場
に
即
応
し
た
か
た
ち

で
現
象
学
的
な
言
説
を
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
技

術
に
関
す
る
現
象
学
は
未
開
拓
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
の
活
躍
の
余
地
の
大
き

い
領
域
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。（

直
江
清
隆
・
な
お
え　

き
よ
た
か
・
東
北
大
学
）

３　

質
疑
応
答

以
上
の
よ
う
な
提
題
の
後
、
特
定
質
問
者
と
フ
ロ
ア
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
質
問
と

コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
た
。
以
下
で
そ
の
一
部
を
紹
介
す
る
。

ま
ず
一
つ
の
質
問
と
し
て
、
今
回
の
話
題
の
多
様
性
に
か
ん
が
み
、
そ
れ
ぞ
れ

の
提
題
者
は
「
現
象
学
」
と
い
う
こ
と
で
何
を
意
図
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問

い
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
各
提
題
者
か
ら
の
答
え
は
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
分
野

に
固
有
の
か
か
わ
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
共
通
し
て
浮
か
び
上
が
っ
た

の
は
、
だ
れ
か
特
定
の
哲
学
者
（
フ
ッ
サ
ー
ル
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
、
等
々
）
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の
思
想
内
容
の
正
確
な
再
構
成
と
い
う
目
的
に
は
と
ら
わ
れ
な
い
形
で
、「
志
向

性
」
や
「
生
き
ら
れ
た
体
験
」
と
い
っ
た
中
心
問
題
系
に
関
し
て
積
み
重
ね
ら
れ

て
き
た
考
察
は
、
現
象
学
プ
ロ
パ
ー
で
な
い
研
究
者
た
ち
か
ら
も
具
体
的
問
題
の

分
析
に
と
っ
て
貴
重
な
資
源
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
状
況
で
あ

る
。ま

た
こ
れ
と
関
連
し
て
、「
現
象
学
」
と
い
う
こ
と
の
内
実
に
つ
い
て
別
の
角
度

か
ら
の
質
問
も
あ
っ
た
。
現
象
学
は
経
験
が
も
つ
意
味
を
記
述
す
る
こ
と
を
任
務

と
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
提
題
者
が
取
り
組
ん
で
い
る
問
題
領
域
で
扱
わ
れ
る
経

験
や
意
味
は
「
だ
れ
に
と
っ
て
の
」
も
の
な
の
か
、
と
い
う
の
が
そ
の
趣
旨
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
す
る
各
提
題
者
か
ら
の
解
答
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
観
点
の
多

様
性
を
反
映
す
る
も
の
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
環
境
問
題
を
考
え
る
と
き
に
重
要

に
な
る
経
験
の
主
体
は
単
独
の
「
わ
れ
」
と
い
う
よ
り
も
（
地
域
・
地
球
）
共
同

体
と
し
て
の
「
わ
れ
わ
れ
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
新
た
な
技
術
や
人
工
物
の
誕

生
に
よ
っ
て
従
来
の
と
ら
え
方
に
収
ま
ら
な
い
経
験
の
あ
り
方
（
１
・
５
人
称
と

も
呼
び
う
る
も
の
）
が
生
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
指
摘
さ
れ

た
。さ

ら
に
、
今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
テ
ー
マ
設
定
自
体
に
関
し
て
、「
若
手
支

援
」
と
「
実
践
的
研
究
」
の
結
び
つ
き
は
ど
の
程
度
強
い
も
の
と
考
え
ら
れ
お
り
、

実
際
に
ど
こ
ま
で
強
い
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
い
か
け

が
あ
っ
た
（
そ
の
背
景
と
し
て
、
若
手
の
就
職
と
い
う
点
で
言
え
ば
む
し
ろ
従
来

の
文
献
研
究
を
し
て
い
る
者
の
方
が
実
績
は
よ
い
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
補
足
が

あ
っ
た
）。
こ
れ
に
対
し
て
は
企
画
者
と
司
会
者
の
側
か
ら
、
今
回
の
趣
旨
は
あ

く
ま
で
選
択
肢
と
し
て
若
手
研
究
者
の
視
野
に
入
る
可
能
性
の
幅
を
広
げ
る
と
い

う
も
の
で
あ
り
、
現
実
問
題
と
し
て
全
員
が
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ポ
ス
ト
に
就
け
る
わ

け
で
は
な
い
以
上
そ
の
重
要
性
は
無
視
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
現
状
認
識
が
述

べ
ら
れ
、
ま
た
、
近
い
将
来
に
訪
れ
る
か
も
し
れ
な
い
新
た
な
学
問
体
制
へ
の
移

行
を
考
え
る
と
現
象
学
と
実
践
的
学
科
と
の
相
互
交
流
の
重
要
性
は
今
後
ま
す
ま

す
高
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
通
し
も
述
べ
ら
れ
た
。

ま
た
、
今
後
さ
ら
に
展
開
可
能
な
方
向
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
い
く
つ

か
の
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
リ
ハ
ビ
リ
臨
床
で
問
題
と
な
る
現

出
空
間
の
構
成
と
い
う
事
象
に
つ
い
て
は
時
間
性
の
観
点
か
ら
さ
ら
に
考
察
を
深

め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
示
唆
が
あ
っ
た
。
ま
た
よ
り
一
般
的
な
ポ
イ

ン
ト
と
し
て
、
理
論
か
ら
実
践
の
場
へ
の
応
用
と
い
う
一
方
向
的
な
影
響
だ
け
で

な
く
、
実
践
の
場
か
ら
理
論
的
研
究
へ
の
貢
献
（
た
と
え
ば
リ
ハ
ビ
リ
患
者
の
体

験
の
記
述
が
健
常
者
の
体
験
を
逆
照
射
し
た
り
、
職
人
的
技
能
の
習
得
に
つ
い
て

の
考
察
が
意
味
形
成
プ
ロ
セ
ス
一
般
に
つ
い
て
の
洞
察
を
も
た
ら
し
た
り
）
と

い
っ
た
こ
と
も
十
分
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
示
唆
も
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
現
象
学
研
究
を
活
か
し
う
る
多

様
な
方
向
性
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
知
見
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
同
時
に

多
く
の
課
題
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
若
手
研
究
者
支
援

と
い
う
試
み
を
実
践
的
学
科
と
の
結
び
つ
き
で
進
め
て
い
く
に
は
、
こ
の
よ
う
な

取
り
組
み
を
今
回
だ
け
で
終
わ
ら
せ
ず
継
続
的
に
行
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
ま
た
有
益
で
あ
ろ
う
。
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R
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67 フィンクの世界根源の現象学

本
論
の
目
的
は
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
明
快
な
見
通
し
が
与
え
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
オ
イ
ゲ
ン
・
フ
ィ
ン
ク（1905-1975
）の
前
期
思
想（1928

年
‐1940

年
代
）

の
核
心
部
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
を
受
け
て
独
自
に
展
開
さ
れ

た
「
世
界
根
源
の
現
象
学
」
で
あ
る
と
規
定
し
、
そ
の
哲
学
的
内
実
と
意
義
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
業
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
殆
ど
の

フ
ィ
ン
ク
研
究
で
は
前
・
後
期
思
想
の
関
係
理
解
に
つ
い
て
混
乱
が
認
め
ら
れ
る

が
、
そ
の
根
本
的
原
因
は
、
先
行
研
究
が
前
期
思
想
の
モ
チ
ー
フ
を
正
確
に
摘
出

し
き
れ
て
い
な
い
点
に
あ
り
、
そ
の
克
服
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、

本
論
の
テ
ー
ゼ
と
そ
の
解
明
の
手
順
を
予
め
簡
潔
に
示
唆
す
る
も
の
と
す
る
。

フ
ィ
ン
ク
は
、
超
越
論
的
現
象
学
の
本
来
的
問
い
と
は
「
世
界
根
源
へ
の
問
い

0

0

0

0

0

0

0

0

Frage nach dem
 U

rsprung der W
elt

」
に
他
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
（Fink	

1966,	102-106,	108-109,	123,	134,	148usf.

）。
本
論
は
、
こ
の
発
言
を
手
引
き

と
し
て
、
前
期
フ
ィ
ン
ク
思
想
の
根
本
課
題
を
「
世
界
が
現
実
化
さ
れ
る
と
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

う
仕
方
で
構
成
す
る
主
観
性
が
自
ら
を
現
実
化
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（H
ua	D

ok	II/1,	
p.49

）
と
し
て
の
「
世
界
化

0

0

0V
erw

eltlichung, M
undanisierung

」
の
現
象
学

的
解
明
で
あ
る
と
み
な
し
、
こ
れ
を「
世
界
根
源
の
現
象
学

0

0

0

0

0

0

0

0

」と
名
付
け
る
。
よ
っ

て
、「（
超
越
論
的
）
現
象
学

0

0

0

」（
第
一
節
）、「
根
源

0

0U
rsprung

」（
第
二
節
）、
そ
し

て
「
世
界

0

0

」（
第
三
節
）
と
い
う
三
つ
の
概
念
を
中
心
と
し
て
前
期
フ
ィ
ン
ク
思

想
の
構
想
を
最
も
基
礎
的
な
次
元
か
ら
解
明
し
、
体
系
的
に
描
き
出
す
こ
と
が
本

論
の
具
体
的
課
題
で
あ
る
。

第
一
節　

フ
ィ
ン
ク
の
「
現
象
学
」
～
フ
ィ
ン
ク
の
出
発
点

「
現
象
学
」
と
い
う
表
現
は
今
日
に
お
い
て
も
極
め
て
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て

お
り
、
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
も
、
フ
ィ
ン
ク
が
「
現
象
学
」
を
如
何
な
る
哲
学
・

哲
学
す
る
こ
と
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
か
の
確
認
は
、
本
論
の
課
題
設
定
か
ら

し
て
必
須
で
あ
ろ
う
。
結
論
か
ら
記
す
と
、
フ
ィ
ン
ク
は
、
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
思

想
の
定
式
を
受
け
入
れ
、
自
身
が
遂
行
す
る
「
現
象
学
」
の
こ
と
を
「
超
越
論
的

現
象
学
」
と
し
、「
超
越
論
的
現
象
学
」
と
は
「
構
成
的
観
念
論
」
で
あ
る
と
明
確

に
規
定
し
て
い
る
（Fink	1966,	147

）。

フ
ィ
ン
ク
は
、「“
存
在
”
に
関
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
本
当
の
テ
ー
ゼ
は
、	“
現
象

学
的
還
元
”、
す
な
わ
ち
、
存
在
者
の
被
構
成
性
テ
ー
ゼ
〔
存
在
者
と
は
構
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
〕
で
あ
る
」（EFGA

3/2,	140,	Z-X
I	7a

）
と

い
っ
て
い
る
。
こ
の
「
存
在
」
に
つ
い
て
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
テ
ー
ゼ
は
、
超
越
論

的
主
観
性
と
は
「
存
在
へ
の
真
の
通
路
」
で
あ
る
と
い
う
、「
存
在
と
知
」
の
関
係

フ
ィ
ン
ク
の
世
界
根
源
の
現
象
学

池

田

裕

輔
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に
つ
い
て
の
「
根
本
仮
説
」（Fink	1966,	201

）
と
不
可
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

超
越
論
的
主
観
性
と
は
「
存
在
へ
の
真
の
通
路
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
存
在
が

前
者
に
よ
っ
て
「
構
成
」
さ
れ
た
限
り
で
あ
る
と
い
う
の
が
構
成
的
観
念
論
と
し

て
の
超
越
論
的
現
象
学
の
「
根
本
仮
説
」
で
あ
る
。
フ
ィ
ン
ク
に
よ
る
と
、「
超
越

論
的
現
象
学
」
の
遂
行
と
は
、
単
に
、
文
化
的
対
象
性
の
よ
う
に
明
ら
か
に
人

間
相
対
的
な
現
象
や
心
的
な
存
在
者
等
を
「
志
向
性
」
と
い
う
語
彙
を
用
い
て

解
明
す
る
作
業
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
（vgl.	ibid.	2-7	usf.

）、
む
し
ろ
、
現

象
学
的
記
述
と
構
成
分
析
を
通
じ
た
「
存
在
問
題
」
の
展
開
で
あ
る
（ibid.	201-

202

）。
つ
ま
り
、「
志
向
的
分
析
」
と
は
「
志
向
的
な
着
想
に
従
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

立
て
ら
れ
た

存
在
問
題
」（ibid.	204

）
の
解
明
作
業
に
他
な
ら
な
い
。
フ
ィ
ン
ク
の
い
う
「
存

在
問
題
」
と
は
、「
存
在
者
と
は
本
当
の
と
こ
ろ
何
で
あ
る
の
か
」（ibid.	201

）
と

い
う
問
い
に
集
約
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
記
述
さ
れ
、
構
成
分
析
を
通
じ
て
解

明
さ
れ
る
の
は
、「
存
在
者
そ
の
も
の
」（「
そ
の
何
内
容
に
即
し
た
特
定
の
も
の
と

し
て
の
存
在
者
」
や
「
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
」（ibid.	186-187	und	202

））

が
「
本
当
の
と
こ
ろ
何
で
あ
る
の
か
」
で
あ
り
、
そ
の
多
様
な
襞
で
あ
る
。
現
象

学
的
な
「
存
在
問
題
」
の
解
明
と
は
、
例
え
ば
、（
フ
ィ
ン
ク
が
自
身
の
博
士
論
文

で
取
り
組
ん
だ
よ
う
に
）「
現
前
化
（
準
現
在
化
）」
や
「
像
意
識
」
の
様
々
な
類

型
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
「
哲
学
的
多
義
性
」
を
解
き
ほ
ぐ
す
作
業
の
こ
と
で
あ

る
が
―
と
い
う
の
も
、
超
越
論
的
現
象
学
の
着
想
に
従
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
作
業

を
通
じ
て
、
は
じ
め
て
「
現
前
化
さ
れ
た
も
の
」
や
「
像
」
の
「
存
在
」
が
解
明

さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
（vgl.	ibid.	1-3

）
―
、
そ
の
際
、
フ
ィ
ン
ク
が
、「
現
実

的
〔
…
中
略
…
〕
お
よ
び
可
能
な
存
在
と
は
、
超
越
論
的
観
念
論
の
根
本
テ
ー
ゼ

に
従
う
と
―
大
雑
把
に
は
い
え
ば
―
直
観
的
な
知
覚
お
よ
び
現
前
化
に
相
関
的
で

あ
る
…
」（ibid.	60

）
と
い
う
点
を
特
に
強
調
し
て
い
る
事
か
ら
、
彼
に
と
っ
て

の
構
成
分
析
の
勝
義
の
課
題
と
は
、
存
在
者
そ
の
も
の
の
直
観
的
な
所
与
性

0

0

0

0

0

0

0

（「
存

在
者
の
自
体
所
与
」）
の
様
態
と
存
在

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
様
相
の
構
成
的
な
相
関
性
の
ア
プ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

リ
オ
リ

0

0

0

の
記
述
的
解
明
だ
と
い
え
る
（vgl.	ibid.	201

）。

従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
作
業
が
、
特
定
の
存
在
領
域
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る

存
在
者
の
「
被
構
成
性
」
を
掲
げ
る
強
い
テ
ー
ゼ
に
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り

で
、
超
越
論
的
現
象
学
と
は
存
在
者
の
全
体
と
し
て
の「
世
界
の
構
成
的
理
念
性
」

（ibid.	149

）
を
証
し
立
て
る
無
限
の
哲
学
的
営
み
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
他
な
ら
な

い
。
こ
の
意
味
で
、「
世
界
根
源
の
問
い
」
の
終
わ
り
な
き
探
究
と
し
て
の
「
現
象

‐
学
（Phänom

eno-Logie

）
と
は
世
界
現
象
のlogon	didonai

の
こ
と
を
意
味

す
る
」（H

ua	D
ok	II/2,	185

）。
超
越
論
的
現
象
学
と
は
、
存
在
者
全
体
の
「
被

構
成
性
」
テ
ー
ゼ
を
無
数
の
個
別
分
析
の
遂
行
に
よ
っ
て
正
当
化
し
よ
う
と
す
る

無
限
の
「
作
業
哲
学
」
の
理
念
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
古
典
的
意
味
で
の
哲
学
体
系

を
形
成
し
得
な
い
。

し
か
し
、
超
越
論
的
現
象
学
が
、
同
時
に
ご
く
普
通
の
意
味
で
の
哲
学
的
営

み
、
つ
ま
り
、
自
身
の
掲
げ
る
テ
ー
ゼ
を
立
場
の
異
な
る
者
に
対
し
て
弁
明
す
る

logon	didonai

の
営
み
で
も
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
超
越
論
的
主
観
性
そ
の
も
の

が
「
世
界
根
源
」
で
あ
る
と
い
う
「
根
本
仮
説
」
は
、「
無
限
の
課
題
」
の
無
限
の

遂
行
と
そ
の
証
示
に
先
立
っ
て
、
そ
れ
自
身
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
承
知
の
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
な

作
業
を
、
例
え
ば
「
世
界
の
哲
学
的
絶
対
化
」（H

ua	III/1,	120

）、
あ
る
い
は

「
超
越
論
的
心
理
学
主
義
」（H

ua	X
V

II,	261	usf.

）
な
ど
の
哲
学
的
仮
象
性
を

示
す
こ
と
で
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、『
危
機
』
の
フ
ッ
サ
ー
ル

は
、「
自
然
的
態
度
」
に
留
ま
る
限
り
自
身
の
着
想
に
不
可
避
的
に
伴
う
見
せ
か
け

の
仮
象
を
「
人
間
的
主
観
性
の
逆
説
」
と
し
て
主
題
化
、
そ
の
解
消
を
試
み
て
い

る
が
（H

ua	V
I,	182-193

）、
こ
の
課
題
は
「
世
界

0

0

」、
そ
し
て
「
超
越
論
的
主
観

0

0

0

0

0

0

性0

」
と
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
る
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の

0

0

0

0

「
存
在
の
問
い

0

0

0

0

0

」
の

解
明
と
不
可
分
で
あ
る
（vgl.	Ikeda	2014

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ィ
ン
ク
は
、

こ
う
い
っ
た
「
存
在
の
問
い
」、
そ
し
て
「
超
越
論
的
主
観
性
の
存
在
へ
の
問
い
」
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を
、
そ
れ
ら
の「
存
在

0

0

」が
は
じ
め
て
有
意
味
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
根0

源0

」
の
次
元
か
ら
現
象
学
的
に
解
明
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
理
解
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル

の
構
想
を
独
自
に
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
次
に
、
フ
ィ
ン
ク

の
着
想
の
独
自
性
を
形
作
る
、
そ
の
「
根
源
」
概
念
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節　

フ
ィ
ン
ク
の
「
根
源
」
～
フ
ィ
ン
ク
の
独
自
性

前
節
で
は
、
フ
ィ
ン
ク
に
お
け
る
「
構
成
的
根
源
」（「
世
界
根
源
」）
の
解
明

と
し
て
の
超
越
論
的
現
象
学
の
構
想
を
素
描
し
た
。
本
節
で
は
、「
超
越
論
的
主
観

0

0

0

0

0

0

性
の
存
在
へ
の
問
い

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
の
関
わ
り
か
ら
、
そ
の
「
根
源
」
概
念
を
明
確
化
す
る
。

以
下
、
①
フ
ィ
ン
ク
の
い
う
「
根
源
」
と
は
ど
の
よ
う
な
哲
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で

あ
る
の
か
、
そ
し
て
、
②
「
根
源
の
問
い
」
と
は
ど
の
よ
う
な
課
題
を
担
っ
た
問

い
で
あ
る
の
か
、
こ
の
二
つ
の
観
点
を
設
定
し
、
主
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
と
簡

潔
に
対
比
し
つ
つ
明
ら
か
に
す
る
。

①
「
根
源
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
：「
根
源
」
と
い
う
表
現
は
、
現
象

学
運
動
に
お
け
る
根
本
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ひ
と
つ
と
い
え
よ
う
。
フ
ィ
ン
ク
は
、
こ

の
こ
と
に
ひ
と
き
わ
敏
感
で
、1930

年
代
初
頭
の
草
稿
で
次
の
よ
う
に
明
記
し
て

い
る
：「
最
終
的
な
知
解
と
は
根
拠

0

0G
rund

で
は
な
く
、
む
し
ろ
根
源

0

0U
rsprung

に
関
係
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」（EFGA

3/1,	259,	Z-IV
	94a

）。

「
根
源
」
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
、
当
然
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
種
の
「
発
生
」

の
「
根
源
」
の
こ
と
を
理
解
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
フ
ィ
ン
ク
が
い
う
「
根

源
」
と
は
、
決
し
て
、「
成
立Entstehung

」
や
「
発
展Entw

icklung

」
と
い
っ

た
意
味
で
の
「
発
生
」
の
「
根
拠
」
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、

あ
る
現
象
の

0

0

0

0

0

「
成
立

0

0

」
や0

「
発
展

0

0

」
を
問
う
こ
と
と
は

0

0

0

0

0

0

0

、
当
該
の
現
象
が
生
じ

0

0

0

0

0

0

0

0

た0

、
あ
る
い
は
生
じ
得
る
諸
連
関
の
導
出
可
能
性
を
探
求
す
る
こ
と
で
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ0

の
限
り
で
そ
れ
ら
の

0

0

0

0

0

0

0

0

「
根
拠

0

0

」
の
探
求
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

と
い
え
る
が
、
根
源
と
は

0

0

0

0

、
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
の
正
確
な
比
喩
に
従
え
ば
、
ま
さ
に
「
流
れ
の
な
か
の
渦

0

0

0

0

0

0

0

」（Benjam
in	

1991,	226

）の
よ
う
な
も
の

0

0

0

0

0

0

だ
か
ら
で
あ
る
。
フ
ィ
ガ
ー
ル
が
注
釈
す
る
よ
う
に
、

あ
る
現
象
の
「
根
源
」
と
い
う
も
の
は
「
全
く
予
期
す
る
こ
と
も
、
予
め
導
出
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
中
心
〔
…
〕
す
な
わ
ち
、
そ
の
中
心
に
即
し
て
、
そ
し
て
、

そ
の
中
心
の
な
か
で
、
初
め
て
一
挙
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
新
し
く
開
示
さ
れ
る
中

心
」（Figal	2006,	31

）
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
「
根
源
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る

か
ら
こ
そ
、
は
じ
め
て
「
成
立
」
や
「
発
展
」、
つ
ま
り
「
根
拠
」
の
問
い
が
可

能
と
な
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、「
根
拠
の
問
い
」
を
含
む
広
義
で
の
「
発
生
的
問
い
」
と
勝
義
で
の
「
根

源
の
問
い
」は
厳
格
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
結
論
を
記
す
と
、
広
義
の「
世

界
根
源
へ
の
問
い
」
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
構
成
的
現
象
学
」
の
理
念
と
合
致
す
る

こ
と
は
既
に
見
た
が
、
勝
義
の
そ
れ
は
、
志
向
性
分
析
に
よ
っ
て
露
呈
さ
れ
る
受

動
的
綜
合
の
最
も
基
礎
的
な
「
諸
々
の
本
質
法
則
に
従
う
発
生

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（H
ua	I,	110

）

の
解
明
や
、
こ
の
「
本
質
法
則
」
に
服
し
た
限
り
で
生
じ
る
「
習
慣
性
」
等
の
自

我
論
的
な
獲
得
（
原
創
設
）
の
分
析
と
い
っ
た
現
象
の

0

0

0

「
成
立

0

0

」
の
可
能
性
を
問

0

0

0

0

0

0

う0

「
根
拠

0

0

」
の
問
い
で
は
な
く

0

0

0

0

0

0

0

、
以
下
に
見
る
「
世
界
化

0

0

0

」
と
い
う
根
源
的
出
来

0

0

0

0

0

0

0

0

事
そ
の
も
の
の
現
象
学
的
分
析

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、

フ
ィ
ン
ク
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
発
生
的
現
象
学
」、
特
に
「
原
創
設
」
の
問
題

系
か
ら
、
自
身
の
「
世
界
根
源
の
問
い
」
を
鋭
く
区
別
し
て
い
る
（vgl.	EFGA

	
3/1,	401,	U

-IV
	44

）。
こ
の
こ
と
の
検
討
に
入
る
前
に
、
フ
ィ
ン
ク
の
「
根
源
の

問
い
」
が
持
つ
超
越
論
的
現
象
学
的
な
動
機
と
目
的
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

②
「
存
在
の
問
い
」
と
「
根
源
の
問
い
」：
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
い
う
よ
う
に
、「
存

在
は
多
様
に
語
ら
れ
る
」。
こ
の
こ
と
を
、「
存
在
」
と
は
「
存
在
者
が
何
で
あ
り

0

0

0

0

、

如
何
に
あ
り

0

0

0

0

0

、
そ
も
そ
も
あ
る
の
か
否
か

0

0

0

0

0

0

」と
い
っ
た「
多
様
な
襞
」（GA

29/30,	
495

）
を
内
包
す
る
特
異
な
「
超
越
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
で
あ
る
、
と
理
解
す
る
こ
と

は
差
し
当
た
り
許
さ
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
本
論
が
扱
う

「
超
越
論
的
主
観
性
の
存
在
へ
の
問
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
は

0

0

、
超
越
論
的
主
観
性
が
持
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
多0
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様
な
襞

0

0

0

」
を
統
一
す
る
観
点
そ
の
も
の
の
明
示
化
作
業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
と
い
え
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
（
明
示
化
を
拒
絶
す
る
、
い
わ
ば
盲
点
の
よ
う
な
）
統
一
的

観
点
を
通
じ
て
、
は
じ
め
て
超
越
論
的
主
観
性
が
超
越
論
的
主
観
性
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0als

根
源
的
に
明
ら
か
な
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、「
超
越
論
的
主
観
性
の
存
在
へ
の

問
い
」
が
掲
げ
る
哲
学
的
要
求
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
フ
ィ
ン
ク
が
こ
の
問

い
に
対
し
て
二
つ
の
異
な
る
仕
方
で
回
答
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

一
方
で
フ
ィ
ン
ク
は
、
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
超
越
論
的
主
観
性
そ
の
も
の

を
存
在
者
の
構
成
的
な
根
源

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
い
る
。正
確
に
は
、
超
越
論
的
主
観
性
が「
存

在
問
題
」
に
対
し
て
最
終
的
な
責
任
を
負
い
、
よ
り
高
次
の
審
級
、
い
わ
ば
そ
の

「
背
後
」
と
い
う
も
の
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
存
在
者
の
「
根

源
」で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る（Fink	1966,	106

）。
前
期
フ
ィ
ン
ク
と
後
期
フ
ッ

サ
ー
ル
の
両
者
が
こ
の
テ
ー
ゼ
を
大
枠
で
共
有
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
だ
が
、
フ
ィ
ン
ク
は
同
時
に
、
以
下
で
み
る
よ
う
に
、「
超
越
論
的
主
観
性
の

0

0

0

0

0

0

0

0

存
在
へ
の
問
い

0

0

0

0

0

0

」
の
解
明
と
は
超
越
論
的
主
観
性
そ
の
も
の
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
世
界
化

0

0

0

」
の
根

0

0

源
性
の
解
明

0

0

0

0

0

に
他
な
ら
な
い
と
い
う
独
自
の
主
張
を
明
確
に
掲
げ
て
い
る
。

後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
出
発
す
る
フ
ィ
ン
ク
に
と
っ
て
「
超
越
論
的
主
観
性
」

と
は
、
表
象
の
統
一
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
の
超
越
論
的
統
覚
（
カ
ン
ト
）
の

よ
う
な
、
無
・
世
界
的
な
主
観
性
で
は
な
く
、
自
ら
を
人
間
と
し
て
常
に
構
成

し
、
既
に
構
成
し
て
い
る
世
界
化
し
つ
つ

0

0

0

0

0

0

・
世
界
化
さ
れ
た
主
観

0

0

0

0

0

0

0

0

（vgl.	ibid.	
14-16

他
多
数
）
で
あ
る
と
い
う
独
特
な
二
重
性
を
持
つ
。「
世
界
化
」
と
は
「
世0

界
が
現
実
化
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
構
成
す
る
主
観
性
が
自
ら
を
現
実
化
す
る
こ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と0

」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
世
界
」
と
「
主
観
性
」
の
二
重
性

が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
重
性
と
い
う
「
超
越
論
的
主
観
の
主

0

0

0

0

0

0

0

0

観
性
が
持
つ
存
在
論
的
不
透
明
さ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
は
「
自
然
的
態
度

0

0

0

0

0

」
に
根
付
く
も
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
こ
そ
が
、
前
節
で
示
唆
し
た
様
々
な
見
せ
か
け
上
の
哲
学
的
パ
ラ
ド
ク

ス
（
あ
る
い
は
仮
象
）
の
根
源

0

0

で
あ
る
と
さ
れ
（Fink	1966,	9.	vgl.	153-156,	

Ikeda	2014

）、
従
っ
て
、
そ
の
解
消
こ
そ
が
「
超
越
論
的
主
観
性
の
存
在
へ
の

問
い
」
の
根
本
課
題
で
あ
る
（Fink	1966,	9

）。
こ
の
「
不
透
明
さ
」
は
、
超
越

0

0

論
的
主
観
性
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

自
ら
を
世
界
化
し
つ
つ
、
人
間
的
主
観
性
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

既
に
世
界

化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
超
越
論
的
主
観
性
の
存
在
様
式
の
「
不
透
明
さ
」
に
由
来

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
存
在
の
問
い
」
に
対
し
て
責
任
を
負
う
の

は
、「
世
界
化

0

0

0

」
の0

「
不
透
明
さ

0

0

0

0

」
の0

「
根
源

0

0

」
そ
の
も
の
を
解
明
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
世
界

0

0

化
の
現
象
学

0

0

0

0

0

」（ibid

）
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
根
源
性
と
は
、

超
越
論
的
主
観
性
が
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
と
存
在
者
に
対
し
て
持
つ
構
成
的
根
源
性

で
は
な
く
、「
世
界
化

0

0

0

」
が
超
越
論
的
主
観
性
の
存
在
そ
の
も
の
を
規
定
す
る
限
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で0

、「
世
界
化

0

0

0

」の
根
源
性

0

0

0

0

に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
、
前
・
後
期
通
じ
て
フ
ィ

ン
ク
思
想
の
独
自
性
を
形
作
る
核
と
な
る
着
想
で
あ
る
。

既
に
見
た
よ
う
に
、
勝
義
で
の「
根
源
の
問
い
」は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る「
発

生
的
現
象
学
」
と
別
種
の
方
法
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、「
世
界
化

の
現
象
学
」
と
し
て
の
「
世
界
根
源
の
現
象
学
」
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
に
基
づ

く
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
象
学
的
方
法
と
は
、
分
析
に
服
す
る
事
象
が
現
出
す
る
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い
う
事
実
そ
の
も
の
か
ら
出
発
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
現
出
が
課
す
要
求
に
従
う
限
り
で
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

み0

、
そ
の
都
度
の
記
述
的
方
法
が
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
原
則

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

―
現
出
の
事
実
を

超
越
す
る
思
弁
的
原
理
の
使
用
を
禁
じ
る
原
則
―
を
自
ら
に
課
す
哲
学
的
方
法
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
だ
か
ら

0

0

0

0

、「
世
界
根
源
の
現
象
学

0

0

0

0

0

0

0

0

」の
方
法
は

0

0

0

0

、「
世
界
化

0

0

0

」の
事
実

0

0

0

、
つ
ま
り
、「
世0

界0

」
そ
の
も
の
の
現
出
と
い
う
事
実
を
記
述
的
に
解
明
す
る
以
外
の
も
の
で
は
あ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

り
え
な
い

0

0

0

0

。
よ
っ
て
、
以
下
、
前
期
フ
ィ
ン
ク
に
お
け
る
「
世
界
」
の
現
象
学
的

解
明
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節　

フ
ィ
ン
ク
の
「
世
界
」
～
フ
ィ
ン
ク
思
想
の
根
本
問
題

フ
ィ
ン
ク
は
、「
世
界
」
と
い
う
現
象
が
現
出
す
る
事
実
の
根
源
性
を
現
象
学
的

に
正
当
化
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
上
記
の
（
超
越
論
的
主
観
性
の
「
存
在
論
的
不
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透
明
さ
」
の
解
明
に
責
を
負
う
）「
世
界
化
の
現
象
学
」
と
い
う
課
題
を
遂
行
し

て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
自
然
的
生
に
属
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

、
既
に
生
じ
た
素
朴
性

0

0

0

0

0

0

0

0

〔
＝
自
然
的

態
度
〕
に
基
づ
い
て

0

0

0

0

0

」
の
み
、
現
象
学
的
還
元
、
つ
ま
り
構
成
分
析
の
遂
行
は

可
能
で
あ
る
が
（ibid.	15

）、
こ
の
よ
う
な
「
素
朴
性

0

0

0

」
の0

「
根
源

0

0

」
と
は

0

0

「
世0

界0

」が
現
出
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
と
い
う
の
が
フ
ィ
ン
ク
の
テ
ー
ゼ
で
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

従
っ
て

0

0

0

、
そ
の

0

0

「
自
明
性

0

0

0

」（ibid.	190,	196

）
を
現
象
学
的
に
可
視
化

0

0

0

0

0

0

0

0

0

・
自
覚

0

0

す
る
こ
と
こ
そ
が

0

0

0

0

0

0

0

「
世
界
化
の
現
象
学

0

0

0

0

0

0

0

」
の
課
題
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

。「
世
界
化

0

0

0

」
の
解
明

0

0

0

と
は

0

0

「
自
然
的
態
度

0

0

0

0

0

」
を
そ
の

0

0

0

「
生
成

0

0

」（ibid.	106,	139

）
と
い
う
点
か
ら
明

0

0

0

0

0

0

0

ら
か
に
す
る
作
業
に
他
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、「
世
界
」
そ
の
も
の
の

現
出
と
そ
の
生
成
の
根
源
性
を
フ
ィ
ン
ク
は
ど
の
よ
う
に
証
示
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
結
論
か
ら
記
す
と
、
前
期
フ
ィ
ン
ク
は
、
世
界
の
現
出
を

0

0

0

0

0

0

、
主
に
、
そ0

の
現
出
に
伴
う
時
間
性
の
ア
プ
リ
オ
リ
と
い
う
観
点
か
ら
記
述

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
正
当
化
を

0

0

0

0

0

0

お
こ
な
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

。
彼
は
、
実
に
多
様
な
現
象
を
分
析
し
て
い
る
が
、
本
論
で
は

「
想
起
」
現
象
の
記
述
的
分
析
を
手
引
き
と
し
て
こ
れ
を
確
認
す
る
。

ま
ず
、
フ
ィ
ン
ク
は
、「
想
起
」現
象
に
お
け
る
本
質
的
な
構
成
要
素
で
あ
る「
現

在
の
私
（
想
起
す
る
私
）」
や
「
過
去
の
私
（
想
起
さ
れ
た
私
）」
の
差
異
が
有
意

味
に
語
ら
れ
得
る
の
は
時
間
的
な
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
て
い
る
場
合

の
み
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
こ
れ
を
「
時
間
地
平
」
と
呼
ぶ
（vgl.	ibid.	20-

26

）⑴

。
フ
ィ
ン
ク
自
身
が
い
う
よ
う
に
、
こ
の
点
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
着
想
と
の

本
質
的
な
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
（ibid.	20

）。
し
か
し
、
彼
は
、
こ
の
「
時
間

0

0

地
平

0

0

」
を0

「
想
起

0

0

」
の
場
合
で
あ
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

「
想
起
世
界

0

0

0

0

」
と0

「
想
起
世
界
の
私

0

0

0

0

0

0

」
の0

間
の
相
関
性
の
ア
プ
リ
オ
リ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（「
想
起
対
象
」
と
「
想
起
す
る
私
」
の
相
関
性
で

は
な
い
！
）
と
い
う
観
点
か
ら
記
述
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（ibid.	30-33

）。
こ
の
こ
と
は
、

時
間
分
析
に
際
し
て
「
体
験

0

0

」
に
定
位
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
と
異
な
り
、
フ
ィ
ン
ク

が
そ
の
都
度
の
「
世
界
」
そ
の
も
の
の
時
間
地
平
の
多
様
性
（
現
実
世
界
と
想
起

世
界
が
、
そ
れ
ぞ
れ
有
意
に
異
な
る
「
時
間
地
平
」
を
持
た
な
い
な
ら
ば
、
そ
の

時
間
的
差
異
は
記
述
で
き
な
い
）
と
い
う
現
象
を
想
起
の
構
成
分
析
の
手
引
き

0

0

0

0

0

0

0

0

と

し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
限
り
で
決
定
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ン

ク
は
「
想
起
世
界

0

0

0

0

」
の
現
出
と
い
う
事
実
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
想
起
現
象
そ
の
も
の
を
可
能
化
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

制
約
す
る
現
象
と
み
な
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。「
想
起
」
と
は
、
過
去
（
時
間
様
相
）
に
生

じ
た
現
実
的
出
来
事
（
存
在
様
相
）
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
、

固
有
な
時
間
お
よ
び
存
在
様
相
を
伴
う
当
該
の
想
起
世
界
の
「
時
間
地
平
」
こ
そ

が
想
起
現
象
を
制
約
す
る
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
の
が
フ
ィ
ン
ク
の
テ
ー

ゼ
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
を
一
般
化
す
る
こ
と
で
彼
の
根
本
思
想
を
明
示
化
で
き

る
：
そ
の
都
度
の
「
世
界

0

0

」
の
現
出
が

0

0

0

0

、
あ
ら
ゆ
る
現
出

0

0

0

0

0

0

（
想
起
対
象
や
想
起
世

界
の
私
な
ど
内
世
界
的
存
在
者
の
現
出
）
を
そ
の
時
間

0

0

0

0

0

・
存
在
様
相
と
い
う
観
点

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
制
約
す
る
可
能
性
の
条
件
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

　
「
現
実
性	W

irklichkeit

は
、
現
実
の
事
物
に
先
ん
じ
て
あ
るvor	den	

w
irklichen	D

inge

。
現
実
の
事
物
が
存
在
す
る
か
ら
現
実
性
が
存
在
す
る

の
で
は
な
い
（
よ
っ
て
色
の
場
合
と
異
な
る
〔
色
は
非
独
立
的
な
存
在
者
で

あ
る
か
ら
〕）。
そ
う
で
は
な
く
、
現
実
性
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
、
現
実
の

事
物
が
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」	（EFGA

	3/2,	45,	Z-V
II,	

X
V

II/24b

）.

こ
こ
で
い
う
「
現
実
性
」
と
は
、
戦
後
の
フ
ィ
ン
ク
が
「
世
界
現
実
性

0

0

0

0

0

W
eltw

irklichkeit

」
と
呼
び
、
そ
の
解
明
（
こ
の
問
題
系
は
「
様
相
問
題

0

0

0

0

」
と

呼
ば
れ
る
）
を
自
身
の
哲
学
の
根
本
課
題
と
見
な
す
と
こ
ろ
の
も
の
に
他
な
ら
な

い
（V

gl.	Fink	1959	usf.

）。
そ
れ
で
は
、
こ
の
フ
ィ
ン
ク
の
根
本
テ
ー
ゼ
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
現
象
学
的
に
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ン
ク
は
、

世
界
そ
の
も
の
の
現
出
の
仕
方
を
、「
志
向
的
体
験
で
も
、
ま
し
て
や
作
用
で
も
な

い
地
平
形
成
的
な
脱
現
在
化

0

0

0

0E
ntgegenw

ärtigung

」（Fink	1966,	24

）
と
い
う

現
象
が
持
つ
多
様
な
「
遂
行
様
態

0

0

0

0V
ollzugsm

odi

」
と
い
う
観
点
か
ら
記
述
、
自

身
の
根
本
思
想
の
正
当
化
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
の
根
本
的
理
由
は
以
下
で
あ
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る
：　

「
超
越
論
的
主
観
性
は
、
そ
の
存
在
仕
方
と
い
う
点
で
、
ま
っ
た
く
も
っ

て
脱
現
在
化

0

0

0

0

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
脱
現
在
化
と
は
、
そ
れ
を
通
じ

て
、
な
に
か
世
界

0

0

と
呼
び
得
る
よ
う
な
も
の
が
、
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
よ

う
な
構
成
的
志
向
性
で
あ
り
、
同
時
に
、
内
世
界
的
な
主
観
性
の
構
成
的
な

条
件
で
あ
る
。」（EFGA

	3/1,	214,	Z-IV
	11a

）.

「
脱
現
在
化
」
が
「
地
平
形
成
的
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
が
「
時
間
地

平
」（
つ
ま
り
「
世
界
」）
に
対
し
て
構
成
的
な
現
象
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
脱

現
在
化
」
が
「
作
用
」
と
鋭
く
区
別
さ
れ
る
理
由
は
、「
時
間
地
平
と
は

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
な

0

0

0

か
へ
と
現
在
化
す
る
作
用
生
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
組
み
込
ま
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
よ
う
に
し
て

0

0

0

0

0

0

0

作
用
生
が
成
り
立
つ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（Fink	1966,	22

）
限
り
で
、
こ

の
よ
う
な
時
間
地
平
を
構
成
す
る
と
さ
れ
る
「
脱
現
在
化
」
は
、
そ
れ
自
身
、
時

間
地
平
の
う
ち
で
成
り
立
つ
個
別
の
志
向
的
体
験
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き

固
有
の
特
性
を
備
え
た
現
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る	

⑵

（
と
い
う

の
も
、
こ
の
よ
う
な
特
性
を
承
認
し
な
い
と
、
作
用
生
①
は
、
こ
れ
を
構
成
す
る

作
用
生
②
を
要
求
し
…
と
い
う
よ
う
に
無
限
後
退
に
陥
り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
現

象
の
事
実
に
合
致
し
な
い
か
ら
）。
そ
し
て
、
フ
ィ
ン
ク
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な

「
特
異
な
志
向
性
」
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
「
二
重
の
志
向
性
」（H

ua	X
,	80-

83usf.

）と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
脱
現
在
化

0

0

0

0

」に
お
い
て

0

0

0

0

「
把0

持0

」
さ
れ
る

0

0

0

―
フ
ィ
ン
ク
は
「
開
け
広
げ
ら
れ

0

0

0

0

0

0

・
保
持
さ
れ
る

0

0

0

0

0ausgehalten
」
と

い
う
の
だ
が
（Fink,	1966,	21-22,	24,	37-38

）
―
の
は

0

0

、「
体
験

0

0

」
で
は
な
く

0

0

0

0

、

ま
さ
に

0

0

0

「
時
間
地
平

0

0

0

0

」、
時
間

0

0

・
存
在
様
相
と
い
う
観
点
か
ら
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
世
界

0

0

」
だ0

か
ら
で
あ
る

0

0

0

0

0

。
よ
っ
て
、『
危
機
』
の
フ
ッ
サ
ー
ル
も
主
張
す
る
よ
う
に
、「
世
界
意

識
と
事
物
、
対
象
〔
…
〕
に
つ
い
て
の
意
識
の
様
式
に
は
根
本
的
な
差
異
が
あ
る
」

（H
ua	V

I,	146

）
と
い
う
の
が
、
フ
ィ
ン
ク
の
最
初
期
以
来
一
貫
し
た
根
本
テ
ー

ゼ
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、「
世
界
」
そ
の
も
の
が
「（
地
平
）
形
成
」
さ
れ
、「
開
け

広
げ
ら
れ
・
保
持
さ
れ
る
」
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
現
象
で

あ
り
、
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

フ
ィ
ン
ク
は
、「
の
め
り
込
み

0

0

0

0

0V
ersunkenheit, versunken-in

」、「
世
界
に
入

0

0

0

0

り
込
ん
で
生
き
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0In-die-W
elt-hineinleben

」
と
い
っ
た
表
現
を
自
覚
的

に
用
い
て
、
地
平
形
成
的
な
脱
現
在
化
の
遂
行
様
態
を
記
述
し
て
い
る
。
彼
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
に
倣
っ
て
「
経
験
対
象
は
常
に
あ
る
周
囲
環
境

0

0

0

0U
m

gebung

に
位
置

す
る
」（H

ua	D
ok	II/2,	90

）
と
い
う
現
象
的
事
実
か
ら
出
発
し
つ
つ
も
、
こ
の

「
周
囲
環
境
」、
そ
し
て
、
そ
の
総
体
と
し
て
の
「
世
界
」
を
「
共
現
在
す
る
も
の
」

（H
ua	III/1,	57

）
の
「
全
体
」
と
み
な
し
、
そ
の
構
成
的
相
関
項
を
様
態
の
異

な
る
個
別
の
志
向
性
の
「
潜
在
的
無
限
性
」
へ
と
解
消
す
る
の
で
は
な
く
―
こ
れ

は
「
世
界
全
体
性
を
完
結
し
な
い
構
成
と
し
て
把
握
し
た
に
過
ぎ
な
い
」（EFGA

	
3/2,	16,	Z-V

II,	X
/1a

）
―
そ
の
「
周
囲
環
境
」
そ
の
も
の
に
固
有
な
現
出
仕
方

を
摘
出
す
る
た
め
に
、「
の
め
り
込
み
」
と
い
う
現
象
に
着
目
し
、
こ
れ
を
内
世
界

的
対
象
と
志
向
性
の
相
関
関
係
か
ら
明
確
に
区
別
す
る
の
で
あ
る
。「
世
界
」
そ

の
も
の
の
現
出
が
、
あ
ら
ゆ
る
内
世
界
的
現
出
を
そ
の
時
間
・
存
在
様
相
と
い
う

観
点
で
可
能
化
・
制
約
す
る
と
い
う
の
が
、
フ
ィ
ン
ク
が
現
象
学
的
に
証
示
し
た

い
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
。「
時
間
地
平
」
と
し
て
の
「
世
界

0

0

」、
こ
れ
へ
の

0

0

0

0

「
の
め
り

0

0

0

込
み

0

0

」
の
遂
行
様
態
の
多
様
性
を
記
述
す
る
こ
と
で
こ
の
課
題
が
果
た
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

と
い
う
の
も
、
フ
ィ
ン
ク
が
「
世
界
」
の
現
出
は
常
に
そ
の
当
の
世
界
の
「
住

人
」
と
相
関
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
示
し
た
が
、
そ
の
住
人
が

0

0

0

0

0

、
ど0

の
よ
う
な
程
度

0

0

0

0

0

0

・
仕
方

0

0

（
遂
行
様
態

0

0

0

0

）
で0

、
当
該
の
世
界
に

0

0

0

0

0

0

「
の
め
り
込
ん
で
い

0

0

0

0

0

0

0

る0

」
の
か
を
記
述
す
る
こ
と
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、「
世
界

0

0

」
そ
の
も
の
の
現
れ
方
を
規
定
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
病
的
な
妄
想
や
強
迫
観
念
、
あ
る
種
の
恋
愛
や
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
、
そ
し
て
騎
士
道
文
学
と
そ
の
住
人
の
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
わ
か
る
よ

う
に
、「
の
め
り
込
み
の
度
合
い
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
に
、
現
在
性
と
い
う

見
せ
か
け
も
ま
た
よ
り
一
層
増
す
」（Fink	1966,	55

）
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の



73 フィンクの世界根源の現象学

「
の
め
り
込
み

0

0

0

0

0

」
と
は
当
該
の
世
界
と
そ
の
内
部
の
対
象
両
者
の
存
在
様
相
と
そ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
変
様
の
可
能
性
を
制
約
す
る
超
越
論
的
な
現
象
な
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
逆
に
い
え
ば
、

大
方
の
人
間
は
、
む
し
ろ
、
現
実
世
界
に
こ
そ
の
め
り
込
む
。
こ
れ
は
、
フ
ィ
ン

ク
が
真
理
と
仮
象
の
差
異
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
根
源

0

0

」
を0

「
の
め
り
込
み

0

0

0

0

0

」
の
遂
行
様
態
の
多
様

0

0

0

0

0

0

0

0

性
に
求
め
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
か
ら
極
め
て
重
大
な
テ
ー
ゼ
で
あ

る
（
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
恐
ら
く
充
実
化
・
幻
滅
綜
合
に
そ
れ
を
求
め
る
だ
ろ
う
）。

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
と
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
を
思
い
起
こ
せ
ば
わ
か
る
が
、
彼
ら
の

会
話
が
、
皮
肉
に
も
彼
ら
の
意
図
と
い
う
点
で
噛
み
合
わ
な
い
の
は
、
彼
ら
の
騎

士
道
文
学
、
そ
し
て
現
実
世
界
へ
の
「
の
め
り
込
み
」
方
が
極
端
に
異
な
る
場
合

に
限
ら
れ
る
―
問
題
な
の
は
、
個
々
の
見
解
の
不
一
致
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
一

致
や
不
一
致
が
生
じ
る
地
盤
そ
の
も
の
へ
の
「
の
め
り
込
み
」
が
彼
ら
の
間
で
殆

ど
共
有
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
様
な
遂
行
様

態
を
持
つ
「
の
め
り
込
み
」
は
、
当
該
の
主
体
に
と
っ
て
個
別
の
対
象
、
そ
し
て

そ
れ
ら
が
そ
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
時
間
地
平
」
と
し
て
の
「
世
界
」
の

現
出
が
持
つ
存
在
・
時
間
様
相
的
規
定
の
現
出
を
可
能
化
し
制
限
す
る
拘
束
力
を

有
し
た
現
象
な
の
で
あ
る
。

実
際
、
フ
ィ
ン
ク
は
こ
の
よ
う
な
着
想
を
も
と
に
、
真
理

0

0

（
真
と
偽

0

0

0

）
の
地
盤

0

0

0

の
現
象
学
的
解
明
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
も
、
現
実
に
関
す
る
真
理
は

「
真
理
と
仮
象
の
ア
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
の
地
平

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
し
て
の
世
界
へ
の
コ
ミ
ッ
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を

前
提
と
し
、
こ
の
コ
ミ
ッ
ト
そ
の
も
の
は
「
地
盤
経
験
と
し
て
の
世
界
意
識
」
と

呼
ば
れ
る
が
（H

ua	D
ok	II/2,	91

）、（
事
象
内
容
を
伴
う
）
真
理
・
非
真
理
が
、

唯
一
の

0

0

0

現
実
世
界
に
関
す
る
言
表
と
し
て
の
み
正
当
化
可
能
な
も
の
で
あ
る
限

り
で
（vgl.	EFGA

3/2,	67,	Z-V
II	X

X
II/5a,	Fink	1959,	215-216,	H

ua	V
I,	

146	und	T
engely	2014,	258	usf.

）、
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ッ
ト
は「
唯
一
の
世
界
」

へ
の
「
の
め
り
込
み
」
と
い
う
現
象
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ0

の
よ
う
な

0

0

0

0

「
の
め
り
込
み

0

0

0

0

0

」
は0

、
個
別
の
信
憑
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
で
は
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の

0

0

よ
う
な
コ
ミ
ッ
ト
が
は
じ
め
て
有
意
味
と
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
遊
動
空
間

0

0

0

0

」（H
ua	D

ok	II/2,	
91

）
そ
の
も
の
へ
の
根
源
的
な
コ
ミ
ッ
ト
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
自
然
的
態
度
に
お
け
る
わ
れ

わ
れ
は
、
こ
の
自
明
な
「
遊
動
空
間
」
を
自
覚
な
し
に
生
き
て
い
る
筈
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
へ
の
「
の
め
り
込
み

0

0

0

0

0

」（「
世
界
に
入
り
込
ん
で
生
き
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」）
は0

「
自0

然
的
態
度

0

0

0

0

」
の0

「
根
源

0

0

」
に
他
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

（Fink	1966,	11

）。
こ
の
根
源
的
な

「
の
め
り
込
み
」
と
い
う
仕
方
で
の
世
界
の
現
出
な
し
に
は
、
そ
も
そ
も
真
・
偽

と
い
っ
た
様
相
が
有
意
味
に
語
り
え
な
い
限
り
で
、
そ
し
て
、「
の
め
り
込
み
」が
、

そ
の
遂
行
様
態
の
多
様
性
と
い
う
観
点
か
ら
現
象
学
的
に
記
述
さ
れ
る
限
り
で
、

「
世
界
へ
の
と
ら
わ
れ
〔
＝
の
め
り
込
み
〕
と
は
、
人
間
が
有
す
る
と
ら
わ
れ
の

一
種
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
存
在
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
」（EFGA

3/2,	175,	
X

CIII/2a

）と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、（
規
範
的
）要
請
や「
コ
モ
ン
セ
ン
ス
の
力
」（H

ua	
V

I,	183

）
と
し
て
承
認
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
優
れ
て
現
象
学
的
・
記
述
的
な

仕
方
で
正
当
化
で
き
る
の
で
あ
る
。「
世
界

0

0

」
の
現
出
と
は
あ
ら
ゆ
る
内
世
界
的

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
現
出
の
存
在

0

0

0

0

0

0

・
時
間
様
相
を
可
能
化

0

0

0

0

0

0

0

0

・
制
約
す
る
現
象
で
あ
る
の
だ
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ0

の
現
出
仕
方
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
の
め
り
込
み

0

0

0

0

0

」、
つ
ま
り

0

0

0

「
世
界
化

0

0

0

」
こ
そ
が
超
越
論

0

0

0

0

0

0

的
主
観
性
の
存
在
に
他
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。「
自
然
的
態
度
」
の
「
根
源
」
と
し
て
の
「
世

界
化
」
の
事
実
は
「
の
め
り
込
み
」
の
現
象
学
的
記
述
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
よ
っ
て
、
以
下
が
フ
ィ
ン
ク
の
「
世
界
根
源
の
現
象
学
」
の
根
本
テ
ー

ゼ
で
あ
る
：
超
越
論
的
主
観
性
の

0

0

0

0

0

0

0

0

「
存
在
論
的
不
透
明
さ

0

0

0

0

0

0

0

0

」
は0

、「
自
然
的
態
度

0

0

0

0

0

」

の0

「
根
源

0

0

」
と
し
て
の

0

0

0

0

「
世
界
化

0

0

0

」
の
事
実
の
不
透
明
さ
に
由
来
す
る
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
れ

0

0

は0

「
脱
現
在
化

0

0

0

0

」
の
遂
行
様
態
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（「
唯
一
の
世
界

0

0

0

0

0

」
へ
の
）
根
源
的
な

0

0

0

0

「
の0

め
り
込
み

0

0

0

0

」
の
現
象
学
的
記
述
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

結
語　

フ
ィ
ン
ク
と
「
世
界
根
源
の
現
象
学
」

確
か
に
、
前
期
フ
ィ
ン
ク
が
こ
の
テ
ー
ゼ
・
着
想
を
あ
ら
ゆ
る
観
点
か
ら
鍛
え

上
げ
た
と
ま
で
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
後
の
彼
は
、
主
に
以
下
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の
二
つ
の
観
点
か
ら
、
こ
の
テ
ー
ゼ
の
具
体
的
な
深
化
・
展
開
に
従
事
し
て
お

り
、
こ
れ
こ
そ
が
後
期
フ
ィ
ン
ク
思
想
の
屋
台
骨
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
方
で

フ
ィ
ン
ク
は
、
形
而
上
学
の
歴
史
、
特
に
カ
ン
ト
の
執
拗
な
ま
で
の
検
討
と
対
決

に
取
り
組
む
が
、
そ
の
中
心
的
問
い
と
は
、
フ
ィ
ン
ク
自
身
が
い
う
よ
う
に
、「
世

界
」
と
そ
の
「
様
相
問
題
」
に
他
な
ら
な
い
（vgl.	Fink	1959,	172-249usf.

）。

他
方
で
、
彼
は
生
涯
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
へ
の
批
判
的
反
省
と
展

開
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
、
そ
の
数
あ
る
事
例
の
ひ
と
つ

と
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の「
世
界
」概
念
お
よ
び「
世
界
信
憑（
な
い
し
一
般
定
立
）」

と
い
う
着
想
を
批
判
的
に
検
討
す
る
文
脈
で
の
発
言
を
引
用
す
る
こ
と
と
し
た

い
：「
世
界
と
い
う
も
の
が
単
に
内
世
界
的
な
事
情
、
状
態
か
ら
な
る
巨
大
な
寄

せ
集
め
の
組
立
物
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ

の
た
だ
な
か
で
こ
そ
主
観
と
客
観
の
関
係
そ
の
も
の
が
出
来
す
るsich ereignen

す
る
次
元
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
、
こ
れ
は
開
か
れ
た
問
い
で
あ

る
」（Fink	1976,	312,	vgl.	196-198

）。
後
期
フ
ィ
ン
ク
思
想
に
お
い
て
、
こ
こ

で
い
う
世
界
の
「
出
来
（
事
）」
は
、「
空
間
、
時
間
、
現
出
」（Fink	1990,	205

）

と
し
て
、
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
現
象
学
的
に
分
析
さ
れ
得
る
諸
様
態
に
従
っ
て
解

明
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。こ
の
よ
う
な
現
象
学
的
構
想
は
、
本
論
が
確
認
し
た「
の

め
り
込
み
」
の
現
象
学
的
分
析
の
徹
底
化
、
す
な
わ
ち
、
前
期
フ
ィ
ン
ク
思
想
に

お
け
る
「
世
界
根
源
の
現
象
学
」
の
展
開
と
し
て
の
み
理
解
可
能
な
も
の
な
の
で

あ
る	

⑶

。

略
号
お
よ
び
文
献
一
覧

H
usserliana 

（D
en	H

aag/D
ordrecht	1950ff.

）
か
ら
の
引
用
は
、H

ua

と
記
し

た
う
え
で
、
ロ
ー
マ
数
字
に
よ
っ
て
巻
数
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
よ
っ
て
頁
数
の
み

示
し
、
当
該
の
巻
の
書
誌
情
報
は
省
略
す
る
。H

usserliana D
okum

ente

（D
en	

H
aag/D

ordrecht	1977ff.

）
はH

ua	D
ok

と
記
し
た
う
え
で
、
数
字
に
関
し
て

はH
usserliana

か
ら
の
引
用
と
同
様
の
形
式
に
則
る
も
の
と
す
る
。E

ugen Fink 
G

esam
tausgabe

（Freiburg/M
ünchen,	K

arl	A
lber,	2006ff.

）
か
ら
の
引
用
は
、

EFGA

と
記
し
た
う
え
で
、
巻
数
お
よ
び
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
し
、
併
せ
て
草

稿
番
号
を
記
す
が
、
書
誌
情
報
は
省
略
す
る
。M

artin H
eidegger G

esam
tausgabe

（Frankfurt	am
	M

ain,	1975ff.

）
か
ら
の
引
用
は
、GA

と
記
し
た
う
え
で
、
ア
ラ
ビ

ア
数
字
で
巻
数
お
よ
び
頁
数
飲
み
示
し
、
書
誌
情
報
は
省
略
す
る
。

Benjam
in,	W

（1991

）：U
rsprung des deutschen T

rauerspiels,	in;	W
alter	

B
enjam

in	G
esam

m
elte	Schriften	I-I,	hrsg.	v.	R

olf	T
iedem

ann	und	
H

erm
ann	Schw

eppenhäuser,	Suhrkam
p.

Figal,	G

（2006

）：G
egenständlichkeit,	T

übingen,	M
ohr	Siebeck.

Fink,	E

（1959

）：A
lles und N

ichts. E
in U

m
w

eg zur Philosophie,	D
en	H

aag,	
M

artinus	N
ijhoff.

Fink,	E	

（1966

）：Studien zur Phänom
enologie 1930-1939,	D

en	H
aag.

Fink,	E	

（1976

）：N
ähe und D

istanz,	Freiburg/M
ünchen,	K

arl	A
lber.

Fink,	E	

（1990

）：W
elt und E

ndlichkeit,	W
ürzburg.

Ikeda,	Y

（2014

）：
�Transzendentaler	Schein	und	phänom

enologische	
U

rsprünglichkeit	–	W
elterfahrung	bei	H

usserl	und	Fink

”,	in

：H
orizon 

T
om

3

（1

）,	St.	Petersburg,	64-98.
T

engelyi,	L

（2014

）：W
elt und U

nendlichkeit,	Freiburg/M
ünchen,	K

arl	
A

lber.

註⑴　

こ
の
「
時
間
地
平
」
と
い
う
着
想
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
根
源
的
時
間
性
」
や
そ

の
図
式
と
し
て
の「
地
平
」の
解
明
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
根
本
的
理
由
は
、

本
文
で
見
る
よ
う
に
、
フ
ィ
ン
ク
の
い
う「
時
間
地
平
」が
時
間
的
な
観
点
か
ら
み
た「
世

界
」（
類
比
的
に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
「
世
界
時
間
」）
そ
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
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し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
根
源
的
時
間
性
」
と
は
、「
世
界
時
間
」
と
は
区
別
さ
れ
、
こ

れ
を
可
能
化
す
る
審
級
（vgl.	GA

2,	555-564

）
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

⑵　
「
時
間
構
成
と
は
地
平
構
成
で
あ
っ
て
、
対
象
構
成
で
は
な
い
。」EFGA

3/2,	96,	
Z-IX

,	16a.

⑶　

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
助
成
事
業（
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
）若
手
研
究B

（
課

題
番
号15K

16615

）
の
支
援
を
受
け
て
な
さ
れ
た
研
究
、
そ
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
池
田
裕
輔
・
い
け
だ　

ゆ
う
す
け
・
日
本
学
術
振
興
会
）
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序
論
―
―
認
識
か
、
価
値
か
。

像
意
識
と
は
、
そ
も
そ
も
美
的
経
験
な
の
か
、
そ
れ
と
も
認
識
経
験
な
の
だ

ろ
う
か
。
―
―
フ
ッ
サ
ー
ル
像
意
識
概
念
（Bildbew

usstsein

）
は
こ
の
問
い

に
対
し
て
、
決
定
的
な
一
義
的
解
答
を
も
た
な
い
。
こ
れ
は
、
像
意
識
概
念
は

「
認
識
（
表
象
）
と
価
値
」
と
い
う
根
本
的
区
別
を
ま
た
が
る
側
面
を
も
つ
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
れ
ま
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
に
お
い

て
、
こ
の
区
別
横
断
は
ま
っ
た
く
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
私
は
こ
の

「
認
識
と
価
値
と
の
区
別
」
横
断
に
対
す
る
視
点
の
欠
如
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
像
意

識
研
究
の
最
大
の
問
題
点
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
像
意
識
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に

よ
り
基
本
的
に
は
、
直
観
的
認
識
経
験
と
し
て
、
知
覚
（W

ahrnehm
ung

）
と

想
像
（Phantaie

）
と
の
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
比
較
考
察
さ
れ
た
。
し
か
し
、

対
比
諸
考
察
の
多
く
の
重
要
な
局
面
で
、
像
意
識
が
美
的
経
験
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
本
質
区
別
の
基
準
と
さ
れ
た
。
像
意
識
と
美
的
像
観
照
（ästhetische	

Bildbetrachtung

）」
と
が
同
一
視
さ
れ
（368ff,467,514ff.

）、
美
的
像
観
照
は

「
美
的
に
気
に
入
る
作
用
（ästhetisches	Gefallen

）」（
＝
非
客
観
化
作
用
）
の

具
体
例
（vgl.368ff.,	III,1,266,	X

X
X

,286-289

）
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
は
、
美
的

像
観
照
へ
の
享
受
的
没
頭
（ebd.

）
が
「
価
値
覚
（W

ertnehm
ung

）」
の
具
体

例
と
も
さ
れ
た
（vgl.IV

,8f.,X
X

X
IX

,409-417

）。
相
関
的
に
い
え
ば
、
像
（Bild

）

概
念
の
典
型
事
例
は
、
芸
術
作
品
（
絵
画
や
演
劇
作
品vgl.	26,36,52,386ff.,591,	

III,1,252,	V
III,111f.,X

X
V

,147ff.

）
な
の
か
、
日
常
的
ス
ナ
ッ
プ
写
真
や
絵
（vgl.	

19,52,242,	486ff.	X
,59,	X

IV
,186f.

）
な
の
か
が
容
易
に
は
決
定
し
難
い
の
で
あ

る
。
概
念
の
不
明
瞭
な
汎
用
性
は
、
像
意
識
概
念
自
体
の
存
立
を
脅
か
し
か
ね
な

い
。
像
意
識
概
念
に
つ
い
て
は
、
統
一
的
な
本
質
固
有
の
意
識
経
験
と
し
て
の

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
居
場
所
の
確
保
は
さ
れ
て
は
い
な
い
。
な
ぜ
、
こ

れ
ほ
ど
ま
で
の
境
域
横
断
が
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
越
境
が

「
現
象
学
的
動
機
づ
け
連
関
」
と
い
う
発
生
的
現
象
学
的
事
柄
だ
か
ら
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
像
意
識
分
析
自
体
は
静
態
的
（
＝
先
発
生
的
）
現
象
学
の
枠
内
に

あ
る
た
め
に
、
発
生
的
現
象
学
の
視
点
を
導
入
し
て
初
め
て
、
そ
の
重
要
性
が
明

ら
か
に
な
る
事
柄
、
す
な
わ
ち
、
分
析
に
時
間
軸
を
加
え
、
像
意
識
を
複
合
的
な

統
一
的
意
識
経
験
と
し
て
扱
う
こ
と
よ
り
問
題
解
決
の
糸
口
が
見
え
て
く
る
よ
う

な
事
柄
だ
か
ら
で
あ
る
。
問
題
解
決
の
た
め
に
、
美
的
像
意
識
の
発
生
起
源
を
、

動
機
づ
け
連
関
を
遡
っ
て
、
非
（
先
―
）
美
的
像
意
識
の
生
成
現
場
と
推
察
さ
れ

る
、
基
底
的
な
意
識
層
に
接
近
す
る
探
究
が
要
請
さ
れ
て
い
る
―
―
。
当
該
の
境

域
横
断
問
題
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
展
開
を
「
認
識
論
」
か
ら
「
倫
理
学
」

像
と
虚
構

―
フ
ッ
サ
ー
ル
像
意
識
分
析
に
お
け
る
身
体
的
次
元
、像
の
発
生
的
現
象
学
の
観
点
か
ら

―

伊
集
院　

令
子
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へ
の
シ
フ
ト
と
い
う
局
面
か
ら
再
解
釈
す
る
と
い
う
ホ
ッ
ト
な
フ
ッ
サ
ー
ル
研
究

の
動
向
―
―
情
動
と
価
値
覚
と
の
関
係
、
客
観
化
／
非
客
観
化
作
用
の
基
づ
け
関

係
の
再
考
（vgl.M

elle,	1990,2012	

）
な
ど
―
―
に
お
い
て
も
無
視
で
き
な
い
事

柄
の
は
ず
で
あ
る
。
価
値
覚
と
し
て
の
美
的
像
意
識
に
関
し
て
、
基
底
的
意
識
層

に
お
け
る
情
動
性
と
像
意
識
と
の
関
係
の
問
題
と
し
て
解
明
す
る
と
い
う
本
稿
の

方
向
性
は
、
倫
理
的
事
象
に
つ
い
て
の
発
生
的
現
象
学
の
観
点
か
ら
の
再
検
討
と

い
う
研
究
動
向
と
も
軌
を
一
に
す
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
そ
の
一
方
、
二
十
一
世
紀
の
広
汎
な
「
像
理
論
」
活
性
化
現
況
に

お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
像
意
識
分
析
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
だ

が
、
諸
研
究
に
は
、
上
述
の
よ
う
な
問
題
設
定
と
共
通
の
問
題
意
識
を
も
つ
研

究
は
ま
だ
見
当
た
ら
な
い
。
最
近
の
研
究
に
は
、
む
し
ろ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら

離
れ
る
こ
と
を
、
過
度
に
急
ぐ
傾
向
が
窺
わ
れ
る
。
本
稿
の
研
究
目
的
と
方
法

を
明
確
に
示
す
た
め
に
、
性
急
す
ぎ
る
「
超
え
方
」
の
問
題
点
を
手
短
に
批
判

検
討
す
る
。
ロ
ッ
ツ
は
、
解
釈
学
的
見
地
か
ら
、
社
会
的
次
元
が
欠
如
し
て
い
る

と
フ
ッ
サ
ー
ル
像
理
論
を
批
判
す
る
（Lotz,2007

）。
だ
が
、
も
し
仮
に
解
釈
学

的
立
場
か
ら
の
強
引
な
補
完
を
目
差
す
と
す
れ
ば
、
像
理
論
は
広
義
の
「
記
号

論
」
と
な
り
、
像
の
直
観
性
の
確
保
の
問
題
が
再
浮
上
す
る
で
あ
ろ
う	

。
フ
ッ

サ
ー
ル
像
理
論
を
概
ね
肯
定
評
価
す
る
研
究
に
は
、「
先
見
性
」
も
し
く
は
「
適
合

性
」
の
指
摘
と
い
う
共
通
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
支
持
す
る
理
論
―

―
後
継
の
哲
学
理
論
、
芸
術
理
論
に
対
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
像
意
識
分
析
の
先
見

性
（vgl.H

aardt,Cobos,W
iesing

）
や
認
知
科
学
等
の
自
然
科
学
的
知
見
と
の

適
合
性
（vgl.	Crow

ther	2013

）
―
―
を
示
唆
し
た
時
点
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
像

理
論
研
究
を
終
了
す
る
。
例
え
ば
、
コ
ボ
ス
は
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
分
析
の
「
知
覚

的
想
像perceptual	Phantasy

」
概
念
に
、「
参
加
」
を
特
徴
と
す
る
現
代
演
劇

へ
の
適
応
可
能
性
を
見
出
す
（Cobos,2013,152-160

）。
コ
ボ
ス
解
釈
は
、
美
的

態
度
を
重
視
す
る
後
期
像
意
識
分
析
の
展
開
を
支
持
す
る
点
で
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

研
究
と
も
い
え
る
が
、
像
意
識
を
想
像
概
念
へ
吸
収
（
解
消
）
す
る
方
向
性
を
も

つ
。
本
稿
の
結
果
の
先
取
り
に
な
る
が
、「
知
覚
的
想
像
」
へ
の
変
更
の
無
条
件
的

支
持
は
、
発
生
的
現
象
学
的
観
点
か
ら
み
て
、
像
意
識
の
中
立
性
の
由
来
を
「
美

的
態
度
」
に
帰
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
点
が
問
題
で
あ
る
（
本
論
２
、３
参

照
）。
ヴ
ィ
ー
シ
ン
グ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
像
理
論
の
鍵
概
念
は
「
相
克
」
で
あ
る

と
説
く
（W

iesing,48-59

）。
し
か
し
、
ヴ
ィ
ー
シ
ン
グ
の
「
相
克
」
は
、
定
立

的
知
覚
同
士
の
抗
争
と
し
て
経
験
的
相
克
概
念
で
あ
る
た
め
に
、
本
稿
の
検
討
課

題
で
あ
る
、
錯
覚
と
の
相
違
点
（
像
仮
構Bildfiktum

の
特
有
性
）
を
説
明
で
き

な
い
（
本
稿
第
１
，
２
節
参
照
）。
―
―
こ
の
よ
う
に
諸
研
究
に
は
、
フ
ッ
サ
ー

ル
を
性
急
す
ぎ
る
仕
方
で
「
離
れ
て
」「
超
え
て
」、
像
意
識
分
析
の
根
本
問
題
を

置
き
残
す
傾
向
が
あ
る
。
像
意
識
概
念
自
体
の
安
定
性
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
以
上
、
遠
回
り
に
見
え
る
と
し
て
も
、
内
在
研
究
に
お
い
て
像
意
識
概
念

の
不
整
合
を
見
極
め
る
こ
と
が
先
決
で
あ
り
、
結
局
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
像
意
識
分

析
を
手
掛
か
り
に
し
て
盤
石
な
基
盤
の
下
に
、
画
像
の
氾
濫
す
る
像
的
現
実
に
生

き
る
同
時
代
の
切
実
な
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な

基
本
的
考
え
の
下
に
私
は
か
な
り
以
前
よ
り
、「
像
（
意
識
）
の
発
生
的
現
象
学
」

を
提
唱
し
て
き
て
い
る
（vgl.

伊
集
院2001

）。
上
述
の
よ
う
に
、
従
来
の
諸
研
究

は
内
在
研
究
と
し
て
の
、
像
意
識
分
析
の
発
生
的
現
象
学
的
展
開
を
本
格
的
に
試

み
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
も
そ
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
像
意
識
分
析
自

体
が
、
基
本
的
に
静
態
的
現
象
学
の
枠
内
に
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル

像
意
識
分
析
の
限
界
地
点
に
は
、
理
論
の
徹
底
化
を
促
す
枠
組
み
突
破
の
潜
在
力

が
あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
発
生
的
現
象
学
の
導
入
（
＝
像
の
発
生
的
現
象

学
）
作
業
を
通
し
て
、
徹
底
化
の
要
請
に
応
え
、
理
論
の
潜
在
力
を
具
現
化
し
て

い
き
た
い
。
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以
下
の
諸
考
察
は
、
像
の
発
生
的
現
象
学
の
一
工
程
と
し
て
（vgl.	

伊
集

院2015
）、
一
九
一
二
年
の
草
稿
の
読
解
を
手
掛
か
り
に
、
像
意
識
と
錯
覚

（Illusion
）
と
の
対
比
と
い
う
視
角
か
ら
、
像
意
識
の
現
象
学
的
起
源
を
探
究
す

る
。
考
察
手
順
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
１
節
で
は
、
同
テ
ク
ス
ト
の
二
段
構
え

の
議
論
に
即
し
て
、「
像
仮
構
（Bildfiktum

）
の
特
有
性
」
と
「
空
間
性
構
成
の

動
機
づ
け
の
異
常
性
」
と
い
う
両
議
論
の
主
要
論
点
に
共
通
す
る
「
相
克
と
中
立

性
と
の
緊
密
性
」
と
い
う
規
定
と
そ
の
内
実
を
突
き
止
め
る
。
第
２
節
、
第
３
節

で
こ
の
規
定
の
有
効
性
を
検
証
す
る
。
第
２
節
で
は
、『
論
理
学
研
究
』
検
討
に
よ

り
、
側
面
検
証
す
る
。
第
３
節
で
は
、
諸
像
の
事
象
例
（「
写
真
」「
胸
像
」）
と

の
照
合
に
よ
り
、
規
定
の
有
効
性
の
直
接
検
証
を
行
う
。
像
意
識
と
錯
覚
と
の
境

界
設
定
の
困
難
と
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
処
法
が
浮
き
彫
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
結

論
で
は
、
本
稿
の
諸
成
果
を
、
発
生
的
現
象
学
の
視
点
か
ら
定
式
化
し
、
錯
覚
と

の
分
化
の
生
成
（
＝
像
意
識
の
起
源
）
を
身
体
的
次
元
に
遡
行
す
る
考
察
の
道
筋

を
つ
け
る
。

第
1
節　

像
仮
構
（B

ildfiktum

）
の
特
有
性
―
―
「
相
克
と
中
立
性
の
緊
密
性
」

一
九
一
二
年
の
「
第
一
七
草
稿
」（X

X
III,	N

r.17	

以
下
「
第
一
七
草
稿
」
と

略
記
）
の
読
解
に
入
る
前
に
、
二
つ
予
備
確
認
を
す
る
。
一
つ
に
は
、
テ
ク
ス
ト

性
格
に
関
し
て
、「
第
一
七
草
稿
」
は
『
冬
講
義
』
と
の
密
接
な
連
関
に
―
―
下

記
、
像
意
識
概
念
の
基
本
構
造
（
以
下
「
三
層
構
造
」
と
略
記
）
の
枠
組
み
の
下

に
―
―
あ
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。「
第
一
七
草
稿
」
は
、
像
意
識
を
明

確
に
主
題
化
し
像
客
観
現
出
次
元
に
定
位
し
た
分
析
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
同
時

期
一
九
一
〇
年
代
の
他
の
諸
草
稿
群
（N

r.15,	N
r.16,	N

r.18-N
r.20

）
と
は
性
格

が
大
き
く
異
な
る
。
二
つ
目
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
像
（
意
識
）
概
念
の
基
本
的
構
造

（
以
下
「
三
層
構
造
」
と
略
記
）
に
つ
い
て
の
確
認
で
あ
る
。
像
意
識
分
析
の
最

重
要
テ
ク
ス
ト
「
一
九
〇
四
／
〇
五
年
冬
学
期
講
義
第
三
編
（
以
下
『
冬
講
義
』

と
略
記
）」
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
概
括
す
る
。
像
意
識
（Bildbew

usstsein

）
は
、

物
理
的
像
（
絵
の
具
な
ど
事
物
と
し
て
の
像
）、
像
客
観
（Bildobjekt　

模
像
機

能
を
も
つ
狭
義
の
「
像
」）、
像
主
題
（Bildsujet	

写
真
の
モ
デ
ル
な
ど
）、
と
い

う
三
つ
の
対
象
性
区
分
を
も
つ
（29,vgl.ebd.18f.,29,	X

IX
/1,436

）。
像
（
意
識
）

概
念
は
次
の
特
徴
を
も
つ
。
①
．
像
に
お
い
て
（im

	Bild

）
主
題
を
「
眺
め
入

る
（hineinschauen

）」（vgl.31,82

）
こ
と
、
②
．
像
客
観
と
像
主
題
と
の
間
に

類
似
性
と
相
克
（
＝
差
異
）
が
成
立
す
る
こ
と
（
類
似
性
は
直
接
的
に
模
像
機
能

を
担
う
）
③
．
相
克
は
「
像
客
観
と
像
主
題
と
の
間
の
相
克
」
と
「
像
客
観
と
物

理
的
像
と
の
間
の
相
克
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
―
―
こ
れ
が
像

意
識
の
基
本
的
構
造
「
三
層
構
造
」、
像
概
念
の
骨
子
で
あ
る
。
本
稿
に
関
連
す

る
私
の
解
釈
ポ
イ
ン
ト
を
記
す
。
一
つ
は
、
類
似
性
は
、
像
的
呈
示
に
関
す
る
低

次
の
意
識
層
に
お
け
る
「
原
初
的
な
類
似
性
」
で
あ
る
―
―
こ
れ
と
連
動
し
て
模

像
性
も
通
常
の
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
／
コ
ピ
ー
」
関
係
と
は
異
な
る
―
―
と
い
う
論
点

で
あ
る
（vgl.	

伊
集
院1997,2001

）。
も
う
一
つ
は
、「
相
克
（W

iderstreit

）」
は
、

複
相
的
な
「
潜
在
的
、
受
動
的
相
克
」
で
あ
る
と
い
う
論
点
で
あ
る
（vgl.51,	

伊

集
院2001,Ijuin	2009

）。
相
克
は
「
自
己
貫
徹
的
超
越	

（durch	<sich>	selbst	
hindurch

）」（34

）
を
支
え
る
契
機
で
あ
る
。

「
第
一
七
草
稿
」
の
検
討
に
移
る
。「
第
一
七
草
稿
」
は
、
像
空
間
性
の
観
点
か

ら
、
相
克
と
信
念
変
様
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
遡
行
的
考
察
を
行
う
た
め
の
格
好

の
手
引
き
と
な
る
。
同
草
稿
に
は
「
空
間
性
構
成
に
関
す
る
諸
像
（Bilder

）
の

種
別
化
分
析
（
以
下
、
議
論
Ⅰ
と
略
記
）」
と
「
像
意
識
と
錯
覚
の
対
比
考
察
（
以

下
、
議
論
Ⅱ
と
略
記
）」
と
い
う
二
つ
の
議
論
が
錯
綜
す
る
。
両
議
論
の
内
的
連

関
を
探
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
核
記
述（
以
下
、
記
述
Ａ
、
記
述
Ｂ
と
略
記
）

の
検
討
を
以
下
の
考
察
の
基
軸
に
据
え
る
。
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記
述
Ａ　
「
写
真
の
場
合
、
空
間
性
の
構
成
に
属
す
る
動
機
づ
け
は
ア
ノ
ー
マ
ル

（
異
常
）
で
あ
る
」（486

）
で
あ
る
。〔
議
論
Ⅰ
「
像
の
種
別
化
の
空
間

性
分
析
」〕

記
述
Ｂ　
「
従
っ
て
、
像
仮
構
（Bildfiktum

）
は
特
有
の
タ
イ
プ
の
無
効
性

（N
ichtigkeit

空
無
性
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
破
棄
さ
れ
た
措
定
性
格

（aufgehobene	Setzung

）
を
伴
う
現
出<

で
は
な
く
（nicht

）>

、

そ
れ
自
身
に
お
い
て
（in	sich

）
破
棄
さ
れ
た
現
出
で
あ
る
」（491

）

〔
議
論
Ⅱ
「
錯
覚
と
像
意
識
の
対
比
考
察
」〕

〔
引
用
中
、
下
線
部
は
筆
者
に
よ
る
〕

記
述
Ａ
に
関
し
て
押
さ
え
て
お
く
べ
き
点
は
三
つ
あ
る
。
一
つ
は
記
述
Ａ
中

の
「
異
常
さ
」
は
文
脈
上
、「
方
位
づ
け
諸
変
更O

rientierungsveränderung

」

（486

）
と
あ
る
よ
う
に
、
空
間
構
成
に
関
わ
る
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
（
運
動
感
覚
）

動
機
づ
け
の
異
常
さ
の
こ
と
を
さ
す
と
い
う
こ
と
、
二
つ
は
こ
の
「
異
常
性
」
は

普
通
の
感
性
的
事
物
知
覚
を
基
準
と
し
た
、
普
通
の
像
意
識
現
出
に
関
す
る
異
常

性
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
（vgl.487,　

伊
集
院2005
）、
さ
ら
に
三
つ

目
は
、
本
稿
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
点
だ
が
、「
異
常
性
」
と
「
相
克
」
と
は
ほ

ぼ
同
義
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
記
述
Ａ
の
直
後
の
段
落
中
の
「
要
求
さ
れ
た

空
間
的
呈
示
と
現
実
的
な
方
位
諸
感
覚
と
の
間
に
存
す
る
相
克
」（ebd.
）
と
い

う
記
述
で
、
異
常
性
が
、
像
客
観
現
出
の
「
空
間
的
呈
示
」
に
お
け
る
「
相
克

W
iderstreit

」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ

の
よ
う
に
、
記
述
Ａ
の
空
間
構
成
に
関
す
る
（
動
機
づ
け
の
）「
異
常
性
」
と
は
、

像
客
観
現
出
を
め
ぐ
る
「
相
克
」
の
こ
と
を
意
味
す
る
。

記
述
Ｂ
に
関
し
て
は
、
ま
ず
こ
の
記
述
が
、
数
段
前
の
「
像
意
識
の
本
質
固

有
性
の
問
い
」
へ
の
応
答
と
し
て
、
直
接
の
文
脈
を
超
え
た
射
程
を
も
つ
と
い

う
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
読
解
で
き
る
。「
像
仮
構
」
は
「
像
客

観
」
で
あ
る
こ
と
と
、
記
述
後
半
の
「
自
身
に
お
い
て
破
棄
さ
れ
た
現
出
」
は
前

半
の
言
い
換
え
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
特
有
の
タ
イ
プ
の
無
効
性
（N

ichtigkeit

）」

は
、「
像
客
観
自
身
に
お
い
て
破
棄
さ
れ
た
現
出
」
と
変
換
で
き
る
。
こ
れ
を
「
三

層
構
造
」
と
照
合
す
る
と
、
記
述
Ｂ
後
半
は
、「（
像
客
観
）
自
身
に
お
い
て
」
を

介
し
て
、
第
１
節
で
確
認
し
た
「
三
層
構
造
」
の
「
像
に
お
い
て
、
眺
め
入
る

（hineinschauen

）」
と
い
う
特
徴
①
づ
け
の
「
像
に
お
い
て
」
と
完
全
に
重
な
っ

て
い
る
こ
と
が
明
瞭
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
記
述
Ｂ
の
「
像
に
お
い
て
破

棄
さ
れ
た
現
出
」
と
「
眺
め
入
る
」
と
は
、
と
も
に
像
客
観
現
出
の
特
徴
づ
け
と

し
て
「
同
じ
事
象
の
両
側
面
」
に
つ
い
て
の
記
述
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が

明
ら
か
に
な
る
。
記
述
Ｂ
は
「
受
動
的
相
克
」
が
「（
原
初
的
な
）
類
似
性
」
と

表
裏
一
体
に
な
っ
て
、「
像
に
お
い
て
像
と
は
別
の
も
の
を
眺
め
入
る
」
こ
と
を
実

現
さ
せ
る
と
い
う
「
三
層
構
造
」
の
核
心
部
分
に
つ
い
て
の
、
簡
潔
か
つ
的
確
な

描
出
で
あ
る
と
言
え
る
。
記
述
Ｂ
も
ま
た
、
像
客
観
現
出
を
め
ぐ
る
「
相
克
」
に

つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

以
上
よ
り
、
両
記
述
Ａ
と
Ｂ
の
結
び
目
が
「
相
克
」
で
あ
り
、
両
記
述
（
と
議

論
Ⅰ
・
Ⅱ
）
の
内
的
連
関
性
と
し
て
「
相
克
と
中
立
性
と
の
緊
密
性
」
が
強
く
打

ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
後
で
も
再
検
討
す
る
が
、
相
克
と
中
立
性

と
の
間
の
「
緊
密
性
」
と
は
、
両
者
が
「
動
機
づ
け
連
関
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
（
第
３
節
参
照
）。「
空
間
性
構
成
の
動
機
づ
け
」
と
い
う
記
述
Ａ
を
鑑
み

れ
ば
、
相
克
（
ず
れ
、
差
異
）
が
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
意
識
と
と
も
に
像
客
観
現
出
を

成
立
さ
せ
、
中
立
性
変
様
を
動
機
づ
け
る
と
い
う
「
動
機
づ
け
連
関
」
が
浮
き
彫

り
に
な
る
。
こ
の
連
関
を
、
像
仮
構
の
無
効
性
の
特
有
性
の
生
起
と
い
う
像
意
識

の
構
成
過
程
と
し
て
理
解
す
る
「
像
の
発
生
的
現
象
学
」
の
道
筋
が
拓
け
る
。
こ

の
よ
う
な
理
解
に
お
い
て
、
本
稿
は
、「
第
一
七
草
稿
」
よ
り
析
出
さ
れ
た
「
相
克
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と
中
立
性
の
緊
密
性
」
と
い
う
洞
察
を
、
像
意
識
分
析
の
発
生
的
現
象
学
的
展
開

へ
の
「
萌
芽
」
で
あ
る
と
捉
え
る	

⑴

。
次
節
以
降
、「
相
克
と
中
立
性
と
の
緊
密
性
」

と
い
う
、
こ
の
像
仮
構
の
特
有
性
が
、
諸
像
の
タ
イ
プ
の
違
い
を
超
え
て
も
、「
錯

覚
と
の
本
質
区
別
」
徴
表
と
し
て
、
果
た
し
て
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
証
す

る
。

第
２
節　

側
面
検
証
―
『
論
理
学
研
究
』
第
五
研
究
「
ろ
う
人
形
館
」
事
象
例

本
節
は
、「
錯
覚
分
析
」
の
観
点
か
ら
、
側
面
的
に
検
討
す
る
。『
論
理
学
研
究
』

第
五
研
究
第
二
七
節
の
具
体
例
「
ろ
う
人
形
館
事
例
」（
以
下
「
第
二
七
節
」
と

略
記
）
に
関
し
て
二
つ
の
点
を
指
摘
す
る
。

一
つ
に
は
、「
第
一
七
草
稿
」
が
「
錯
覚
」
の
例
証
（vgl.398,48

）
の
原
型
と

す
る
「
第
二
七
節
」
の
「
ろ
う
人
形
館
事
象
例
」
は
単
純
な
分
析
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。「
第
二
七
節
」
で
は
、
こ
こ
で
は
人
形
は
「
模
像
と
し
て
機
能

す
る
の
で
は
な
い
」（X

IX
/1,459

）
と
し
て
、
錯
覚
の
場
合
の
定
立
的
な
現
実
的

知
覚
意
識
同
士
の
せ
め
ぎ
あ
い
抗
争
（W
iderstreit

）
の
具
体
例
と
記
さ
れ
て

は
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
次
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
錯
覚
か
ら
像
意
識
へ

の
移
行
現
象
」を
含
む
複
合
的
意
識
経
験
が
記
述
分
析
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て「
第

一
七
草
稿
」
の
よ
う
に
、
像
意
識
と
の
対
照
の
下
、
模
像
（A

bbildung
）
と
は

何
か
が
問
わ
れ
る
場
面
で
は
、「
人
形
か
人
間
か
」
よ
り
も
、
例
え
ば
、
前
方
を
駆

け
る
の
は
「
ウ
サ
ギ
か
犬
か
」
と
い
う
具
体
例
の
方
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。
も

う
一
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
点
は
、「
第
二
七
節
」
に
は
、
発
生
的
現
象
学
的
観
点

か
ら
注
目
す
べ
き
卓
越
し
た
知
見
が
見
出
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
著
し
い

相
等
性Gleicheit

」
が
「
像
性
意
識
か
ら
知
覚
意
識
に
陥
る
傾
向
を
引
き
起
こ
す
」

（X
IX

/1,460

）
と
い
う
「
傾
向
（N

eigung

）」
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
見
誤

り
と
気
づ
い
た
後
に
も
、
同
じ
女
性
が
、
一
方
で
「
虚
構
（Fiktion

）」（ebd.

）

と
し
て
、
他
方
で
は
「
現
実
性
（W

irklichkeit

）」
と
し
て
、「
有
体
的
（leibhaft

）

に
現
出
す
る
」（ebd.

）。
像
意
識
か
ら
錯
覚
へ
の
意
識
経
験
の
移
行
傾
向
を
引
き

起
こ
す
「
抵
抗
（W

iderspruch

）」
と
、「
第
一
七
草
稿
」（
議
論
Ⅰ
）
の
「
相
克

W
iderstreit

」
は
（
同
義
で
は
な
い
が
緊
密
に
）
対
応
し
て
い
る
。
相
等
性
（

≒
類
似
性
）
は
、
原
初
的
ず
れ
・
相
克
（「
受
動
的
相
克
」）
と
相
俟
っ
て
、
移
行

を
引
き
起
こ
す
傾
向
性
と
し
て
成
り
立
つ
。
つ
ま
り
、
錯
覚
の
場
合
と
同
じ
く

身
体
的
感
覚
的
次
元
で
、
相
克
は
、
中
立
的
な
像
客
観
現
出
「
像
仮
構
の
特
有

性
」（vgl.491

）〕
に
お
け
る
独
特
の
有
体
性
（Leibhaftigkeit

）
の
成
立
を
下

支
え
す
る
と
い
う
方
向
で
考
え
る
、
相
克
現
象
の
生
起
へ
の
接
近
へ
の
示
唆
と
な

る
。
こ
の
よ
う
な
「
第
二
七
節
」
と
「
第
一
七
草
稿
」
と
の
照
合
の
内
に
、「
像
の

発
生
的
現
象
学
」
の
萌
芽
が
発
掘
さ
れ
た
。
な
お
、
本
稿
副
題
の
「
身
体
的
次

元
」
と
は
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
意
識
の
異
常
さ
（
議
論
Ⅰ
）
を
通
し
て
実
現
す
る
、

上
の
よ
う
な
有
体
性
は
、
中
立
的
な
像
客
観
が
「
知
覚
現
実
性
の
只
中
に
知
覚
的

（perzeptive

）
に
現
出
す
る
」（47

）
と
い
う
像
理
論
の
核
心
部
分
を
衝
い
て
い

る
と
理
解
す
る
か
ら
で
あ
る
（
第
３
節
参
照
）。Perzeption

（
知
覚
）
は
、
一

方
で
は
「Perzeption

／Phantasie

（Im
agination

）」
と
い
う
直
観
性
内
部

の
特
別
な
対
立
」（332

）
の
一
項
（
こ
の
規
定
は
「
知
覚
的
想
像
（perzeptive	

Phantasie

）
と
は
共
立
可
能
で
な
い
〔
序
論
参
照
〕」）
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、

他
方
で
はBildperzeption

に
関
し
て
は
、“
性
質
を
欠
い
た
（qualitätslose

）”

Perzeption

」（487

）
で
あ
る
と
し
て
、
想
像
と
の
共
通
性
（
＝
中
立
性
）
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、Bildperzeption

（
像
知
覚
）
は
「
有
体
的
」

（vgl.334
）
で
は
あ
る
が
、「
措
定
を
欠
く
」（vgl.	487

）
と
い
う
意
味
で
、
事
物

知
覚
の
「
自
体
所
与
性
」
枠
組
み
に
抵
触
し
か
ね
な
い
概
念
だ
と
も
い
え
る
。
換

言
す
れ
ば
、
像
性
起
源
の
解
明
と
は
、
こ
の
特
殊
な
（Bildperzeption

）
の
実

現
を
支
え
る
「
相
克
」
概
念
の
探
究
で
も
あ
る
。
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第
３
節　

照
合
検
証
―
「
写
真
」「
胸
像
」「
演
劇
」
像
意
識
の
場
合

本
節
は
直
接
検
証
を
行
う
。「
相
克
と
中
立
性
と
の
緊
密
性
」
の
「
錯
覚
と
の

区
別
徴
表
」
と
し
て
の
妥
当
性
を
「
諸
像
の
種
別
化
分
析
（
議
論
Ⅰ
）」
と
照
合

す
る
。
紙
数
制
約
上
、「
第
一
七
草
稿
」全
十
一
事
例
中
、
錯
覚
と
の
境
域
事
例「
胸

像
」
を
中
心
に
他
二
例
（「
写
真
」「
演
劇
」）
に
考
察
の
的
を
絞
る
。

ま
ず
、「
写
真
」
の
場
合
（
＝
「
記
述
Ａ
」
の
事
例
）
に
は
、「
相
克
と
中
立
性
と

の
緊
密
性
」
は
比
較
的
自
然
に
確
認
で
き
る
。
具
体
的
に
は
「
方
向
定
位
に
関
す

る
動
機
づ
け
の
異
常
性
」
と
い
う
指
摘
に
お
け
る
、
異
常
な
方
向
定
位
と
現
出
の

特
有
の
無
効
性
の
成
立
の
誘
因
、
ト
リ
ガ
ー
と
し
て
の
「
相
克
」
は
、
写
真
像
の

立
体
感
と
事
物
と
し
て
の
写
真
の
そ
れ
と
の
間
の
ず
れ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で

注
意
す
べ
き
点
は
、
相
克
は
「
複
相
的
な
相
克
」
と
し
て
「
主
題
と
像
客
観
と
の

間
の
相
克
」で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る（
第
１
節
参
照
）。
写
真
像（
像
客
観
）

は
画
面
か
ら
浮
き
上
が
り
方
が
中
途
半
端
で
あ
る	
⑵

。
つ
ま
り
、
写
真
の
図
姿

は
現
実
の
モ
デ
ル
人
物
と
取
り
違
え
る
ほ
ど
立
体
的
で
は
な
い
。こ
れ
に
対
し
て
、

錯
覚
の
場
合
は
、
人
形
の
姿
形
（
像
客
観
）
は
完
璧
な
立
体
感
（
＝
空
間
性
）
で

も
っ
て
、
現
実
の
「
ろ
う
人
形
館
」
の
階
段
に
現
れ
る
と
い
う
具
合
に
、
具
体
的

に
あ
て
は
め
て
了
解
で
き
る
。　
　
　

し
か
し
、
他
方
、「
胸
像（
＝
彫
像
）」の
場
合
に
は
そ
う
は
い
か
な
い
。フ
ッ
サ
ー

ル
は
、
胸
像
の
場
合
に
は
、
像
客
観
の
「
空
間
性
は
完
全
で
あ
る
」（487
）
と
指

摘
す
る
。
読
解
上
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
点
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
さ
し
あ

た
り
、
こ
の
事
例
の
空
間
性
の
中
心
的
意
味
は
、
周
囲
空
間
（
像
空
間
）
で
は
な

く
、
像
客
観
現
出
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
目
の
点
は
像
意
識
概
念
の

根
幹
の
動
揺
で
あ
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
胸
像
に
つ
い
て
の

像
意
識
（
＝
胸
像
像
意
識
）
に
関
し
て
、
一
旦
、
定
立
的
知
覚
同
士
の
争
い
の
結

果
と
し
て
の
抗
争
（W

iderstreit

）
と
、
抗
争
に
よ
る
意
識
の
様
相
化
（
存
在

性
格
に
お
け
る
否
定
的
様
相
）と
し
て
の「
無
効
性
」を
認
め
る
。「
第
一
七
草
稿
」

の
記
述
は
切
り
詰
め
た
断
片
的
な
も
の
が
多
く
具
体
的
記
述
が
不
十
分
な
の
で
、

議
論
Ⅰ
よ
り
補
い
つ
つ
フ
ッ
サ
ー
ル
の
真
意
を
探
る
と
、「
空
間
性
は
完
全
で
あ

る
」
と
は
、
胸
像
の
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
胸
像
の
後
ろ
に
回
る
こ
と
が
で
き

る
、
す
な
わ
ち
、
方
向
転
換
な
ど
に
関
す
る
方
向
定
位
感
覚
の
異
常
は
認
め
ら
れ

な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
ケ
ー
ス
の
「
相
克
」
は
中
立
性
変

様
を
動
機
づ
け
な
い
。
つ
ま
り
、
像
客
観
の
存
在
性
格
と
し
て
「
措
定
（Setzung	

定
立
性
）」
性
格
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
現
出

次
元
で
の
像
意
識
と
錯
覚
の
区
別
の
相
対
性
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
、
基

本
的
主
張
の
撤
回
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
追
い
込
ま
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ま
さ
に
こ
の
箇
所
で
、
か
の
「
ろ
う
人
形
館
」
事
例
を
挙
げ

て
「
胸
像
」
の
場
合
は
「
ろ
う
人
形
」
と
は
違
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
「
錯
覚
を
も

た
な
い
」（487

）
と
念
を
押
す
。
前
節
で
検
討
し
た
「
ろ
う
人
形
」
の
例
示
は
こ

の
箇
所
で
あ
る
。
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
は
こ
こ
で
あ
る
。
本
稿
は
、
フ
ッ
サ
ー

ル
が
、「
胸
像
」
の
像
意
識
と
し
て
の
身
分
を
確
保
し
局
面
を
打
開
す
る
た
め
に
、

二
つ
の
対
処
を
し
た
、
と
読
み
解
く
。
す
な
わ
ち
、
空
間
性
分
析
の
焦
点
を
像
客

観
現
出
か
ら
そ
の
周
囲
空
間
性
（
＝
像
空
間Bildraum

）
へ
と
視
点
移
動
し
た

こ
と
と
、「
触
覚
」（489

）
へ
の
示
唆
と
い
う
身
体
感
覚
意
識
分
析
の
視
点
拡
張
―

視
覚
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
の
み
か
ら
、
視
覚
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
と
触
覚
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
の

共
働
と
い
う
考
察
視
点
を
加
え
る
こ
と
―
を
し
た
、
と
い
う
対
処
で
あ
る
。

後
者
に
関
し
て
は
、
僅
か
な
（
し
か
も
直
接
に
は
「
写
真
」
を
念
頭
に
し
た
）

「
触
覚
に
よ
る
」（ebd.

）
と
い
う
記
述
を
、
像
意
識
と
触
覚
（
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
）

と
の
関
係
と
の
共
働
へ
の
示
唆
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
立
ち
入
っ
て
読
解
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
具
体
的
に
は
、
例
え
ば
、
大
理
石
の
冷
た
さ
と
白
さ

と
、
女
性
の
頬
の
暖
か
さ
と
肌
色
と
の
差
異
（
相
克
）
が
、
視
覚
的
に
の
み
展
開
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さ
れ
る
像
空
間
性
の
異
常
性
に
代
わ
っ
て
像
性
機
能
を
支
え
る
、
と
い
う
具
合
に

な
る
。

前
者
に
つ
い
て
は
、「
演
劇
」
事
例
を
参
照
す
る
と
了
解
し
や
す
い
。
演
劇
の
場

合
に
関
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
相
克
す
る
の
は
、
現
実
的
に
完
全
な
仕

方
で
現
出
す
る
「
像
客
観
（
俳
優
や
小
道
具
、
舞
台
等
）
で
は
な
く
、「
像
空
間
連

関
（
＝
像
世
界Bildw

elt
）、
演
劇
作
品
の
虚
構
世
界
」
全
体
」
と
「
現
実
的
な

知
覚
連
関
（
目
の
前
の
舞
台
を
含
む
現
実
世
界
）
全
体
」
と
が
相
克
（vgl.490

）

す
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
相
克
」
と
「
中
立
性
」
と
の
緊
密
性
を
こ
の
よ
う
に
連

関
性
全
体
へ
と
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
像
意
識
に
お
け
る
「
相
克
と
中
立
性
と

の
緊
密
性
」
を
擁
護
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
第
一
七
草
稿
」
で
の

こ
う
し
た
自
身
の
手
探
り
の
対
処
に
フ
ッ
サ
ー
ル
が
ど
こ
ま
で
自
覚
的
で
あ
っ
た

か
は
疑
わ
し
い
。
し
か
し
、
前
者
（
像
空
間
性
の
視
点
拡
張
）
を
「
地
平
現
象
」

へ
の
分
析
射
程
の
深
化
と
し
て
、
後
者
（
諸
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
同
士
の
共
働
）
へ
の

着
目
を「
疑
似
―
現
実
性
」（EU

.70

）の
解
明
と
し
て『
危
機
』書
第
四
七
節
や『
経

験
と
判
断
』
第
一
四
節
で
提
出
さ
れ
た
研
究
課
題
の
先
行
着
手
と
見
做
せ
る
で
あ

ろ
う
。
た
だ
し
、
現
出
連
関
全
体
同
士
の
「
相
克
」
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の
解
決

策
に
は
疑
義
が
あ
る
。
こ
の
相
克
は
中
立
性
の
動
機
づ
け
の
直
接
の
誘
因
と
は
異

な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
対
処
療
法
で
な
く
根
本
解
決
た
り
得
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
の
検
討
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

以
上
、
本
稿
の
諸
考
察
の
結
果
、
様
々
な
タ
イ
プ
の
諸
像
意
識
（
特
に
「
胸
像
」

事
象
例
分
析
）
の
空
間
性
の
諸
位
相
を
通
じ
て
、
像
意
識
と
錯
覚
と
の
境
界
設
定

は
不
確
定
（
＝
区
分
徴
表
は
限
定
的
）
で
あ
る
）
こ
と
、
さ
ら
に
、
境
界
設
定
の

困
難
に
対
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
二
つ
の
措
置
に
よ
り
、
発
生
的
現
象
学
へ
、
半

ば
踏
み
込
む
仕
方
で
対
処
し
た
と
い
う
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

結
論　
「
動
機
づ
け
」
と
い
う
補
助
線
―
―
立
体
交
差
点
と
し
て
の
像
意
識
概
念

締
め
括
り
と
し
て
、
本
稿
の
諸
成
果
を
（
像
の
）
発
生
的
現
象
学
の
視
点
か
ら

整
理
す
る
。「
相
克
と
中
立
性
と
の
緊
密
性
」
と
は
、
相
克
と
中
立
性
と
が
動
機

づ
け
連
関
の
下
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
諸
成
果
に
「
動
機
づ
け
」
と
い

う
補
助
線
を
引
い
て
、
像
意
識
の
発
生
過
程
を
再
構
成
す
る
と
、
―
―
像
意
識
に

お
け
る「
空
間
構
成
の
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
動
機
づ
け
の
異
常
性
」と
は
、「
相
克（
ず

れ
、
ゆ
が
み
）」
と
い
う
異
常
性
が
制
約
的
誘
因
と
し
て
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
意
識
の

異
常
性
を
動
機
づ
け
、
さ
ら
に
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
の
異
常
性
が
現
出
の
異
常
性
と
共

働
し
て
像
空
間
の
異
常
性
（
特
有
性
、
中
立
性
〔
変
様
〕）
を
動
機
づ
け
る
―
―
、

こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
像
意
識
に
お
け
る
異
常
な
像
空
間
性
が
構
成
さ

れ
る
、
と
い
う
定
式
に
な
る
。
少
し
踏
み
込
ん
で
相
関
的
に
い
え
ば
、
ゆ
が
み
が

誘
発
す
る
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
の
制
約
（
後
ろ
に
回
れ
な
い
な
ど
）
が
引
き
起
こ

す
、
身
体
的
次
元
の
抵
抗
感
、
抑
制
的
リ
ズ
ム
感
が
、
定
立
的
な
事
物
知
覚
像
の

場
合
と
は
異
な
る
意
味
に
お
い
て
、
中
立
的
な
像
客
観
現
出
を
動
機
づ
け
る
（
触

発
す
る
）、
と
な
る
。
こ
の
定
式
に
加
え
て
、
定
式
の
最
適
応
例
が
「
写
真
」
で

あ
る
こ
と
と
、「
胸
像
」「
演
劇
」
の
場
合
に
は
こ
う
し
た
意
味
で
の
像
意
識
の
虚

構
性
（
中
立
性
）
の
起
源
を
語
る
こ
と
の
困
難
に
つ
い
て
も
、
既
に
わ
れ
わ
れ
は
、

錯
覚
と
の
境
界
設
定
の
困
難
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
処
法
の
析
出
を
通
し
て
、
フ
ッ

サ
ー
ル
と
と
も
に
垣
間
見
た
。
錯
覚
と
の
対
比
考
察
の
未
解
決
性
と
考
察
途
上
に

発
掘
さ
れ
た
発
生
的
現
象
学
の
「
萌
芽
」
か
ら
、
次
の
検
討
課
題
が
見
え
て
く
る
。

非
志
向
的
感
情
を
伴
う
「
相
克
」「
抵
抗
感
、
緊
張
感
を
伴
う
独
特
の
リ
ズ
ム
」

（vgl.	X
X

X
V

III,107,

伊
集
院2006

）
が
、
い
か
な
る
仕
方
で
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
動

機
づ
け
の
ト
リ
ガ
ー
と
し
て
機
能
し
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
意
識
は
像
客
観
現
出
に
お

け
る
像
周
囲
か
ら
の
「
際
立
ち
」
を
動
機
づ
け
る
の
か
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
さ

ら
に
は
、
像
客
観
現
出
の
際
立
ち
と
通
常
の
事
物
知
覚
に
お
け
る
際
立
ち
と
は
、
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そ
も
そ
も
異
な
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
難
問
が
控
え
て
い
る
。こ
の
難
問
に
は『
受

動
的
綜
合
の
分
析
』（
特
に
「
感
覚
野
の
現
象
学
」vgl.X

I,145ff.

）
と
の
比
較
検

討
が
不
可
欠
で
あ
る
。　
　

序
論
に
戻
れ
ば
、
像
意
識
分
析
の
潜
在
力
と
は
、
諸
考
察
の
結
果
明
ら
か
に

な
っ
た
「
空
間
性
構
成
に
属
す
る
動
機
づ
け
の
異
常
性
」
と
い
う
洞
察
の
卓
越
性

が
、
像
意
識
の
生
成
（
中
立
性
変
様
）
へ
の
動
機
づ
け
の
誘
因
を
、
情
動
的
な
リ

ズ
ム
等
感
性
的
内
容
と
の
関
係
の
う
ち
に
見
出
す
探
究
へ
と
導
く
源
泉
で
あ
る
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
洞
察
は
、
像
意
識
概
念
に
お
け
る
「
認
識
」
と
「
価
値
」
と

の
横
断
に
つ
い
て
も
、「
横
断
」は
単
な
る
不
整
合
で
は
な
く
、
像
意
識
の
所
在
が
、

―
―
認
識
と
価
値
と
の
交
差
と
、
能
動
性
と
受
動
性
と
の
交
差
（vgl.X

X
X

I,V
I-

X
II,1-14

）
―
―
と
い
う
二
重
交
差
の
「
立
体
交
差
点
」
で
あ
る
こ
と
の
示
唆
と
い

う
読
解
を
可
能
に
す
る
（
本
稿
の
こ
の
像
概
念
解
釈
は
、
現
象
学
に
お
け
る
認
識

と
価
値
と
の
区
別
の
成
立
と
い
う
根
本
問
題
に
直
結
す
る
）。
意
識
経
験
の
基
底

層
に
お
け
る
情
動
性
（vgl.	X

X
X

I,4ff.

）
と
像
意
識
と
の
関
係
の
解
明
を
、
フ
ッ

サ
ー
ル
像
意
識
分
析
の
要
請
と
し
て
、
本
稿
の
次
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

凡
例
：H

usserliana	

か
ら
の
引
用
は
、
ロ
ー
マ
数
字
（
巻
数
）
と
ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
頁

数
）
に
よ
っ
て
示
す
。E

rfahrung und U
rteil	

は	EU

と
略
記
）。Bd.X

X
III

よ
り
の
引
用
は
頁
数
の
み
示
し
た
。

文
献
表
：（『
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
』
の
文
献
表
へ
の
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を
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た
。）
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現
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（2006
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学
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文
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編
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伊
集
院
令
子
（2015

）「
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と
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の
発
生
的
現
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学
の
観
点
か
ら
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小
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正
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・
清
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編
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学
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。



85 像と虚構

註
：
⑴　

こ
の
箇
所
は
序
論
の
コ
ボ
ス
批
判
の
論
拠
と
な
る
。
中
立
性
を
「
自
由
な
美

的
態
度
」
に
帰
す
る
コ
ボ
ス
解
釈
が
内
包
す
る
、
相
克
と
中
立
性
と
の
分
離
は

フ
ッ
サ
ー
ル
像
概
念
と
不
整
合
を
き
た
す

⑵　
『
冬
講
義
』
の
誤
解
を
招
く
「
三
次
元
的
物
体
が
現
出
す
る
」（20

）
を
本
稿

は
こ
の
よ
う
に
読
む
。

（
伊
集
院
令
子
・
い
じ
ゅ
う
い
ん　

れ
い
こ
・
浜
松
学
院
大
学
短
期
大
学
部
）
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87 ハイデガーがブレンターノ『アリストテレスによる存在者の多様な意義について』(1862)から受け取ったもの

は
じ
め
に

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
一
九
〇
七
年
夏
、
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
で
の
最
後
の
年
に
ブ
レ
ン

タ
ー
ノ
の
学
位
論
文
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
存
在
者
の
多
様
な
意
義
に
つ
い

て
』（
一
八
六
二
）（

注
一
）

に
出
会
う
。
こ
の
論
文
と
の
出
会
い
を
契
機
と
し
た
「
存

在
に
お
け
る
多
様
な
も
の
の
う
ち
に
あ
る
単
純
な
も
の
へ
の
問
い
」
は
、「
多
く
の

転
倒
と
、
逸
脱
と
、
途
方
に
く
れ
た
状
態
と
を
貫
い
て
、
二
十
年
後
に
出
版
さ
れ

る
論
稿
、『
存
在
と
時
間
』
の
た
め
の
不
断
の
動
機
で
あ
り
続
け
た
」（

注
二
）

と
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
後
に
述
懐
し
て
い
る

（
注
三
）。

本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
述
懐
を
手
懸
り
と

し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
に
至
る
ま
で
の
「
存
在
へ
の
問
い
」
の

道
を
、
統
一
的
に
捉
え
な
お
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る

（
注
四
）。

私
た
ち
は
ま
ず
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
学
位
論
文
を
参
照
し
つ
つ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

を
「
存
在
へ
の
問
い
」
へ
と
目
覚
め
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
「
存
在
に
お
け
る
多

様
な
も
の
」
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
（
第
一
節
）。
そ
の
上
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
う
ち
に
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
問
題
意
識
と
、『
存
在
と
時
間
』
に
至
る
ま
で
の
そ

れ
ら
の
展
開
を
、
一
．
ウ
ー
シ
ア
の
優
位
の
下
に
あ
る
存
在
（
者
）
の
多
様
な
意

義
の
秩
序
づ
け
の
あ
り
方
と
そ
の
妥
当
性
へ
の
問
い
、
二
．
真
と
し
て
の
存
在

（
者
）
と
判
断
及
び
論
理
学
に
固
有
の
存
在
領
域
と
そ
の
位
置
づ
け
へ
の
問
い
、

三
．
可
能
態
と
現
実
態
に
お
け
る
存
在
（
者
）
お
よ
び
可
能
態
か
ら
現
実
態
へ
の

運
動
に
関
わ
る
問
い
、
四
．
よ
り
包
括
的
な
範
疇
の
可
能
性
に
向
け
て
の
問
い
、

五
．ὄν

へ
と
関
わ
る
意
識
の
志
向
性
に
関
す
る
問
い
、
の
五
つ
に
分
節
し
て
提
示

す
る
（
第
二
節
）。

	第
一
節　
「
存
在
に
お
け
る
多
様
な
も
の
の
う
ち
に
あ
る
単
純
な
も
の
へ
の
問
い
」

と
は
何
か

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
学
位
論
文
に
よ
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
う
ち
に
呼
び
起
こ
さ
れ

た
「
存
在
へ
の
問
い
」
の
内
実
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

私
た
ち
は
ま
ず
、
当
該
論
文
を
参
照
し
つ
つ
「
存
在
に
お
け
る
多
様
な
も
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」
の

内
実
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
。

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
の
固
有
の
対
象
は
「
存

在
（
者
）
と
し
て
の
存
在
（
者
）」
で
あ
り
、
こ
の
学
の
入
り
口
に
お
い
て
「
存

在
（
者
）」
と
い
う
語
の
も
つ
多
様
な
意
義
の
解
明
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と

し
た
う
え
で	
（V

gl.B5

）、「
存
在
（
者
）」
と
い
う
語
の
多
様
な
意
義
を
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
テ
ク
ス
ト
に
拠
り
つ
つ
、
よ
り
重
要
度
の
低
い
も
の
か
ら
高
い
も
の
へ

と
、
四
つ
に
区
分
し
て
提
示
す
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
存
在
者
の
多
様
な

意
義
に
つ
い
て
』（
一
八
六
二
）か
ら
受
け
取
っ
た
も
の

上
田　

圭
委
子
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最
初
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
付
帯
性
に
従
っ
た
存
在
（
者
）（ὄν κατὰ 

συμβεβηκός

）
で
あ
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
、
ク
ロ
ー
バ
ー
が
偶
然
に
四
つ
葉
で

「
あ
る
」と
か
、
文
法
学
者
が
偶
然
に
音
楽
通
で「
あ
る
」と
い
う
よ
う
に
、
ク
ロ
ー

バ
ー
と
し
て
の
ク
ロ
ー
バ
ー
や
、
文
法
学
者
と
し
て
の
文
法
学
者
の
存
在
に
、
必

然
的
に
で
は
な
く
、
偶
然
的
（zufällig

）
に
付
帯
し
て
い
る
「
・・・
で
あ
る
こ
と
」

を
意
味
し
て
い
るὄν
で
あ
る
。

二
番
目
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
真
と
し
て
の
存
在
者
（ὄν	 ὡ

ς	 ἀληθές

）

で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
うὄν	 ὡ

ς	 ἀληθές

は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
よ
れ

ば
、
第
一
義
的
に
は
真
偽
の
判
断
の
う
ち
に
あ
る

（
注
五
）。

こ
の
場
合
、
Ａ
は
Ｂ
で

あ
る
、
あ
る
い
は
Ａ
は
Ｂ
で
は
な
い
，
と
い
っ
た
判
断
を
為
す
思
惟
の
う
ち
に
お
い

て
、
事
物
の
あ
り
方
に
即
し
て
総
合
と
分
離
が
な
さ
れ
る
場
合
が
「
真
」
と
な
り
、

そ
の
反
対
は
偽
と
な
る
。
だ
が
、
単
純
な
実
体
、
つ
ま
り
は
あ
ら
ゆ
る
質
料
や
潜
在

的
な
可
能
性
か
ら
自
由
な
神
性
や
純
粋
な
形
相
の
よ
う
な
も
の
は
、
単
純
な
把
握
に

よ
っ
て
直
接
に
対
象
に
触
れ
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
た
め
、
そ
こ
に
「
欺
か
れ
る
」
こ

と
は
生
じ
ず
、
こ
の
場
合
は
、「
真
な
る
も
の
」
に
は
、
偽
で
は
な
く
、「
無
知
」
が
対

立
す
る
（B27

）。
こ
う
し
た
場
合
も
含
め
て
、「
真
の
根
本
概
念
は
い
つ
も
認
識
し

つ
つ
あ
る
精
神
の
、
認
識
さ
れ
た
事
象
と
の
一
致
」に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（B33

）。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
上
記
の
二
つ
のὄν

は
、
と
も
に
「
あ
る
他
の
類
の
存

在
（
自
体
的
意
味
で
の
存
在
）
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
存
す
る
も
の
で
、
そ

れ
以
外
に
（
客
観
的
に
）
存
在
す
る
い
か
な
る
実フ

ュ
シ
ス在

を
指
し
示
す
も
の
で
も

な
い
」
と
し
て
、
形
而
上
学
の
対
象
か
ら
は
除
外
す
る
が
（V

gl.B23,A
nm

.4	
,B33,A

nm
.28

）（
注
六
）、

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
こ
れ
ら
の
う
ちὄν	 ὡ

ς	 ἀληθές

は
、

「
論
理
学
」
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
い
る
（V

gl.B39

）。

三
番
目
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
可
能
態
お
よ
び
現
実
態
に
お
け
る
存
在（
者
）

（ὄν	 δυνάμει	 και	 ένεργείᾳ

）
で
あ
る
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
可
能
態
お
よ
び

現
実
態
に
お
け
るὄν

と
、
次
に
扱
う
諸
範
疇
の
図
式
に
従
うὄν

と
は
、
共
に
「
形

而
上
学
」
の
対
象
で
あ
り
、
相
互
に
最
も
緊
密
に
結
合
し
て
い
る
と
す
る
。
ま
た

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、「
運
動
（κινησις

）」
概
念
に
注
目
し
、「
運
動
」
が
「
可
能
的

な
る
も
の
と
し
て
あ
る
限
り
に
お
け
る
可
能
的
な
る
も
の
の
現
実
態
」（

注
七
）

と

定
義
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
、
こ
れ
を
、
可
能
態
か
ら
現
実
態
へ
と
生
成
す
る

主
体
の
そ
の
中
間
の
状
態
に
お
い
て
、
生
成
す
る
主
体
は
、
生
成
す
な
わ
ち
運
動

（κινησις

）
に
関
し
て
は
現
実
態
に
あ
り
、
運
動
（κινησις

）
に
よ
っ
て
そ
れ

が
現
実
と
な
る
こ
と
が
準
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
の｢

形
相｣

に
対
し
て
は
可

能
態
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
（V

gl.	B71

）。

四
番
目
に
は
、
範
疇
の
図
式
に
従
っ
た
存
在
（
者
）
が
扱
わ
れ
る
。
ブ
レ
ン
タ
ー

ノ
は
、
こ
れ
を
四
つ
の
区
分
の
内
の
「
最
も
重
要
な
も
の
」
と
位
置
付
け
る
。
そ

し
て
範
疇
のὄν

の
う
ち
「
本
来
的
な
、
す
べ
て
の
存
在
者
に
先
立
つ
存
在
者
は
実

体
（οὐσία

）」（B109

）
で
あ
り
、
そ
の
他
の
も
の
がὄν

と
い
わ
れ
る
の
は
、
こ

の
実
体
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
実
体
と
、
そ
れ
に
対

す
る
異
な
る
関
係
性
を
も
つ
分
量
、
性
質
、
能
動
、
受
動
、
場
所
、
時
、
関
係
か

ら
な
る
演
繹
的
に
導
出
可
能
な
諸
範
疇
をὄν

の
多
様
な
意
味
と
し
て
提
示
す
る
。

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
こ
れ
ら
の
範
疇
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
「
主
観
的

に
の
み
妥
当
す
る
概
念
規
定
で
は
あ
り
え
ず
」（B75

）、
ま
た
「
単
に
概
念
の
骨

組
み
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
実
在
的
概
念
で
あ
り
、
思
惟
の
外
に
あ
る
自
体
的
存

在
者
」（B82

）	

で
あ
る
と
し
、
文
法
的
関
係
と
の
対
応
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、

単
に
文
法
関
係
の
差
別
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
ブ
レ
ン

タ
ー
ノ
は
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
範
疇
は
叡
智
的
な
る
も
の
に
触
れ
て
い
な
い
が

ゆ
え
に
不
完
全
」
で
あ
る
と
す
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
よ
る
批
判
に
も
言
及
し
（V

gl.
B143

）、
こ
の
批
判
に
対
し
て
「
神
と
物
体
的
実
体
と
に
共
通
な
類
が
あ
り
え
な
い

限
り
に
お
い
て
は
少
な
く
と
も
正
当
」
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、「
神
は
む
し
ろ
い
か
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な
る
類
の
下
に
も
下
属
せ
し
め
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
」（B144

）
と
し
て
い
る
。

さ
て
次
に
、
こ
う
し
た
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
学
位
論
文
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
受
け

取
っ
た
「
存
在
に
お
け
る
多
様
な
も
の
」
の
う
ち
に
あ
る
「
単
純
な
も
の
へ
の
問
い
」

と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
学
位
論
文
に
お
い
て
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
存
在（
者
）の
う
ち
、
最
も
重
要
な
も
の
は
実
体（
ウ
ー

シ
ア
）
で
あ
り
、
そ
れ
と
の
様
々
な
関
係
を
有
す
る
限
り
に
お
い
て
、
多
様
な
存

在
（
者
）
が
、
存
在
（
者
）
と
し
て
語
ら
れ
る
と
い
う
、
実
体
と
の
類
比
の
関
係

の
う
ち
に
、
こ
の
多
様
な
語
の
意
義
を
統
一
す
る
い
わ
ば
「
単
純
な
も
の
」
が
見

て
と
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
こ
の
学
位
論
文
と
の

対
話
か
ら
受
け
取
っ
た
の
は
、
問
い
の
答
え
で
は
な
く

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
こ
の
論
文
全
体
の
内
容

に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
た
、
さ
ら
な
る

4

4

4

4

「
問
い

4

4

」
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
次
に
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
学
位
論
文
を
契
機
と
し
て
抱
く
に
至
っ
た
と
思
わ

れ
る
問
題
意
識
を
五
つ
に
分
節
し
て
提
示
し
、
そ
の
展
開
を
追
っ
て
み
た
い
。

第
二
節　

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
と
の
対
話
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
抱
く
に
至
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
問
題
意
識
と
そ
こ
か
ら
の
「
存
在
へ
の
問
い
」
の
展
開

一
．
ウ
ー
シ
ア
の
優
位
の
も
と
に
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
存
在
者
の
多

様
な
意
義
の
秩
序
づ
け
の
あ
り
方
と
そ
の
妥
当
性
へ
の
問
い

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
学
位
論
文
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
（
者
）
を
、

精
神
の
内
に
の
み
あ
る
存
在
（
者
）
と
、
精
神
の
外
に
も
あ
る
存
在
（
者
）
と
に

分
け
、
後
者
の
う
ち
で
も
、
実
体
（οὐσία

）
を
、「
本
来
的
な
、
す
べ
て
の
存
在

者
に
先
立
つ
存
在（
者
）」と
見
な
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、

一
九
二
四
年
夏
学
期
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
根
本
概
念
』
講
義
で
、οὐσία

の
意
義
自
体
の
多
様
性
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
そ
の
通
俗
的
な
意
義
を
導
き
の
糸
と

し
つ
つ
分
節
し
、
現
象
学
的
に
考
察
す
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
通
俗
的
な
意
味

4

4

4

4

4

4

で
のοὐσία

は
、「
家
屋
敷
（A

nw
esen

）、

財
産
（V

erm
öge

）、
全
財
産
（H

ab	und	Gut

」」
を
指
す
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、

こ
れ
ら
は
「
私
の
た
め
に
そ
こ
に
あ
る
」
存
在
者
、
し
た
が
っ
て
「
そ
れ
を
私
が

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
」「
そ
れ
を
私
の
た
め
に
自
由
に
意
の
ま
ま
に
し
う
る
」

存
在
者
、
つ
ま
り
は「
私
の
日
常
的
な
世
界
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
そ
こ
に
あ
る
」

存
在
者
（GA

18,25

）
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
哲
学

4

4

的
な
術
語

4

4

4

4

と
し
て
のοὐσία

の
意
義
を
①
存
在
者
と
し
て
のοὐσία

、
②
存
在
と

し
て
のοὐσία

に
分
節
し
て
解
釈
す
る
。

①
の
存
在
者
と
し
て
のοὐσία

に
つ
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

『
形
而
上
学
』
第
七
巻
第
二
章
（1028b8sq.

）
の
「
実
体
は
、
そ
の
最
も
明
瞭
な

形
で
は
物
体
（σῶ

μα

）
に
属
す
る
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る
」
の
箇
所
を
指
示
し
、

こ
こ
で
の
物
体
（σῶ

μα

）
と
は
、「
存
在
者
、
す
な
わ
ち
そ
こ
に
現
に
あ
る
も
の

の
固
有
の
馴
れ
馴
れ
し
さ
（A

ufdringlichkeit

）
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
」
の

で
あ
り
、「
私
に
属
し
て
」
お
り
、「
私
の
意
の
ま
ま
に
で
き
る
も
の
」、
つ
ま
り
は

「
さ
し
あ
た
っ
て
た
い
て
い
は
生
の
日
常
性
の
中
で
そ
こ
に
あ
る
存
在
者
」
の
こ

と
で
あ
る
と
す
る
（GA

18,28

）。
ま
た
そ
の
際
に
は
、
非
感
性
的
な
存
在
者
に

つ
い
て
は
ま
だ
何
も
言
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
指
摘
す
る
。ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、

探
究
の
方
法
と
し
て
、
私
た
ち
の
感
覚
に
と
っ
て
よ
り
可
知
的
な
も
の
か
ら
、
原

理
に
お
い
て
よ
り
可
知
的
な
も
の
へ
と
至
る
道
を
選
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

②
の
存
在
と
し
て
のοὐσία

に
関
し
て
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ま
ず
『
形
而
上

学
』
第
五
巻
第
八
章
を
指
示
す
る
。
こ
の
章
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、「
諸
物
体

（σῶ
ματα

）
の
数
え
上
げ
で
も
っ
て
始
め
」
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、「
そ
こ
か
ら

存
在
者
の
存
在
の
探
究
全
体
に
着
手
す
る
と
こ
ろ
の
そ
の
土
台
を
告
示
し
よ
う
と

し
て
い
る
」か
ら
だ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
い（GA

18,30

）、
こ
こ
で
肝
要
な
の
は
、

こ
う
し
た
数
え
上
げ
ら
れ
る
存
在
性
格
の
な
か
に
、「
い
か
に
現
（D

a

）
に
つ
い
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て
の
特
定
の
見
方
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
」（GA

18,33

）
で
あ
り
、

ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
のοὐσία

の
諸
存
在
性
格
は
、
総
じ
て
「
現4

に
あ
る
存
在

（D
asein

）」
を
意
味
す
る
」
と
指
摘
す
る
（GA

18,33

）。

さ
て
、
存
在
と
し
て
のοὐσία

に
お
け
る
、
第
一
の
存
在
性
格
は
「
基
体

（ὑποκείμενον
）」
で
あ
る
。
基
体
と
は
、「
動
物
、
植
物
、
人
間
、
山
、
と
い
っ
た

こ
の
よ
う
な
存
在
者
が
、《
前
も
っ
て
》
す
で
に
《
横
た
わ
っ
て
い
る
》」
も
の
と
し

て
あ
り
、
私
が
そ
れ
ら
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
記
述
す
る
と
き
に
、
そ
れ
ら
が
「
は

じ
め
か
ら
そ
こ
に
あ
る
」
こ
と
を
指
す
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
こ
の
よ
う
な
存
在
者

の
存
在
は
、
事
物
的
存
在　
（V

orhandensein

）　

と
い
う
性
格
を
持
つ
」
と
す
る

（GA
18,30

）。
基
体
と
し
て
のοὐσία
は
、「
そ
の
内
で
具
体
的
な
生
が
自
ら
の
現4

に

あ
る
存
在
を
な
ん
と
か
続
け
て
い
く
と
こ
ろ
の
存
在
者
と
し
て
現4

存
し
て
い
る
も

の
」
で
あ
り
、「
私
自
身
が
こ
の
現4

に
在
る
も
の
の
存
在
に
対
し
て
何
ら
か
の
こ
と
を

す
る
必
要
な
し
に
、
現4

に
存
在
し
て
い
る
」と
い
う
存
在
性
格
を
持
つ（GA

18,31

）。

第
二
の
存
在
性
格
は
事
物
的
存
在
の
う
ち
に
内
在
し
、
そ
の
存
在
の
原
因
と
な

る
も
の
で
あ
る
。「
魂
（ψ

υχή

）」
が
こ
れ
に
あ
た
り
、
そ
れ
は
「
私
た
ち
が
生

あ
る
も
の
と
呼
ぶ
特
別
な
存
在
を
（
事
物
的
存
在
と
）
共
に
形
成
す
る
」（V

gl.
GA

18,30

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
生
あ
る
も
の
」
に
は
二
つ
の
契
機
が
あ
り
、
ひ

と
つ
は
、
何
か
へ
と
向
か
っ
て
「
世
界
の
中
で
自
ら
を
方
向
付
け
る
」
契
機
で
あ

り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
そ
の
方
向
へ
と
自
ら
を
動
か
し
、
関
わ
り
を
も
つ
と
い
う

契
機
で
あ
る
と
す
る（V

gl.GA
18,31

）。「《
魂
》がοὐσία

で
あ
る
」の
は
、「
魂
が
、

生
あ
る
も
の
と
い
う
性
格
を
持
つ
存
在
者
の
現4

実
存
在
（D

asein

）
を
形
成
し
て

い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
（GA

18,34

）。

第
三
の
存
在
性
格
は
、
立
体
が
そ
の
部
分
た
る
平
面
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ

て
お
り
、
平
面
を
取
り
去
れ
ば
立
体
が
捉
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
、

そ
の
存
在
者
を
そ
の
存
在
に
お
い
て
規
定
し
て
い
る
、
そ
の
存
在
者
の
限
界
づ
け

を
す
る
部
分
と
い
う
存
在
性
格
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
限

界
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
現4

（D
a

）
の
基
本
的
な
性
格
」
で
あ
り
、
限
界
づ

け
る
部
分
と
し
て
の
存
在
性
格
は
、「
あ
る
も
の
の
可
能
的
な
存
在
を
形
成
す
る
」

（GA
18,34

）
と
解
釈
す
る
。

第
四
は
、「
も
の
の
何
で
あ
る
か
」（τὸ τί ἦν εἶναι

）
で
あ
り
、
こ
れ
を
言
い

表
す
ロ
ゴ
ス
（λόγος

）
が
、
そ
の
も
の
の
定
義
（ὁρισμός

）
で
あ
る
。
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
るτὸ τί ἦν εἶναι

は
、
未
完
了
過
去
の

ἦν

と
い
う
規
定
を
自
ら
の
う
ち
に
持
つ
こ
と
か
ら
も
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、「
す

で
に
あ
っ
た
も
の
、
そ
こ
か
ら
そ
の
存
在
者
が
自
ら
の
存
在
に
お
い
て
由
来
す
る

も
の
」、
そ
こ
か
ら
現
に
存
在
し
て
い
る
も
の
へ
と
到
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、

「
あ
ら
ゆ
る
現4

に
存
在
し
て
い
る
も
の
は
、
自
ら
の
そ
の
つ
ど
性
に
お
い
て
、τὸ 

τί ἦν εἶναι

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
」
と
す
る
（GA

18,35

）。

第
五
に
挙
げ
ら
れ
る
存
在
性
格
は
形
相
（εῖδος

）
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
こ
れ
を
、「
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
自
ら
の
《
観
を
呈
す
る
こ
と
》（sich-

ausnehm
en

）の
う
ち
で
現4

に
存
在
し
て
い
る
も
の
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
」

（GA
18,35

）
と
す
る
。
例
え
ば
建
築
家
は
家
を
建
築
す
る
と
き
、
そ
の
家
の
現

に
あ
る
形
相
を
観
つ
つ
、
家
の
形
相
の
う
ち
で
生
き
、
動
く
こ
と
で
、
家
を
建
て

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
観
を
呈
す
る
形
相
を
由
来
と
し
て
制
作
さ
れ
る
も
の
は

現
に
存
在
す
る
に
至
る
の
で
あ
り
、
現
に
あ
る
こ
と
は
、「
現
在
性
」
と
「
出
来
上

が
っ
て
い
る
こ
と
」
の
二
つ
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
（GA

18,35

）。

以
上
の
よ
う
な
「
現
」
に
注
目
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
のοὐσία

に
つ
い
て
の

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
象
学
的
解
釈
は
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
事
物
的
存
在
者
、

道
具
的
存
在
者
、
現
存
在
と
い
っ
た
存
在
の
在
り
方
の
区
分
や
、
日
常
的
な
存

在
者
か
ら
分
析
を
開
始
す
る
そ
の
方
法
へ
と
繋
が
っ
て
ゆ
く
と
共
に
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
お
け
る
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
存
在
論
の
見
方
、
す
な
わ
ち
「
存
在
」
は
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「
現
前
性
（A

nw
esenheit

）
に
等
し
」
く
、
存
在
が
露
わ
と
な
る
こ
と
と
し
て

の
「
真
理
」
は
「
現
在
（Gegenw

art

）
に
等
し
い
」（GA

21,207

）
と
い
っ
た

見
方
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
。
や
が
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
う
し
た
存
在
者
の
現

前
（A

nw
esen

）
を
可
能
な
ら
し
め
つ
つ
自
ら
は
隠
れ
て
い
る
、
奥
深
い
存
在

（Seyn

）
の
生
き
続
け
る
働
き
（W

esung

）
の
忘
却
の
歴
史

（
注
八
）

と
い
う
彼
独

自
の
存
在
史
の
文
脈
の
な
か
で
、
存
在
概
念
に
お
け
るοὐσία

の
優
位
そ
の
も
の

の
妥
当
性
を
問
う
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

二
．
真
と
し
て
の
存
在
（
者
）（ὄν ὡ

ς ἀληθές

）
と
判
断
お
よ
び
論
理
学
に
固

有
の
存
在
領
域
と
そ
の
位
置
づ
け
へ
の
問
い

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
学
位
論
文
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
うὄν	 ὡ

ς	 ἀληθές

は
、
精
神
の
う
ち
に
あ
る
存
在
（
者
）
で
あ
り
、「
第
一
義
的
に
は
真
偽
の
判
断
の

う
ち
に
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
た
。
若
き
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
ま
た
、ὄν	 ὡ

ς	 ἀληθές

に
か
か
わ
る
「
存
在
へ
の
問
い
」
を
、
ま
ず
判
断
論
お
よ
び
論
理
学
の
領
域
に

お
い
て
問
う
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
学
位
論
文
『
心
理
主
義
に
お
け
る
判
断

論
』（
一
九
一
三
）	

は
、
判
断
に
お
け
る
「
心
理
的
な
も
の
と
論
理
的
な
も
の
の

間
の
区
別
」（FS	6

）
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
、
こ
の
学
位
論
文
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
お
よ
び
新
カ
ン
ト
派
の
影
響
の

も
と
で
、
判
断
に
お
け
る
心
理
的
な
過
程
の
相
違
を
貫
い
て
な
お
同
一
な
も
の

を
、「
物
理
的
な
、
空
間
的
・
時
間
的
に
規
定
さ
れ
た
事
物
で
は
な
い
」
が
、「
心
理

的
な
生
起
と
も
一
致
し
な
い
」
と
こ
ろ
の
「
判
断
の
経
過
に
お
い
て
露
わ
に
さ
れ

た
同
一
の
要
素
の
現
実
性
の
形
式
」、
す
な
わ
ち
「
妥
当
」
す
る
も
の
と
し
て
捉

え
よ
う
と
す
る
（FS	111-112

）。
続
く
一
九
一
五
年
の
教
授
資
格
論
文
に
お
い

て
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ス
コ
ラ
哲
学
に
お
い
て
存
在
（ens

）
と
共
に
超
越
概
念

と
さ
れ
る
真
（V

erum

）
を
扱
い
、
こ
こ
で
も
「
判
断
が
、
本
来
的
な
意
味
で

真
と
呼
ば
れ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
」（FS	210

）
と
し
つ
つ
、
魂
の
う
ち
に
あ
る

存
在
の
論
理
的
な
現
実
性
を
妥
当
概
念
を
用
い
て
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ

は
ま
だ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
固
有
の
立
場
で
は
な
い
。
そ
の
後
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
魂
が
真
理
認
識
す
る
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
さ
ら
に
考

究
し
（GA

19,21,23

）、「
真
理
（W

ahrheit

）」
は
、「
本
来
的
な
意
味
に
お
い
て
は

人
間
の
現
存
在
自
身
の
存
在
規
定
で
あ
る
」（GA

19,23

）
と
し
つ
つ
、『
ニ
コ
マ

コ
ス
倫
理
学
』
を
解
釈
す
る
。
そ
こ
で
は
魂
の
真
理
認
識
に
関
わ
る
部
分
は
、
エ

ピ
ス
テ
ー
メ
ー
、
ソ
フ
ィ
ア
、
テ
ク
ネ
ー
、
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
と
い
う
四
つ
に
区
分

さ
れ
る
の
だ
が
（V

gl.GA
19,28

）、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
の
う
ち
で
も
特
に
実
践

的
な
場
面
に
お
い
て
自
分
自
身
の
な
す
べ
き
行
為
へ
と
自
ら
を
導
く
た
め
に
自
分

自
身
の
あ
り
方
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
「
真
理
認
識
の
状
態
（
ヘ
ク
シ

ス
）」（GA

18,52

）
で
あ
る
「
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」
に
注
目
し
、「
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
の

う
ち
で
、
隠
さ
れ
て
い
る
な
に
か
を
露
わ
に
す
る
と
い
う
ア
‐
レ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン

の
意
味
が
、
際
立
っ
た
意
味
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
（GA

19,52

）。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
観
る
と
こ
ろ
の
真
理
の
根
源
的
な
現
象
は
、
真
理
認
識
の
衝
動
と

い
う
人
間
の
自
然
本
性
た
る
開
示
性
に
よ
り
、
自
ら
を
自
ら
自
身
に
即
し
て
示
す

と
こ
ろ
の
存
在
者
の
存
在
が
言
葉
へ
と
齎
さ
れ
る
と
い
う
事
態
の
内
に
あ
る
と
い

え
る
。
そ
れ
は
存
在
の
側
か
ら
言
え
ば
、
秘
匿
さ
れ
て
い
た
も
の
が
露
わ
と
な
る

存
在
の
真
理
の
現
象
と
し
て
、
捉
え
ら
れ
よ
う
。『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
は
、

自
ら
を
示
す
も
の
と
し
て
の
存
在
者
の
存
在
が
ま
ず
世
界
内
存
在
と
し
て
の
現
存

在
に
対
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
な
か
で
、
秘
匿
さ
れ
て
い
る
も
の
を
暴
露
す
る
も

の
と
し
て
の
現
存
在
の
開
示
性
に
よ
っ
て
、
秘
匿
さ
れ
て
い
た
存
在
者
の
存
在
が

ロ
ゴ
ス
（
語
り
）
を
通
し
て
暴
露
さ
れ
る
と
い
う
、
非
秘
匿
性
と
し
て
の
真
理
が

現
象
学
的
に
捉
え
ら
れ
、「
現
存
在
は
、
開
示
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
と
し

て
本
質
的
に
真
理
の
う
ち
に
い
る
」（SZ226

）
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
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う
に
し
て
、「
真
と
し
て
の
存
在
」
は
、「
現
」
に
お
い
て
自
ら
を
示
す
存
在
者
の
存

在
と
、
そ
れ
に
対
し
て
存
在
が
露
わ
と
な
る
と
こ
ろ
の
現
存
在
（
人
間
）、
現
存

在
に
対
し
て
、
秘
匿
さ
れ
て
い
た
存
在
が
露
わ
と
な
る
こ
と
と
し
て
の
真
理
と
い

う
三
つ
の
も
の
か
ら
な
る
存
在
の
真
理
の
現
象
学
的
な
基
本
構
造
の
う
ち
に
そ
の

根
源
的
な
位
置
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

三
．
現
実
態
と
可
能
態
に
お
け
る
存
在
（
者
）
お
よ
び
運
動
（κινησις

）
に
関

わ
る
問
い

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
て
い
た
運
動
概
念

を
、
生
あ
る
も
の
、
そ
れ
も
人
間
の
生
に
関
わ
る
概
念
と
し
て
原
キ
リ
ス
ト
教
的

な
生
の
時
間
性
の
解
釈
を
も
経
な
が
ら
自
ら
の
存
在
論
の
う
ち
へ
と
受
容
し
、
発

展
さ
せ
る
。
一
九
二
一
／
二
二
年
冬
学
期
講
義
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
現
象
学
的

解
釈
／
現
象
学
的
研
究
入
門
』
で
は
、「
事
実
的
生
」
の
「
原
理
的
規
定
性
」
と
し

て
「
運
動
性
」
が
そ
の
発
端
に
置
か
れ
（GA

61,116
）、
事
実
的
生
の
諸
運
動
カ

テ
ゴ
リ
ー
が
新
た
に
創
出
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、「
生
の
運
動
性
の
根
本
特
性
」
と

し
て
の
「
墜
下
」（Ruinanz

）（GA
61,120

）
を
は
じ
め
と
し
て
、
出
会
わ
れ
て

く
る
世
界
の
方
か
ら
「
み
ず
か
ら
の
諸
要
求
と
そ
の
範
囲
を
受
け
取
る
」
運
動
の

連
関
で
あ
る「
反
照（Reluzenz

）と
前
構
成（Praestruktion

）」（GA
61,130

）、

世
界
の
中
で
の
評
価
や
身
分
等
に
気
を
取
ら
れ
て
自
ら
を
見
損
な
っ
た
り
、
測

り
そ
こ
な
っ
た
り
す
る
性
格
と
し
て
の
「
隔
た
り
（A

bstand

）」（GA
61,103

）、

「
自
身
か
ら
‐
身
を
退
け
る
こ
と
」
と
し
て
の		

「
閉
鎖
（A

briegelung

）」

（GA
61,109

）、
と
い
っ
た
事
実
的
生
の
運
動
性
を
記
述
す
る
諸
運
動
カ
テ
ゴ

リ
ー
が
、「
事
実
性
の
形
式
的
根
本
構
造
」
と
し
て
の
「
志
向
性
」
を
「
表
現
」
す

る
も
の
と
し
て
（V

gl.GZ61,131

）、
形
式
的
に
告
示
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、『
存

在
と
時
間
』
で
の
現
存
在
の
「
運
動
性
」
の
現
象
学
的
な
記
述
の
う
ち
に
、
若
干

の
語
の
変
更
を
経
つ
つ
も
、
受
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
（V

gl.SZ178

）。

ま
た
一
九
二
四
／
二
五
年
冬
学
期
の
『
ソ
ピ
ス
テ
ー
ス
』
講
義
で
の
プ
ラ
ト
ン

解
釈
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
魂
」
に
お
け
る
「
直
知
」（
ノ
エ
イ
ン
）（
プ

ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
「
思
慮
」（
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
）
で
も
あ
る
）
の
現
象
を
、「
ま

ず
第
一
に
は
運
動
を
自
ら
の
う
ち
に
担
っ
て
い
る
も
の
」
で
あ
り
、
第
二
に
そ
の

魂
の
運
動
は
「
・
・
・
へ
と
向
け
て
」
と
い
う
、「
目
標
」
を
目
掛
け
て
の
も
の
で

あ
る
と
し
、
第
三
に
は
、
こ
の
魂
の
運
動
は
、
単
に
目
標
へ
の
途
上
に
あ
る
だ
け

で
な
く
、
そ
の
う
ち
へ
至
ろ
う
と
い
う
「
衝
動
」
と
し
て
の
「
積
極
的
な
傾
向
」

を
持
ち
、
第
四
に
は
、
そ
の
よ
う
に
目
標
を
目
掛
け
る
運
動
と
い
う
傾
向
の
あ
る

と
こ
ろ
に
お
い
て
の
み
、
目
標
か
ら
逸
れ
る
こ
と
の
可
能
性
も
生
起
す
る
と
す
る

（V
gl.GA

19,366

）。
そ
し
て
「
本
質
的
な
こ
と
は
、
直
知
、
す
な
わ
ち
真
理
を
目

掛
け
る
魂
の
こ
の
衝
動
が
、
人
間
の
機
構
の
も
っ
と
も
根
源
的
な
も
の
と
し
て
見

ら
れ
る
こ
と
」
で
あ
る
と
し
、「
私
た
ち
は
、
こ
こ
で
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
が
当
時
見

て
い
た
、
ま
っ
た
く
根
源
的
な
構
造
」、
す
な
わ
ち
「
現
存
在
の
構
造
に
突
き
当

た
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
（GA

19,368

）。『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
世
界
内

存
在
す
る
現
存
在
の
実
存
論
的
構
造
は
、
こ
う
し
た
ギ
リ
シ
ア
的
な
魂
の
運
動
性

の
理
解
と
、
ア
‐
レ
ー
テ
イ
ア
と
し
て
の
真
理
概
念
を
、
原
キ
リ
ス
ト
教
的
時
間

性
と
と
も
に
そ
の
由
来
と
し
て
持
つ
と
い
え
よ
う
。

四
．
よ
り
包
括
的
な
範
疇
の
可
能
性
に
向
け
て
の
問
い	

範
疇
の
問
題
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
学
位
論
文
で
も
主
題
的
に
扱
わ
れ
て
い
た

が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
先
に
挙
げ
た
教
授
資
格
論
文
『
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス

の
範
疇
論
と
意
義
論
』（
一
九
一
五
）
の
中
で
、
こ
れ
を
取
り
上
げ
、「
我
々
の
課

題
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
現
実
性
の
諸
領
域
の
範
疇
的
性
格
づ
け
」
と
い
う
意

味
で
の
範
疇
論
で
あ
り
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
範
疇
」
も
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
る
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現
実
性
の
う
ち
の
す
べ
て
を
包
括
す
る
よ
う
な
「
端
的
な
範
疇
」
で
は
な
く
、「
特

定
の
領
域
の
特
定
の
階
級
と
し
て
の
み
現
れ
る
」
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
（FS153

）。

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
た
び
た
び
言
及
す
る
ラ
ス
ク
も
、
一
九
一
〇
年
の
『
哲
学
の
論
理

学
と
範
疇
論
』（

注
九
）

に
お
い
て
、
そ
の
巻
頭
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
言
葉

（
注
十
）

を

引
用
し
つ
つ
、
感
性
的
領
域
の
み
な
ら
ず
、
妥
当
す
る
も
の
と
超
感
性
的
な
も
の

か
ら
な
る
非
感
性
的
領
域
を
も
包
摂
す
る
範
疇
論
を
構
想
し
て
い
た
。
若
き
ハ
イ

デ
ガ
ー
も
、
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
に
お
け
る
範
疇
論
を

扱
っ
た
の
で
あ
る
。
ス
コ
ラ
哲
学
の
範
疇
論
は
、
諸
範
疇
を
超
え
た
存
在
（Ens

）、

一
、
真
と
い
っ
た
超
越
概
念
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、「
絶
対
的
な
意
味
で
現
実
的
」

（FS202

）
な
神
の
存
在
と
類
比
的
な
意
味
で
神
に
よ
っ
て
在
ら
し
め
ら
れ
て
い
る

現
実
的
な
も
の
と
し
て
の
感
性
的
事
物
の
存
在
お
よ
び
被
造
的
な
精
神
の
う
ち
に

見
出
さ
れ
る
論
理
的
な
存
在
を
捉
え
、
こ
れ
ら
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
り
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
、
こ
う
し
た
中
世
の
範
疇
論
と
の
対
話
を
通
し
て
、
よ
り
包
括
的
な
範

疇
論
の
可
能
性
を
模
索
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
範
疇
を
め
ぐ
る
試

行
錯
誤
の
中
か
ら
、
や
が
て
存
在
と
関
わ
る
人
間
の
事
実
的
生
の
動
き
を
規
定
し

て
い
る
形
式
と
し
て
の
新
た
な
範
疇
が
創
出
さ
れ
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
、

物
の
「
何
」
の
諸
存
在
規
定
と
し
て
の
「
範
疇
」
と
は
区
別
さ
れ
た
「
現
存
在
の

諸
存
在
性
格
」
と
し
て
の
「
実
存
範
疇
」（V

gl.	SZ44,54-57

）
と
し
て
提
示
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

五
．ὄν

へ
と
関
わ
る
意
識
の
志
向
性
に
関
す
る
問
い　

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
学
位
論
文
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
さ
ら
に
他
の
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ

の
著
作
お
よ
び
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
弟
子
で
あ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
へ
の

関
心
を
呼
び
起
こ
し
た
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、『
経
験
的
立
場
か
ら
の
心
理
学
』

（
一
八
七
四
）
に
お
い
て
、「
心
理
的
な
現
象
」
を
特
徴
付
け
る
「
徴
表
」
と
し

て
、「
志
向
的
内
在
」（die	intentionale	Inexistenz

）
を
挙
げ
、「
あ
ら
ゆ
る
心

理
的
な
現
象
は
、
中
世
の
ス
コ
ラ
学
者
が
志
向
的
な
（
ま
た
お
そ
ら
く
精
神
的

な
）
対
象
の
内
在
と
呼
ん
だ
も
の
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
」
と
し

（
注
十
一
）、

こ
の
箇
所
の
注
に
お
い
て
、
そ
の
淵
源
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
あ
る
こ
と
を

も
指
摘
し
た

（
注
十
二
）。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の
「
志
向
性
」
概
念
を
、「
事
実

性
（
生
の
存
在
意
味
）
の
形
式
的
な
根
源
構
造
」
で
あ
る
と
し
て
、
受
け
継
ぐ

（GA
61,131

）。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、『
存
在
と
時
間
』
で
は
志
向
性
と
い
う
言
葉
を
直
接
に
術
語
と

し
て
用
い
な
い
が
、
そ
の
後
半
部
の
新
た
な
仕
上
げ
と
さ
れ
る
『
現
象
学
の
根
本

諸
問
題
』
講
義
（
一
九
二
七
年
夏
学
期
）
に
お
い
て
、「
志
向
性
」
は
、「
そ
の
う
ち

で
超
越
が
存
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
り
、
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
な

い
」（GA

24,89

）
と
し
、｢

現
存
在
の
諸
々
の
態
度
の
志
向
的
な
構
造
は
、
ま
さ
に

あ
ら
ゆ
る
超
越
の
可
能
性
の
存
在
論
的
な
条
件
で
あ
る｣

（GA
24,91

）
と
す
る
。

『
存
在
と
時
間
』
で
現
存
在
の
存
在
の
意
味
と
さ
れ
る
「
時
間
性
」
は
、
こ
う
し

た
現
存
在
の
志
向
性
さ
え
も
そ
の
根
底
で
可
能
化
し
て
い
る「
諸
脱
自
態
の
統
一
」

（SZ329

）
と
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
見
出
し
た
も
の
と
い
え
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、

「
時
間
性
」
を
現
存
在
の
「
超
越
の
可
能
性
の
根
本
条
件
」
と
呼
び
（GA

24,436

）、

現
存
在
は
、「
そ
の
本
質
に
お
い
て
時
間
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に

の
み
志
向
的
」（GA

24,379

）
で
あ
る
と
す
る
が
、
無
論
、
発
見
の
順
序
か
ら
す

れ
ば
志
向
性
が
先
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
時
間
性
を
存
在
者
一
般
の
存
在
の

了
解
の
地
平
と
し
て
の
存
在
時
性
と
し
て
捉
え
返
す
こ
と
を
、
未
刊
の
『
存
在
と

時
間
』
の
後
半
部
で
企
図
し
て
い
た
。
時
間
性
お
よ
び
そ
の
捉
え
返
し
と
し
て
の

存
在
時
性
は
、
こ
の
時
点
で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る｢

存
在
に
お
け
る
多
様
な

も
の
の
う
ち
に
あ
る
単
純
な
も
の
へ
の
問
い｣

の
ひ
と
つ
の
到
達
点
で
あ
っ
た
と

い
え
る
が
、
こ
う
し
た
企
図
の
源
流
に
も
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
よ
っ
て
再
発
見
さ
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れ
た
志
向
性
概
念
が
存
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

結
語以

上
、
不
十
分
な
が
ら
も
見
て
き
た
よ
う
に
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
か
ら
ハ
イ
デ

ガ
ー
が
受
け
取
っ
た
と
思
わ
れ
る
問
題
意
識
は
、『
存
在
と
時
間
』に
至
る
ま
で
の
、

一
見
す
る
と
多
様
な
初
期
か
ら
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
試
み
の
多
く
の
部
分
を
統
べ
つ

つ
、
導
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
学
位
論
文
と
の
出
会
い
は
、

『
存
在
と
時
間
』
へ
の
道
の
「
不
断
の
動
機
」
を
、
提
供
し
た
の
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
赦
しforgiveness

」
⑴

と
「
裁
き

judgm
ent

」
に
関
す
る
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
解
釈	
⑵

を
検
討
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

両
概
念
が
人
間
の
「
政
治
的
生bios	politikos
」
を
開
示
す
る
現
象
学
的
行
為

（action

）⑶

で
あ
る
こ
と
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。「
政
治
的
生
」
は
、
人
々

が
「
現
れ
の
空
間the	Space	of	A

ppearance,	Erscheinungsraum

」
の
中

で
、
自
由
な
言
論
と
語
り
を
通
じ
て
互
い
の
存
在
を
開
示
す
る
「
活
動
的
生vita	

activa

」を
意
味
す
る（H

C199,	V
A

251

）。
現
れ
の
空
間
で
の
相
互
開
示
行
為
は
、

人
間
の
政
治
的
「
出
生N

atalität

」
を
可
能
に
す
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
独
自
の
現

象
学
的
観
点
か
ら
、
人
間
の
本
来
的
生
の
条
件
が
、
複
数
性
と
偶
然
性
、
世
界
性

と
時
間
性
に
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
に
し
た
。
政
治
的
出
生
は
、
人
間
が
自
己
の
有

限
性
を
自
覚
し
つ
つ
世
界
の
中
に
一
つ
の
「
驚
異
」
と
し
て
姿
を
現
す
こ
と
を
意

味
す
る
。
そ
し
て
政
治
的
出
生
の
場
で
あ
る
世
界
の
存
続
を
可
能
に
す
る
の
が
、

本
稿
の
主
題
で
あ
る
「
赦
し
」
と
「
裁
き
」、
及
び
「
赦
し
」
の
対
概
念
で
あ
る
「
約

束
」
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
先
行
研
究
は
、
上
記
の
諸
概
念
に
つ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
隣
人
愛

や
根
源
悪
の
観
点
、
実
存
主
義
的
決
断
の
観
点
、
社
会
契
約
説
等
の
法
哲
学
的
観

点
、
贈
与
論
の
立
場
等
か
ら
論
じ
て
き
た	

⑷

。
だ
が
従
来
の
研
究
に
は
、
重
要

な
論
点
が
欠
落
し
て
い
る
。「
赦
し
」
は
「
現
れ
の
空
間
」
へ
の
ビ
オ
ス
的
再
出

生
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る	

⑸

。
そ
の
た
め
に

は
、「
赦
し
」の
持
つ
側
面
と
し
て
の「
裁
き
」に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
り
、「
赦

し
」
が
抱
え
る
課
題
を
解
決
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
「
赦

し
」
と
「
裁
き
」
の
不
可
分
性
を
論
じ
た
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
講
義
録
の
批
判
的
考

察
を
行
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
赦
し
」
と
「
裁
き
」
が
人
間
の
生
に
と
っ
て
ど
の

よ
う
な
意
義
を
有
し
て
い
る
の
か
が
判
明
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
以
下
の
順
序
で
議
論
を
展
開
す
る
。
第
一
節
で
は
、
ク
リ

ス
テ
ヴ
ァ
が
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
赦
し
」
を
い
か
に
し
て
「
裁
き
」
と
接
合
し
た
の

か
を
析
出
し
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
解
釈
の
意
義
と
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
第

二
節
で
は
、
ゾ
ー
エ
ー
と
ビ
オ
ス
を
区
別
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
に
対
す
る
ク
リ
ス
テ

ヴ
ァ
の
批
判
の
妥
当
性
を
検
討
し
、
政
治
的
生
の
空
間
が
「
現
れ
の
空
間
」
で
あ

る
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
節
で
は
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
「
剥
き
出
し
の

生
」を
手
が
か
り
に
し
て
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
解
釈
を
超
え
て
ア
ー
レ
ン
ト
の「
赦

し
」
と
「
裁
き
」
の
持
つ
現
代
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。
結
論
と
し
て
筆
者
は
、

「
生
政
治
」
に
よ
る
排
他
的
暴
力
や
復
讐
の
連
鎖
に
よ
っ
て
、
政
治
的
生
の
空
間

ア
ー
レ
ン
ト
に
お
け
る
「
赦
し
」
と
「
裁
き
」

―
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
に
よ
る
解
釈
を
超
え
て

―

押
山　

詩
緒
里
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が
破
壊
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
代
に
こ
そ
、「
赦
し
」
と
「
裁
き
」
が
「
現
れ
の
空
間
」

に
お
け
る
相
互
開
示
行
為
の
不
断
の
実
践
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
解
明

す
る
。

第
一
節　
「
裁
き
」
と
し
て
の
「
赦
し
」
―
―
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
に
よ
る
ア
ー
レ
ン

ト
解
釈
の
意
義
と
制
限

本
節
で
は
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
の
特
徴
を
示
し
、
そ
の
意
義
と

制
限
を
明
ら
か
に
す
る
。

ま
ず
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
に
よ
る
解
釈
の
特
徴
は
、
以
下
の
二
点
に
分
節
化
で
き

る
。
第
一
の
特
徴
は
、「
赦
し
」
と
「
裁
き
」
が
行
為
の
因
果
系
列
か
ら
行
為
者

を
解
放
す
る
と
い
う
意
味
で
、
同
じ
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
解
釈
し
た
点
で
あ

る
（H

LN
80

）。
も
し
も
一
つ
の
行
為
に
「
終
わ
り
」
が
な
い
と
す
れ
ば
、
行
為

者
は
永
遠
に
己
の
犯
し
た
過
ち
の
結
果
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
新
し

い
行
為
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
赦
し
」
と
「
裁
き
」
は
、
行
為
に
一
つ

の
判
断
を
下
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
行
為
を
「
終
わ
ら
せ
る
」。
ま
た
「
裁
き
」

は
行
為
に
対
し
て
下
さ
れ
、「
赦
し
」
は
行
為
者
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
。
人
は
他

者
の
過
ち
を
「
裁
き
」、
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
行
為
者
を
「
赦
す
」
こ
と
が
可
能

と
な
る
。

第
二
の
特
徴
は
、
政
治
的
「
赦
し
」
と
キ
リ
ス
ト
教
的
「
赦
し
」
を
重
ね
て
解

釈
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
従
え
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
は
「
厳

密
に
宗
教
的
な
も
の
の
領
域
を
、
政
治
的
な
も
の
の
領
域
に
拡
大
す
る
議
論
」

（H
LN

82

）
で
あ
る
。
神
が
人
を
赦
す
よ
う
に
、
人
が
人
を
赦
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
間
は
新
た
な
行
為
者
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

上
記
の
理
解
に
基
づ
い
て
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
は
次
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ト
を
批

判
す
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
一
方
で
「
赦
し
」
を
政
治
的
出
生
の
条
件
と
捉
え
て

い
な
が
ら
、
他
方
で
そ
の
「
赦
し
」
の
根
拠
を
キ
リ
ス
ト
教
に
由
来
す
る
隣
人
愛

に
求
め
て
い
る
。「
赦
し
」
の
困
難
は
、
政
治
的
行
為
を
「
本
質
的
に
非
政
治
的

で
世
界
と
は
異
質
な
愛
」
に
よ
っ
て
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
（H

LN
82-

83

）。以
上
の
解
釈
の
意
義
は
、「
赦
し
」
と
「
裁
き
」
の
不
可
分
性
に
着
目
し
た
点
で

あ
る
。「
赦
し
」
は
他
者
の
過
ち
を
無
条
件
に
許
容
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
し

て
や
そ
の
過
ち
を
忘
却
す
る
も
の
で
も
な
く
、「
裁
き
」
と
い
う
「
判
断
」
を
通
じ

て
行
わ
れ
る
。「
裁
き
」
は
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
析
出
し
た
「
赦
し
」
の
新
た
な

側
面
で
あ
り
、「
赦
し
」
と
政
治
的
判
断
力
論
を
接
合
す
る
契
機
に
な
り
う
る
も
の

で
あ
る	

⑹

。

し
か
し
、
筆
者
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
解
釈
に
は
根
本
的
な
問

題
が
二
つ
存
在
す
る
。
第
一
の
問
題
は
、「
赦
し
」
及
び
「
裁
き
」
に
お
け
る
政
治

的
意
味
と
キ
リ
ス
ト
教
的
意
味
の
混
同
が
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト

は
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
愛
の
概
念
』⑺

の
執
筆
時
期
か
ら
一
貫
し
て
、「
神
へ

の
愛
」
に
基
づ
く
赦
し
と
「
世
界
へ
の
愛
」
に
由
来
す
る
赦
し
を
区
別
し
て
い
る

（LA
42-43

）。
前
者
は
世
界
か
ら
の
脱
出
を
目
的
と
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
世

界
の
維
持
と
世
界
へ
の
新
た
な
出
生
を
求
め
る
（LA

82

）。
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
は
、

こ
の「
神
へ
の
愛
」と「
世
界
へ
の
愛
」を
混
同
し
た
。
そ
の
た
め
に
彼
女
は
、「
愛
」

が
「
本
質
的
に
非
政
治
的
」
で
あ
る
と
強
調
す
る
。
だ
が
筆
者
の
見
解
で
は
、
人

と
人
の
間
で
な
さ
れ
る
「
赦
し
」
は
、
神
に
よ
る
「
赦
し
」
を
求
め
る
媒
介
的
行

為	
⑻

と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
キ
リ
ス

ト
教
的
な
仲
保
者
と
し
て
の
イ
エ
ス
と
、
時
間
の
中
で
人
々
の
間
で
生
き
る
「
ナ

ザ
レ
の
イ
エ
ス
」と
を
区
別
し
て
い
る	

⑼

。
人
間
相
互
の「
赦
し
」と
神
に
よ
る「
赦

し
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
出
来
事
で
あ
る
（LA

68-70

）。『
人
間
の
条
件
』
で
、「
世

界
へ
の
愛
」
は
「
尊
敬
」
や
「
ポ
リ
ス
的
な
友
情
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
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（H
C242-243,	V

A
310

）。「
世
界
へ
の
愛
」
は
、
自
己
保
存
の
欲
望
で
は
な
く
、

時
間
的
世
界
を
離
れ
て
永
遠
不
変
の
神
の
国
へ
と
向
か
う
愛
で
も
な
く
、
他
者
を

自
己
の
内
へ
と
同
化
さ
せ
る
欲
求
で
も
な
い
。「
世
界
へ
の
愛
」
は
、
自
己
と
は

異
な
る
思
考
様
式
を
持
っ
た
異
質
な
他
者
の
人
格
（W

ho

）
へ
の
尊
敬
で
あ
り
、

他
者
と
世
界
を
共
有
し
、
自
由
な
言
論
に
よ
っ
て
互
い
の
人
格
を
開
示
し
、
関
係

を
維
持
す
る
こ
と
へ
の
欲
求
で
あ
る
。
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
は
、
こ
う
し
た
「
尊
敬
」

や
「
ポ
リ
ス
的
友
情
」
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
論
じ
て
い
な
い
。

ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
第
二
の
問
題
は
、「
赦
し
」
が
「
赦
す
者
と
赦
さ
れ
る
者
の
双

方
を
行
為
の
帰
結
か
ら
自
由
に
す
る
」（H

C241,	V
A

307

）
こ
と
を
見
落
と
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
彼
女
は
、
赦
す
者
が
赦
す
行
為
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
も
自
由
に

な
る
、
と
い
う
点
に
無
頓
着
で
あ
っ
た
。ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な「
赦

し
」
と
「
裁
き
」
の
構
図
に
強
く
制
約
さ
れ
た
た
め
、「
赦
す
者
」
が
「
赦
さ
れ
る

者
」
の
上
位
に
立
っ
て
裁
き
、
赦
し
を
与
え
る
と
い
う
見
解
に
依
拠
し
て
い
る
。

こ
の
贈
与
論
的
な
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
の
も
と
で
は
、
相
互
的
行
為
と
し
て
の
「
赦

し
」
は
、「
赦
す
者
」
と
「
赦
さ
れ
る
者
」
が
上
下
関
係
に
あ
り
、
そ
の
ヒ
エ
ラ
ル

キ
ー
が
逆
転
す
る
と
い
う
意
味
で
「
相
互
的
」
で
あ
る
と
い
う
帰
結
が
生
じ
る
。

し
か
し
先
述
し
た
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
赦
し
」
の
相
互
性
と
は
、
過
去

の
行
為
の
因
果
か
ら
赦
さ
れ
る
者
だ
け
で
は
な
く
赦
す
者
を
も

0

0

0

0

0

解
放
す
る
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
真
意
は
、
彼
女
が
赦
し
を
「
復
讐
か
ら
の
自
由
」

（H
C241,	V

A
307

）
と
表
現
し
た
こ
と
に
、
端
的
に
現
れ
て
い
る
。
人
間
は
、
過

去
に
行
っ
た
過
ち
を
け
っ
し
て
変
更
で
き
な
い
と
い
う
不
可
逆
性
と
、
未
来
の
行

為
の
結
果
を
今
・
こ
こ
で
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
予
測
不
可
能
性
に
よ
っ

て
制
約
さ
れ
て
い
る
。「
赦
し
」
と
「
裁
き
」
は
、
も
は
や
変
更
で
き
な
い
過
去

の
過
ち
か
ら
そ
の
行
為
に
関
わ
っ
た
す
べ
て
の
人
々
を

0

0

0

0

0

0

0

自
由
に
し
、
新
た
な
行
為

者
と
し
て
政
治
的
に
「
出
生
」
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
赦
し
」
と
「
裁
き
」
は
、
人
間
が
「
世
界
へ
の
愛
」
に
よ
っ
て
、

自
由
な
政
治
的
言
語
空
間
へ
「
出
生
」
し
て
い
く
実
践
的
活
動
で
あ
っ
た
。
次
節

で
は
、
政
治
的
に
「
生
き
る
」
こ
と
の
意
味
を
、
ビ
オ
ス
と
ゾ
ー
エ
ー
の
区
別
と

い
う
観
点
か
ら
更
に
考
察
す
る
。

第
二
節
「
政
治
的
生
」
の
場
と
し
て
の
「
現
れ
の
空
間
」
―
―
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の

ビ
オ
ス
解
釈
の
問
題
点

ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
ビ
オ
ス
と
ゾ
ー
エ
ー
を
明
確
に
区
別
し
た

点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
第
一
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
政
治
的

「
現
れ
の
空
間
」
を
言
語
に
よ
っ
て
現
れ
る
事
柄
の
領
域
と
し
て
狭
く
理
解
し
て

お
り
、
現
象
学
的
身
体
性
を
十
分
考
察
で
き
て
い
な
い
。ア
ー
レ
ン
ト
は
、
味
覚
、

身
体
的
快
・
不
快
、
性
別
、
心
的
生
、
気
分
等
と
い
っ
た
「
公
的
で
は
な
い
」
も

の
を
、
す
べ
て
非
政
治
的
な
「
隠
さ
れ
た
」
領
域
へ
と
放
逐
し
た
。
第
二
に
、
そ

の
結
果
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
現
代
の
暴
力
の
政
治
的
原
因
」
が
心
理
学
的
要
因
に

あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。
第
三
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
生
物
学
的
生
と

し
て
の
ゾ
ー
エ
ー
を
、
生
殖
と
労
働
の
必
然
性
に
支
配
さ
れ
た
画
一
的
な
も
の
と

決
め
つ
け
た
た
め
に
、
身
体
性
の
多
様
性
と
、
精
神
に
対
す
る
影
響
力
を
看
過
し

た
。
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
に
よ
れ
ば
、
政
治
的
判
断
は
「
味taste

を
感
じ
、
あ
る
い

は
楽
し
み
を
感
じ
る
身
体
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ク
リ
ス
テ

ヴ
ァ
は
、
身
体
的
差
異
や
身
体
的
感
覚
は
「
奴
隷
と
し
て
の
身
体
の
中
に
自
ら
を

閉
じ
込
め
る
」
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
世
界
の
複
数
性
を
構
成
し
、
自
分
も

ま
た
そ
の
一
員
で
あ
る
と
こ
ろ
の
複
数
性
を
構
成
し
て
い
る
」（H

LN
62-70

）
と

結
論
付
け
る
。

し
か
し
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
こ
の
解
釈
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
。た
し
か
に
、

ア
ー
レ
ン
ト
は
自
身
の
生
概
念
を
よ
り
明
快
に
説
明
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
特
に
生
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物
学
的
プ
ロ
セ
ス
と
現
象
学
的
身
体
性
と
の
区
別
は
、
精
緻
に
分
節
化
す
る
必
要

が
あ
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
ビ
オ
ス
概
念
を
、

言
語
活
動
で
表
現
さ
れ
る
も
の
の
枠
に
と
ら
わ
れ
た
狭
い
生
概
念
で
あ
る
と
批
判

し
た
。
だ
が
こ
の
解
釈
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
ビ
オ
ス
が
、「
現
れ
の
空
間
」
に
お
け

る
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
つ
生
の
感
覚
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ク
リ

ス
テ
ヴ
ァ
は
、
現
代
の
「
生
政
治
」
の
議
論
と
ゾ
ー
エ
ー
と
が
不
可
分
の
関
係
に

あ
る
こ
と
を
十
分
に
把
握
で
き
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
彼
女
は
、「
赦
し
」
と
「
裁

き
」
及
び
「
約
束
」
が
、「
政
治
的
生
」
の
中
で
果
た
す
役
割
を
捉
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
あ
る
。

実
際
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
政
治
的
生
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
生
物
学
的
有

機
体
論
を
モ
デ
ル
と
す
る
「
自
然
主
義
的
」
な
人
間
観
、
政
治
観
へ
の
批
判
を
展

開
し
て
い
る
（V

A
250-251

）。
ア
ー
レ
ン
ト
に
お
け
る
二
つ
の
生
概
念
、
す
な

わ
ち
「
動
物
種
と
し
て
の
生
」
と
、
自
己
開
示
と
し
て
の
発
語
・
聴
取
の
行
為
に

よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
現
実
的
生
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ゾ
ー
エ
ー
と
ビ
オ
ス
の
区
別
に
対

応
す
る
（V

A
116

）。
前
者
は
「
労
働
」
を
遂
行
す
る
生
で
あ
り
、
種
全
体
の
生

存
を
目
的
と
し
、
自
然
の
因
果
必
然
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
後

者
は
「
活
動
」
を
行
う
生
で
あ
る
。
活
動
的
生
は
「
政
治
的
生
」
と
も
言
い
換
え

ら
れ
る
。「
政
治
的
生
」
と
は
、
異
質
な
他
者
と
共
有
す
る
「
現
れ
の
空
間
」
の

中
で
、
自
由
な
言
論
行
為
に
よ
っ
て
、
そ
の
つ
ど
互
い
に
自
己
を
開
示
し
、
声
を

聞
き
あ
い
、
隠
れ
て
い
た
自
己
と
他
者
の
存
在
の
意
味
を
照
ら
し
出
す
実
践
で
あ

る
（V

A
62-64

）。
他
者
の
声
に
耳
を
傾
け
る
行
為
は
自
己
と
は
異
質
な
他
者
の

思
考
を
「
追-

思
考N

ach-denken

」
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
聴
取
の
態
度
こ

そ
が
、
他
者
を
表
象
（W

hat

）
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
人
格
そ
の
も
の
の
現

れ
（W

ho

）
と
し
て
理
解
し
、
向
き
合
う
態
度
な
の
で
あ
る	

⑽

。「
人
間
的
か
つ

政
治
的
に
言
え
ば
、
現
実W

irklichkeit

と
現
れErscheinung

と
は
同
一
」
で
あ

る
。
そ
し
て
他
者
の
間
に
「
現
れ
」
な
い
生
は
、
動
物
と
し
て
生
存
す
る
感
覚
と

し
て
の
「
生
命
感Lebensgefühl

」
は
欠
け
て
い
な
く
と
も
、
他
者
の
間
で
存
在

し
て
い
る
感
覚
と
し
て
の
「
現
実
感W

irklichkeitsgefühl

」
は
欠
如
し
て
い
る

（V
A

250-251

）。
第
三
節
で
立
ち
入
る
よ
う
に
、
現
実
性
と
顕
在
性
を
同
義
と
み

な
す
ア
ー
レ
ン
ト
の
見
解
は
、
伝
統
的
な
デ
ュ
ナ
ミ
ス
と
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
の
概
念

の
現
象
学
的
解
釈
に
依
拠
し
て
い
る
（V

A
260-262

）。

活
動
者
と
し
て
世
界
に
現
れ
る
こ
と
（com

es	into	the	w
orld,	in	die	

W
elt	kom

m
t

）⑾

は
、
政
治
的
に
「
出
生
」
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
（H

C178,	
V

A
217

）。「
出
生
」
は
、
い
ま
だ
か
つ
て
現
れ
た
こ
と
が
な
く
、
あ
り
そ
う
も
な

か
っ
た
事
柄
が
、
他
者
と
結
ば
れ
る
関
係
性
の
中
で
ま
っ
た
く
新
し
く
生
起
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
奇
跡W

under,	m
iracle

」
と
表
現
し

て
い
る
。
政
治
的
出
生
は
、
行
為
と
結
果
の
因
果
系
列
を
切
断
し
て
新
た
な
「
始

ま
り
」
を
も
た
ら
す
、
人
間
存
在
の
「
絶
対
的
自
発
性
」⑿

の
現
れ
で
あ
る
。
更

に
政
治
的
出
生
は
、
人
間
の
条
件
で
あ
る
複
数
性
と
偶
然
性
と
い
う
事
実
か
ら
生

じ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
予
測
不
可
能
な
他
者
及
び
自
己
の
偶
然
的
な
対
話
の
中
か
ら

の
み
、
両
者
の
予
測
を
超
え
た
「
奇
跡
」
が
生
じ
う
る
か
ら
で
あ
る	

⒀

。
多
様

な
他
者
の
間
に
お
け
る
相
互
的
な
自
己
開
示
と
聴
取
の
連
関
を
生
の
条
件
と
す
る

点
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
生
概
念
の
独
自
性
が
あ
る
。

ゾ
ー
エ
ー
と
ビ
オ
ス
は
と
も
に
、
人
間
が
生
き
る
上
で
不
可
避
の
条
件
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
生
物
と
し

て
の
生
を
た
だ
ち
に
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
批
判
は
、

近
代
以
降
、
ゾ
ー
エ
ー
の
領
域
と
ビ
オ
ス
の
領
域
が
不
気
味
な
混
合
を
遂
げ
る
こ

と
で
、
人
間
の
生
の
領
域
全
体
が
、
あ
た
か
も
一
つ
の
生
命
体
に
還
元
さ
れ
る
か

の
よ
う
に
画
一
化
さ
れ
る
事
態
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
ゾ
ー
エ
ー
の
領
域

の
拡
大
に
よ
る
「
世
界
疎
外
」
の
中
で
、
政
治
的
生
の
空
間
と
し
て
の
自
由
な
言
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論
空
間
が
誕
生
す
る
と
い
う
「
奇
跡
」
的
な
事
態
は
、
は
た
し
て
現
実
化
さ
れ
う

る
の
か
。
ま
た
、
ビ
オ
ス
の
空
間
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
維

持
さ
れ
う
る
の
か
。
こ
の
困
難
な
問
い
こ
そ
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
終
始
取
り
組
ん

だ
課
題
で
あ
っ
た
。

筆
者
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
の
課
題
に
対
し
て
、「
赦
し
」と「
約

束
」の
理
念
に
よ
っ
て
答
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
次
節
で
は
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
の「
剥

き
出
し
の
生
」
の
概
念
を
手
が
か
り
に
、「
生
政
治
」
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
批

判
と
そ
の
解
決
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
三
節　

ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
を
超
え
て
―
―
ア
ガ
ン
ベ
ン
を
手
が
か
り
に

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
本
節
で
は
次
の
二
つ
の
課
題
を
解
明
す
る
。

第
一
に
、「
赦
し
」
と
そ
の
対
概
念
で
あ
る
「
約
束
」
が
、
政
治
的
生
の
誕
生
と
そ

の
持
続
に
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
解
釈
の

誤
り
を
指
摘
し
、
同
時
に
彼
女
の
解
釈
の
克
服
の
方
向
性
を
明
示
す
る
。第
二
に
、

ア
ガ
ン
ベ
ン
の
議
論
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
現
代
の
「
生
政
治
」
の
暴
力
に

対
し
て
政
治
的
な
「
赦
し
」
と
「
約
束
」
が
も
ち
う
る
意
義
を
解
明
す
る
。

ア
ー
レ
ン
ト
の
「
赦
し
」
は
二
つ
の
働
き
に
分
節
化
で
き
る
。
第
一
に
「
赦
し
」

に
は
、
過
去
の
行
為
の
因
果
系
列
か
ら
人
々
を
解
放
し
、
新
し
い
行
為
を
始
め
る

こ
と
を
赦
す
働
き
が
あ
る
。
第
二
に
「
赦
し
」
に
は
、
自
己
と
は
異
な
る
思
考
を

持
つ
他
者
が
世
界
に
現
れ
る
こ
と
を
許
す
働
き
が
あ
る	

⒁

。
つ
ま
り
、
過
去
の

行
為
を
免
罪
す
る
と
い
う
意
味
と
、
異
質
な
他
者
の
存
在
を
許
容
す
る
と
い
う
、

二
つ
の
意
味
で
の
「
赦
し
」
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
「
赦
し
」
は
相
互
に

連
関
し
て
お
り
、
実
際
は
他
者
の
過
去
の
過
ち
を
赦
す
こ
と
が
、
同
時
に
他
者
を

世
界
に
受
け
入
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

「
赦
し
」
に
対
し
て
「
約
束
」
は
、
未
来
の
行
為
の
実
現
に
つ
い
て
目
標

（goal

）	 ⒂
を
、
言
論
に
よ
っ
て
他
者
と
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
政
治
的
空
間

は
、
本
来
的
に
は
そ
の
つ
ど
の
言
語
活
動
に
よ
っ
て
の
み
形
成
さ
れ
る
瞬
間
的
な

「
場
」で
あ
る
が
、「
約
束
」は
こ
の
空
間
を
一
定
の
未
来
の
時
点
ま
で
存
続
さ
せ
る
。

更
に
「
約
束
」
は
、
異
質
な
人
々
の
間
で
の
ア
ク
シ
ョ
ン
と
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
か
ら

な
る
予
測
不
可
能
な
未
来
に
向
け
て
、
一
定
の
安
定
性
と
方
向
性
を
も
た
ら
す
こ

と
を
可
能
に
す
る
。
世
界
は
こ
の
「
約
束
」
に
よ
っ
て
、
偶
然
性
と
不
安
に
満
ち

た
不
確
実
な
状
況
で
も
行
為
の
方
向
を
定
め
う
る
の
で
あ
る
。

「
赦
し
」
と
「
約
束
」
は
、「
手
す
り
な
き
思
考
の
時
代
」
の
中
で
生
き
て
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
人
間
に
と
っ
て
、
不
可
欠
の
行
為
で
あ
る
。こ
の
二
つ
の
行
為
は
、

人
間
存
在
の
有
限
性
で
あ
る
不
可
逆
性
と
予
測
不
可
能
性
の
自
覚
か
ら
生
じ
う
る

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
自
分
も
ま
た
過
ち
を
犯
す
存
在
で
あ
る
と
自

覚
す
る
か
ら
こ
そ
他
者
を
赦
そ
う
と
い
う
意
欲
が
生
じ
う
る
し
、
自
分
の
未
来
を

把
握
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
他
者
と
約
束
を
す
る
こ
と
で
安
定
性
を
得
よ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。

更
に
「
赦
し
」
と
「
約
束
」
は
相
互
補
完
関
係
に
あ
る
。「
赦
し
」
は
「
約
束
」

が
た
と
え
未
来
に
お
い
て
破
ら
れ
た
と
し
て
も
、
過
ち
を
「
裁
く
」
こ
と
に
よ
っ

て
人
々
を
解
放
し
、
再
び
政
治
的「
出
生
」を
迎
え
る
こ
と
を
赦
し
、
新
た
な「
約

束
」
を
交
わ
す
こ
と
を
赦
す
。
ま
た
、「
約
束
」
は
同
時
に
そ
の
約
束
が
果
た
さ
れ

な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
へ
の
赦
し
を
は
ら
ん
で
い
る
。
こ
の
「
赦
し
」
と
「
約

束
」
の
現
象
が
そ
の
つ
ど
の
行
為
の
中
で
現
れ
な
け
れ
ば
、
政
治
的
生
の
領
域
は

消
滅
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
従
っ
て
「
赦
し
」
と
「
約
束
」
の
実
践
は
、
ま
さ
に

「
政
治
的
生
」
の
条
件
な
の
で
あ
る
。

「
赦
し
」
と
「
裁
き
」、
そ
し
て
「
約
束
」
は
、
あ
く
ま
で
「
活
動
自
身
の
可
能

性
〔
潜
在
性
〕potentialities

」（H
C236-237,	V

A
301

）
が
人
々
の
間
で
現
れ

た
時
に
は
じ
め
て
現
実
化
〔
顕
在
化
〕
さ
れ
る
「
奇
跡
」
で
あ
る
。
活
動
の
条
件
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で
あ
る
世
界
は
、
活
動
者
達
自
身
が
そ
の
つ
ど
新
た
な
活
動
を
自
発
的
に
行
う
こ

と
に
よ
っ
て
出
現
し
、
維
持
さ
れ
う
る
。
現
実
態
と
し
て
の
世
界
と
可
能
態
と
し

て
の
世
界
は
、「
現
れ
」
と
「
隠
れ
」
の
関
係
に
あ
る
。
こ
の
顕
現
と
隠
蔽
の
世
界

把
握
に
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
現
象
学
的
世
界
お
よ
び
政
治
的
生
の
理
解
の
特
徴
が
端

的
に
現
れ
て
い
る
。
実
際
、
活
動
と
世
界
の
出
生
が
、
可
能
態
か
ら
現
実
態
に
移

行
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
は
、
個
々
の
新
た
な
活
動
者
と
、
そ
の
活
動
を
聴

取
す
る
人
々
に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
政
治
的
生
の
条
件
と

し
て
の
「
赦
し
」
の
理
論
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
独
特
の
デ
ュ
ナ
ミ
ス
と
エ
ネ
ル
ゲ
イ

ア
の
政
治
哲
学
的
か
つ
現
象
学
的
解
釈
を
意
味
す
る
。
何
故
な
ら
、「
赦
し
」
は
、

け
っ
し
て
世
界
の
外
に
あ
る
高
次
の
能
力
で
は
な
く
、
活
動
自
身
が
自
己
を
存
続

し
救
済
す
る
可
能
性
だ
か
ら
で
あ
る（H

C236-237,	V
A

301

）。
し
た
が
っ
て「
赦

し
」
と
「
裁
き
」
は
、
活
動
と
活
動
者
達
自
身
に
よ
る
、
奇
跡
的
な
自
己
再
生
の

実
践
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
政
治
的
生
」
の
理
念
は
、
二
十
一
世
紀
に
お
け
る
生
の

危
機
的
状
況
の
中
で
積
極
的
な
意
義
を
も
ち
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
を
解

明
す
る
た
め
に
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
見
解
を
手
が
か
り
に
考
察
を
進
め
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
を
超
え
る
新
た
な
地
平
が
開
か
れ
る

は
ず
で
あ
る
。

ア
ガ
ン
ベ
ン
は
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』⒃

の
中
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
や
フ
ー
コ
ー
を

引
き
な
が
ら
、
自
然
的
・
生
物
学
的
生
と
し
て
の
ゾ
ー
エ
ー
と
、
政
治
的
・
倫
理

的
生
と
し
て
の
ビ
オ
ス
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
指
摘
す
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
生
概
念
は
、
第
二
節
で
示
し
た
ア
ー
レ
ン
ト
の
ビ

オ
ス
と
ゾ
ー
エ
ー
の
区
別
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
近
代
以
降
の
人
間

の
生
の
状
態
を「
剥
き
出
し
の
生
」と
表
現
し
た
。
彼
が
危
惧
し
て
い
る
の
は「
排

除
と
包
含
、
外
部
と
内
部
、
ビ
オ
ス
と
ゾ
ー
エ
ー
、
法
権
利
と
事
実
が
、
還
元
不

可
能
な
不
分
明
地
帯
に
入
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、「
剥
き
出
し
の
生
」
が
人
間
の
生

の
全
体
へ
と
拡
大
さ
れ
て
い
く
事
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
生
き
も
の
と
し
て
の
人

間
が
も
は
や
政
治
的
権
力
の
対
象
と
し
て
で
は
な
く
主
体
と
し
て
提
示
さ
れ
る
過

程
」（H
S16-18

）
で
あ
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、
こ
の
事
態
を
「
生
の
政
治
化
」「
生

物
学
‐
科
学
の
原
則
が
政
治
的
次
元
に
理
解
不
可
能
な
仕
方
で
侵
入
し
て
い
く
」

（H
S132-133

）
と
表
現
し
て
い
る
。

上
記
の
洞
察
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
有
し
て
い
た
近
代
社
会
に
対
す
る
危
機
意
識

と
重
な
る
。
二
人
の
政
治
思
想
家
は
、「
現
れ
を
奪
わ
れ
る
こ
と
」
に
よ
る
「
現
実

感
の
喪
失
」
と
い
う
避
け
が
た
い
暴
力
的
構
造
に
抗
し
て
、
い
か
に
し
て
人
間
的

生
を
回
復
で
き
る
か
、
と
い
う
切
実
な
問
題
を
共
有
し
て
い
た
。そ
こ
で
筆
者
は
、

ア
ー
レ
ン
ト
の
提
示
し
た
「
政
治
的
生
」
に
関
す
る
諸
理
念
が
、「
剥
き
出
し
の
生
」

に
よ
っ
て
人
間
的
生
が
覆
い
隠
さ
れ
た
現
代
に
お
い
て
こ
そ
、
一
層
必
要
と
さ
れ

て
い
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
私
た
ち
が
「
剥
き
出
し
の
生
」
で
は
な
く

世
界
に
現
れ
る
生
を
求
め
る
の
な
ら
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
が「
出
生
」の
概
念
に
よ
っ

て
語
っ
た
よ
う
に
、
様
々
な
抵
抗
原
理
や
新
た
な
手
が
か
り
を
求
め
、
そ
の
つ
ど

他
者
と
と
も
に
政
治
的
空
間
を
開
い
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ク
リ

ス
テ
ヴ
ァ
の
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
は
、
こ
の
点
を
看
過
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

結
論ア

ガ
ン
ベ
ン
は
、「
生
政
治
」
の
暴
力
性
の
危
機
を
訴
え
る
一
方
で
、
問
題
の
困

難
さ
を
次
の
よ
う
に
告
白
す
る
。「
我
々
の
生
物
学
的
な
身
体
と
政
治
的
な
身
体

と
を
区
別
し
、
交
流
不
可
能
で
沈
黙
し
た
も
の
と
交
流
可
能
で
言
わ
れ
う
る
も
の

と
を
分
割
す
る
可
能
性
は
、
も
う
永
久
に
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
」。
な
ぜ
な
ら
、

既
に
現
代
は
外
と
内
と
の
区
別
が
つ
か
な
い
「
収
容
所
の
中
か
ら
出
発
」
せ
ざ
る

を
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
（H

S202

）。
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ア
ガ
ン
ベ
ン
の
き
わ
め
て
悲
観
的
な
見
解
に
対
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
立
場
か

ら
ど
の
よ
う
に
応
答
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
主
題
に
限
定
し
て
言
え
ば
、
筆

者
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
赦
し
」
と
「
裁
き
」、
そ
し
て
「
約
束
」
の
理
念
の
内
に
、

上
記
の
課
題
に
取
り
組
む
手
が
か
り
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
理
念

は
、
暴
力
的
な
「
生
政
治
」
の
中
で
ビ
オ
ス
的
空
間
が
現
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
方
向
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
示
す
「
方

向
付
け
」
の
理
念
で
あ
る
。
も
し
も
人
間
が
現
実
感
を
も
っ
て
存
在
す
る
こ
と
を

望
む
と
す
れ
ば
、
ゾ
ー
エ
ー
的
生
の
暴
力
の
逃
れ
が
た
さ
を
自
覚
し
た
上
で
、「
赦

し
」
と
「
約
束
」
と
い
う
実
践
的
言
語
行
為
に
よ
っ
て
、
他
者
と
と
も
に
ビ
オ
ス

の
空
間
を
そ
の
つ
ど
構
築
す
る
試
み
を
持
続
し
て
い
く
以
外
に
は
な
い
。
政
治
的

「
裁
き
」
は
、
あ
く
ま
で
も
政
治
的
生
の
空
間
を
再
び
開
く
た
め
の
も
の
で
あ
り
、

相
手
を
死
に
至
ら
し
め
、
そ
の
行
為
可
能
性
を
奪
う
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。
世
界
規
模
の
テ
ロ
ル
と
報
復
の
終
わ
り
な
き
連
鎖
に
よ
っ
て
、
人
間
的
生
と

生
物
学
的
生
の
双
方
が
脅
か
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ト

の
提
起
し
た
「
赦
し
」
の
理
念
は
、
ま
す
ま
す
要
請
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
赦
し
」
と
「
裁
き
」
が
政
治
的
生

の
現
象
学
的
空
間
を
開
示
す
る
条
件
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。「
赦
し
」

と
「
裁
き
」
は
、
人
間
の
政
治
的
生
の
可
能
性
で
あ
り
、
自
ら
の
有
限
性
の
自
覚

で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
共
同
体
に
生
き
る
者
で
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
の

条
件
（hum

an	condition

）
な
の
で
あ
る
。

注⑴　
『
人
間
の
条
件
』
に
お
け
るforgiveness

は
、
同
書
の
独
語
版
で
あ
る
『
活
動
的
生
』

で
はV

erzeihen

とV
ergeben

と
い
う
二
語
に
分
け
て
用
い
ら
れ
る
。V

erzeihen

は

zeihen

（
罪
を
科
す
こ
と
）
の
否
定
形
の
名
詞
化
で
あ
り
、「
罪
を
科
す
こ
と
を
止
め

る
こ
と
」「
過
去
の
行
為
の
負
債
か
ら
行
為
者
を
解
放
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
そ

れ
に
対
し
てV

ergeben

は
、「
免
罪
、
許
可
、
任
務
、
約
束
を
与
え
る
こ
と
」
を
意
味

す
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
お
い
てV

erzeihen

は
政
治
的
赦
し
を
意
味
し
、V

ergeben

は
主
と
し
て
聖
書
か
ら
の
引
用
の
場
面
で
用
い
ら
れ
る
。H

annah	A
rendt,	T

he 
H

um
an Condition,	2nd	ed,	U

niversity	of	Chicago	Press,	1958.

（『
人
間

の
条
件
』、
志
水
速
雄
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
。）
及
びA

rendt,	V
ita activa 

oder vom
 tätigen Leben,	Piper,	M

ünchen	Zürich,	2002.

（『
活
動
的
生
』、
森

一
郎
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
五
。）
以
下H

C

及
びV

A

と
略
記
し
頁
数
を
併
記
す

る
。

⑵　

Julia	K
risteva,	H

annah A
rendt : life is a narrative,	translated	by	

Frank	Collins,	T
oronto,	U

niversity	of	T
oronto	Press,	2001.（『

ハ
ン
ナ
・
ア
ー

レ
ン
ト
講
義
―
―
新
し
い
世
界
の
た
め
に
』、
青
木
隆
嘉
訳
、
論
創
社
、
二
〇
一
五
。）

以
下H

LN

と
略
記
し
頁
数
を
併
記
す
る
。

⑶　

H
C

で
「
活
動action

」
と
表
現
さ
れ
た
概
念
はV

A

で
は
「
行
為H

andeln

」
と
言

い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
両
概
念
の
比
較
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
両
語
を
基
本

的
に
同
義
と
し
て
用
い
る
。

⑷　

例
え
ば
リ
ク
ー
ル
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
赦
し
」
と
「
政
治
的
友
愛
」
の
概
念
を

取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
を
モ
ー
ス
の
贈
与
論
と
重
ね
あ
わ
せ
て
い
る
。Paul	Ricœ

ur,	
La m

ém
oir, l'histoire, l'oubli,	Seuil,	2000.

（『
記
憶
・
歴
史
・
忘
却
』、
久
米

博
訳
、
新
曜
社
、
二
〇
〇
五
。）
ま
た
、
デ
リ
ダ
は
ド
イ
ツ
語
のV

ergeben

と
ラ

テ
ン
語
系
のpardon

（don

は
贈
与
を
意
味
す
る
）
の
類
似
性
に
言
及
し
な
が
ら
、

「
赦
し
」
の
根
底
に
は
絶
対
的
贈
与
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。Jacques	D

errida,	
Pardonner. L'im

pardonnable et l'im
prescriptible,	Paris:	Galilée,	2012.

（『
赦

す
こ
と
―
―
赦
し
得
ぬ
も
の
と
時
効
に
か
か
り
得
ぬ
も
の
』
守
中
高
明
訳
、
未
來
社
、

二
〇
一
五
。）
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⑸　

次
の
文
献
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
現
象
学
的
解
釈
を
試
み
て
い
る
が
、「
赦
し
」や「
約
束
」

の
現
象
学
的
意
味
を
看
過
し
て
い
る
。M

argaret	Canovan,	H
annah A

rendt: 
A

 R
einterpresentation of H

er P
olitical T

hought,	Cam
bridge	U

nivercity	
Press,	1992,	pp.3-6.	D

ana	Richard	V
illa,	A

rendt and H
eidegger: T

he Fate 
of the Political,	Princeton	U

niversity	Press,	1996,	pp.89-96.　

⑹　

後
述
す
る
よ
う
に
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
「
裁
き
」
の
議
論
は
、
宗
教
的
側
面
が
強
い

た
め
、
政
治
的
判
断
力
や
政
治
的
生
の
議
論
と
結
び
つ
か
な
い
点
で
、
不
十
分
で
あ
る
。

⑺　

A
rendt, D

er Liebesbegriff bei A
ugustin: V

ersuch einer philosophischen 
Interpretation,	Springer,	Berlin,	1929.

（『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
愛
の
概
念
』、

千
葉
眞
訳
、
み
ず
す
書
房
、
二
〇
〇
二
。）
以
下LA

と
略
記
し
、
頁
数
を
併
記
す
る
。

⑻　

隣
人
愛
と
人
間
へ
の
「
赦
し
」
の
行
為
を
、
神
へ
の
愛
を
実
践
す
る
決
断
的
行
為

と
解
釈
す
る
文
献
と
し
て
下
記
を
参
照
。Rudolf	Bultm

ann,	Jesus,	J.C.B.M
ohr	

（Paul	Siebeck

）,	T
übingen,	1926.	

『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
愛
の
概
念
』
は
ブ
ル

ト
マ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の
隣
人
愛
解
釈
に
対
す
る
批
判
の
試
み
で
あ
っ
た
。

⑼　

森
川
輝
一『〈
始
ま
り
〉の
ア
ー
レ
ン
ト
―
―「
出
生
」の
思
想
の
誕
生
』、
岩
波
書
店
、

二
〇
一
〇
、三
二
五
‐
三
二
八
頁
。

⑽　

齋
藤
純
一
「
表
象
の
政
治
／
現
れ
の
政
治
」、『
現
代
思
想
』
一
九
九
七
年
七
月
号
、

青
土
社
、
一
五
八
‐
一
七
七
頁
。

⑾　
「
世
界
に
到
来
す
る
」
と
い
う
表
現
は
、
英
語
・
ド
イ
ツ
語
と
も
に
出
生
を
意

味
す
る
修
辞
表
現
で
あ
る
。
た
だ
し
ド
イ
ツ
語
の
場
合
、
日
常
的
に
はzur	W

elt	
kom

m
en

と
い
う
形
式
で
使
用
さ
れ
る
。

⑿　

ア
ー
レ
ン
ト
の
出
生
概
念
は
、
カ
ン
ト
の『
純
粋
理
性
批
判
』弁
証
論
に
お
け
る「
絶

対
的
自
発
性
」
の
概
念
に
示
唆
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
『
精
神
の

生
活
』
や
『
政
治
の
約
束
』
の
中
で
、
し
ば
し
ば
「
絶
対
的
自
発
性
」
を
「
始
源
（
ア

ル
ケ
ー
）」
と
重
ね
あ
わ
せ
、
新
し
い
活
動
や
判
断
を
始
め
る
潜
在
能
力
で
あ
る
と
論

じ
て
い
る
。

⒀　

M
arguerite	La	Caze,	T

he	m
iraculous	pow

er	of	forgiveness	and	the	
prom

ise,	in:	A
ction and A

ppearance: E
thics and the Politics of W

riting 
in H

annah A
rendt,	ed.	by	A

.Y
eatm

an,	continuum
,	2011,	p.151.

⒁　

ア
ー
レ
ン
ト
は
古
代
ロ
ー
マ
の
「
敗
者
へ
の
赦
し	parcere	subiectis

」
を
理
念
的

モ
デ
ル
と
し
て
い
る
（H

C239,	V
A

305

）。
こ
の
理
念
は
、
自
国
と
は
異
な
る
人
々
と

平
和
的
条
約
に
よ
っ
て
同
盟
を
結
び
、
互
い
の
異
他
性
を
損
な
う
こ
と
な
く
新
た
な

政
治
的
領
域
を
共
有
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
詳
細
は
下
記
を
参
照
。A

rendt,	
T

he Prom
ise of Politics,	edited	and	w

ith	an	introduction	by	Jerom
e	K

ohn,	
schocken	books,	N

ew
	Y

ork,	2005,	pp.183-185.

（『
政
治
の
約
束
』、
高
橋
勇
夫
訳
、

筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
八
。）
以
下PoP

と
略
記
し
頁
数
を
併
記
す
る
。

⒂　

ア
ー
レ
ン
ト
は
「
目
標goal

」
と
「
目
的end

」
を
厳
密
に
区
別
し
て
い
る
。「
目
標
」

は
、
活
動
や
政
治
的
判
断
を
方
向
付
け
る
反
省
的
・
理
念
的
な
指
標
で
あ
る
。「
目

的
」
は
、
目
的
‐
手
段
関
係
の
も
と
で
個
々
の
制
作
的
行
為
を
規
定
し
、
強
制
力
を

も
っ
て
従
属
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
（PoP193-194

）。

⒃　

G
iorgio	A

gam
ben,	H

om
o sacer: Il potere sovrano e la nuda vita,	

T
orino,	Einaudi,	1995.

（『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル　

主
権
権
力
と
剥
き
出
し
の
生
』、
高

桑
和
巳
訳
、
上
村
忠
男
解
題
、
以
文
社
、
二
〇
〇
三
。）
な
お
、
引
用
に
は
フ
ラ
ン

ス
語
版
（H

om
o Sacer: le pouvoir souverain et la vie nue,	Le	Seuil,	Paris,	

1998

）
を
用
い
る
。
そ
の
際H

S

と
略
記
し
頁
数
を
併
記
す
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
と
ア
ガ

ン
ベ
ン
を
比
較
し
た
先
行
研
究
に
は
、
以
下
の
文
献
が
あ
る
。A

yten	Gündo ğdu,	
R

ightlessness in an A
ge of R

ights: H
annah A

rendt and the Contem
porary 

Struggles of M
igrants,	O

xford	U
nivercity	Press,	2015.

（
押
山
詩
緒
里
・
お
し
や
ま　

し
お
り
・
法
政
大
学
）
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は
じ
め
に

『
存
在
と
時
間
』（
一
九
二
七
）
の
第
七
節
で
現
象
概
念
が
再
帰
動
詞
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
た
際
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
パ
イ
ノ
メ
ノ
ン
が
動
詞
パ
イ
ノ
ー
の
中
動
態
パ

イ
ネ
ス
タ
イ
か
ら
説
明
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
中
動
態
（M

edium

）1

が

強
調
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
〈M

edium
〉
の
語
が
ま
た
〈
媒
体

M
edium

〉2

を
意
味
す
る
こ
と
は
、〈
存
在
＝
ロ
ゴ
ス
〉
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

定
式
化
も
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
、
存
在
現
象
の
媒
体
性
と
、
中
動
態
と
い
う
言
語

形
態
の
連
関
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
示
唆
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
こ
う
し
た
連
関
を
明
確
に
剔
出
し
た
研
究
は
い
ま
だ
な
い
。
対
し
て
本
稿
の

目
的
は
、
中
動
‐
再
帰
的
動
態
と
い
う
観
点
に
依
拠
す
る
現
象
概
念
の
考
察
か
ら

出
発
し
て
、
最
後
に
エ
ル
ア
イ
ク
ニ
ス
に
そ
の
帰
趨
を
見
定
め
る
こ
と
に
あ
る
。

具
体
的
手
順
と
し
て
は
、（
一
）『
存
在
と
時
間
』
第
七
節
に
即
し
て
現
象
概
念
の

概
略
を
示
す
。（
二
）
最
初
期
の
テ
ク
ス
ト
へ
遡
及
し
、
中
動
的
含
意
の
明
確
化

を
図
る
。（
三
）
先
行
研
究
の
批
判
的
検
討
を
通
し
て
、
エ
ル
ア
イ
ク
ニ
ス
の
中

動
的
動
態
に
つ
い
て
明
示
す
る
。
以
上
に
よ
り
、
中
動
‐
再
帰
的
動
態
を
、
初
期

現
象
概
念
及
び
エ
ル
ア
イ
ク
ニ
ス
解
明
の
た
め
の
共
通
の
視
座
と
し
て
明
ら
か
に

す
る
。

一
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
本
来
的
現
象
概
念

さ
て
、
こ
こ
で
の
考
察
の
出
発
点
と
な
る
第
七
節
「
現
象
学
的
研
究
方
法
」
の

「
Ａ
現
象
の
概
念
」
で
は
現
象
の
四
つ
の
意
味
が
区
別
さ
れ
る
。（
１
）「
自
ら
を

示
し
て
く
る
も
のdas	Sich-zeigende

」
な
い
し
「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
自
ら
を

示
し
て
く
る
も
のdas	Sich-an-ihm

-selbst-zeigende

」、（
２
）「
仮
象Schein

」、

（
３
）「
現
わ
れErscheinung

」、（
４
）
通
俗
的
現
象
概
念
と
し
て
の
「
単
な
る
現

わ
れbloße	Erscheinung

」
で
あ
る
（GA

	2

：	38	f.

）。（
１
）
の
「
自
ら
を
示

し
て
く
る
も
の
」「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
自
ら
を
示
し
て
く
る
も
の
」
が
本
来
的

現
象
概
念
の
規
定
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
現
象
概
念
を
ギ
リ
シ
ア
語
の
中

動
態
の
動
詞
に
遡
及
し
て
説
明
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
〈
現
象Phänom

en

〉
の

語
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
〈
パ
イ
ノ
メ
ノ
ンφ

αινόμενον

〉
に
由
来
す
る
。
さ
ら

に
こ
の〈
パ
イ
ノ
メ
ノ
ン
〉は〈
パ
イ
ネ
ス
タ
イφ

αίνεσθαι

〉に
遡
る
と
さ
れ
る
。

「
パ
イ
ネ
ス
タ
イ
そ
れ
自
身
は
パ
イ
ノ
ー
、
つ
ま
り
〈
日
の
下
に
も
た
ら
す
〉、〈
明

る
み
に
立
て
る
〉
の
中
動
態
の
か
た
ち
で
あ
る
」（Ebd.,	38

）。

再
帰
的
中
動
態
は
、〈
私
は
そ
の
パ
ン
を
食
べ
るich	esse	das	Brot

〉
の
よ
う

な
能
動
態
に
お
け
る
他
動
詞
（T

ransitiv

）
か
ら
も
、〈
私
は
走
るich	laufe

〉
の

よ
う
な
目
的
語
を
伴
わ
な
い
自
動
詞
（Intransitiv

）
か
ら
も
区
別
さ
れ
る
。
他

パ
イ
ネ
ス
タ
イ
か
ら
エ
ル
ア
イ
ク
ニ
ス
へ

―
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
現
象
の
中
動
‐
再
帰
的
動
態
を
再
考
す
る

―小
田
切　

建
太
郎
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動
詞
は
主
格
の
目
的
格
に
対
す
る
作
用
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
古
典
ギ
リ

シ
ア
語
の
中
動
態
の
主
な
三
つ
の
意
味
は
、
①
自
分
の
た
め
に
…
す
る
、
②
再
帰

的
、
③
相
互
的
で
あ
る	

3

。
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
再
帰
的
用
法
が
問
題
と
な

る
。
中
動
態
は
現
代
の
ド
イ
ツ
語
に
は
も
は
や
な
い
が
、〈ich	setze	m

ich	auf	
den	Stuhl

私
は
椅
子
に
す
わ
る
〉
の
よ
う
な
再
帰
代
名
詞
（
こ
こ
で
は
、m

ich

）

を
伴
っ
た
再
帰
表
現
に
よ
っ
て
同
様
の
事
態
が
表
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
動
作
主
と

動
作
の
受
け
手
が
区
別
不
可
能
な
場
合
、
主
格
が
同
時
に

0

0

0

目
的
格
で
あ
る
よ
う
な

場
合
、
つ
ま
り
分
節
化
す
る
な
ら
、〈
あ
る
も
の
が0

あ
る
も
の
自
身
を0

〉
と
書
か
れ

う
る
よ
う
な
場
合
を
言
う
。

本
来
的
現
象
概
念
も
こ
の
中
動
性
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
従
来
こ

の
点
に
関
し
て
十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
こ
で
は
Ａ
・

シ
ュ
ネ
ル
の
解
釈
図
式
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
彼
は
、（
１
）「
自
ら
を
示
し

て
く
る
も
の
」「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
自
ら
を
示
し
て
く
る
も
の
」
を
「
自
己
能

与auto-donation

」（Schnell	2005

：25

）
と
特
徴
づ
け
る
。
同
様
に
、（
２
）
の
、

な
に
か
が
「
そ
れ
で
は
な
い

0

0

も
の
と
し
て
自
ら
を
示
し
て
く
るsich	zeigen	als	

etw
as,	w

as	es	nicht	ist

」（GA
	2

：39

）
こ
と
と
し
て
の
仮
象
も
「
自
己
能
与
」

と
す
る
。
こ
の
「
自
己
能
与
」
の
意
味
は
そ
れ
と
対
を
な
す
「
異
他
能
与hétéro-

donation

」（Schnell	2005

：25

）
と
の
違
い
か
ら
理
解
さ
れ
る
。

「
異
他
能
与
」
と
規
定
さ
れ
る
の
は
、（
３
）
の
「
現
わ
れ
」
で
あ
る
。
こ
れ
は

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、「
自
ら
を
示
し
て
こ
な
い
も
の
が
、
自
ら
を
示
し
て
く
る

な
に
か
を
通
し
て
自
ら
を
告
知
し
て
く
る
こ
とSichm

elden	von	etw
as,	das	

sich	nicht	zeigt,	durch	etw
as,	w

as	sich	zeigt

」（GA
	2

：39

）
で
あ
る
。

た
と
え
ば
ハ
ト
が
平
和
の
象
徴
で
あ
る
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、（
４
）
の
カ

ン
ト
的
な
意
味
で
の
経
験
的
直
観
の
対
象
と
し
て
の
「
単
な
る
現
れ
」
は
、「
自
己

能
与
」
で
あ
り
か
つ
「
異
他
能
与
」
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
経
験
的
直
観

の
対
象
と
い
う
意
味
で
の
現
象
と
し
て
は
「
自
己
能
与
」
だ
が
、
同
時
に
、「
現
わ

れ
の
う
ち
で
自
ら
を
隠
す

0

0

な
に
か
を
告
知
す
る
滲
出m

eldende	A
usstrahlung	

von	etw
as,	w

as	sich	in	der	Erscheinung	verbirgt

」（Ebd.,	41

）
と
し
て

の
現
わ
れ
、
つ
ま
り
そ
の
も
の
と
し
て
は
絶
対
に
現
れ
て
く
る
こ
と
が
な
い
物

自
体
の0

現
わ
れ
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
同
時
に
「
異
他
能
与
」
だ
と
さ
れ
る
。「
異

他
能
与
」
と
は
、
現
象
Ａ
が
、
Ａ
で
は
な
い

0

0

他
の
も
の
を
「
通
し
てà	travers

」

（Schnell	2005

：25

）
示
さ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
告
知
」
さ
れ
る
こ
と
を
意

味
す
る
。

こ
れ
に
対
す
る
「
自
己
能
与
」
が
意
味
す
る
の
は
、
現
象
Ａ
が
、
Ａ
で
は
な

い
他
の
も
の
を
通
さ
ず
に
自
己
自
身
を
示
し
て
く
る
と
い
う
現
象
様
式
を
指
す
。

こ
の
よ
う
に
シ
ュ
ネ
ル
は
、〈
自
ら
を
示
し
て
く
る
こ
と
〉
と
い
う
本
来
的
現
象

概
念
を
、
他
な
る
も
の
を
通
し
た
「
告
知
」
と
の
区
別
か
ら
把
握
す
る
。
こ
の

よ
う
な
解
釈
に
関
し
て
言
え
る
こ
と
は
、「
自
ら
を
示
し
て
く
る
も
のdas	Sich-

zeigende

」
に
お
け
る
「
自
ら
をSich

」
や
、「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
自
ら
を
示
し

て
く
る
も
のdas	Sich-an-ihm

-selbst-zeigende

」
に
お
け
る
「
そ
れ
自
身
に
お

い
てan	ihm

	selbst

」
の
意
味
が
、
他
の
も
の
を
通
さ
な
い

0

0

で
、
他
の
も
の
で
は

な
い

0

0

と
い
う
消
極
的
規
定
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
う
し
た
解
釈
図
式
は
現
象
の
自
己
関
係
的
再
帰
性
を
積
極
的
に
捉
え
て
い

な
い
限
り
で
不
十
分
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
次
節
で
は
こ
れ
に
関
し
て
よ
り
具

体
的
に
明
ら
か
に
す
る
。

二　

現
象
の
所
与
性

一
九
一
九
／
二
〇
年
冬
学
期
講
義
の
あ
る
箇
所
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
能
動

的
に
「
私
が
私
に
な
に
か
を

0

0

0

0

0

0

0

0

「
与
え
る

0

0

0gebe

」
よ
う
な
場
合
」
の
、「
私
に
よ
っ

0

0

0

0

て
措
定
さ
れ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0das von m
ir G

esetzte

と
い
う
意
味
に
お
け
る
「
与
え
ら
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れ
て
い
る
こ
とGegebensein

」」
と
い
う
所
与
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
（GA

	
58

：	224
）。
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
Ｐ
・
ナ
ト
ル
プ

で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
別
の
と
こ
ろ
で
、
ナ
ト
ル
プ
の
「
ブ
ル
ー
ノ
・
バ
ウ

フ
の
「
イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
カ
ン
ト
」
と
批
判
的
観
念
論
の
体
系
の
更
な
る
形
成
」

（
一
九
一
八
）
と
い
う
論
文
か
ら
、「
所
与
性Gegebenheit

に
は
能
動
的
な
与
え
る

0

0

0

こ
と

0

0G
eben

が
対
応
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
」（GA

	56/57

：	
106,	N

atorp	1918

：440
）
と
い
う
一
節
を
引
用
す
る	

4

。
こ
こ
で
の
所
与
性

（Gegebenheit

）
と
は
、
能
動
的
な
〈
私
が
与
え
る
〉
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る

〈
私
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
〉
と
い
う
受
動
性
か
ら
理
解
さ
れ
た
所
与
性
で

あ
る
。
こ
こ
で
想
起
す
べ
き
は
、
周
知
の
よ
う
に
フ
ッ
サ
ー
ル
が
現
象
学
的
直
観

を
、「
あ
ら
ゆ
る
原
本
的
に
与
え
る
直
観gebende	A

nschauung

」（H
ua	III-1

：	
51

）
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
記
述
は
、
ナ
ト
ル
プ
を
手
が
か

り
に
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
〈
与
え
る
〉
働
き
を
〈
私
〉・
主
観
に
よ
る
も
の
と

し
て
批
判
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。
能
動
性
お
よ
び
受
動
性

か
ら
な
さ
れ
る
所
与
性
の
理
解
は
、
同
時
に
、
そ
の
所
与
性
が
直
接
的
に
生
き
ら

れ
た
事
実
性
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
含
意
す
る
。
そ
の
所
与
性
は
理
論
的
主

観
に
よ
っ
て
対
象
と
し
て
措
定
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
こ
こ
に
は
フ
ッ
サ
ー

ル
現
象
学
に
お
け
る
直
接
的
所
与
性
へ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
的
態
度
が
表
明
さ

れ
て
い
る
。「
現
象
学
と
現
象
学
的
学
問
に
お
け
る
、
有
名
な
そ
し
て
「
悪
名
高

い
」「
直
接
的
所
与
性
」
は
、「
さ
し
あ
た
り
」「
周
知
の
仕
方
で
は
」
決
し
て
ど
こ

に
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
」（GA

	58

：26	f.

）、
と
い
う
の
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
見

解
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
そ
の
よ
う
な
直
接
的
所
与
性
に
つ
い
て
考

え
て
い
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
当
然
で
て
く
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー

ル
に
と
っ
て
の
現
象
も
あ
く
ま
で
現
象
学
的
還
元
を
遂
行
す
る
な
か
で
与
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
「
現
象
は
〔
…
〕〔
現
象
学
的
還
元
と

い
う
〕
媒
介
な
し
に
与
え
ら
れ
る

0

0

0

0

0donné im
m

édiatem
ent

な
に
か
で
は
決
し
て

な
い
」（Schnell	2005

：28

）
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
媒
介

0

0

を
通
し
てà	travers	

une	m
édiation

」（Ebd.

）
与
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
本
論
の
目
的
は
ハ
イ
デ

ガ
ー
と
フ
ッ
サ
ー
ル
を
比
較
し
て
ど
ち
ら
か
に
軍
配
を
あ
げ
る
こ
と
で
は
な
い
。

問
題
は
、
最
初
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
従
来
の
現
象
学
へ
の
（
多
少
強
引
な
）
批
判
に

よ
っ
て
な
に
を
目
指
し
て
い
た
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
観
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る

所
与
性
へ
の
賛
同
で
も
、
所
与
性
一
般
の
否
認
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
主

観
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
主
観
が
そ
れ
を
前
提
せ
ざ
る
を
え
な
い

よ
う
な
根
源
領
域
と
し
て
の
―
―
の
ち
に「
現
存
在
」と
呼
ば
れ
る
―
―
生
の「
原

‐
事
実
」5

と
い
う
意
味
で
の
所
与
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
（GA

	
58

：233

）。
批
判
さ
れ
る
べ
き
直
接
性
が
、
い
わ
ば
直
接
的
な
直
接
性
で
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
直
接
性
は
媒
介
さ
れ
う
る
直
接
性
、
な
い
し
媒
介
さ

れ
た
直
接
性
と
い
う
意
味
で
の
「
媒
介
的
直
接
性verm

ittelte	U
nm

ittelbarkeit

な
い
し
直
接
的
媒
介
性unm

ittelbare	V
erm

itteltheit

」（GA
	58

：184

）
で

あ
る	

6

。
所
与
性
が
直
接
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
は
、
そ
れ
が
殊
更
に
獲
得

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。「
原
‐
事
実
」と
し
て
の「
根
源
領
域
は
、

与
え
ら
れ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
ま
ず
獲
得
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」（Ebd.,	29

）。「
獲
得
す
るgew

innen

」
こ
と
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
エ

ポ
ケ
ーἐπ

οχή

」
と
等
置
す
る
（GA

	20

：150

）。
ま
っ
た
く
ど
こ
に
も
与
え
ら

れ
な
い
も
の
は
、
そ
も
そ
も
獲
得
も
、
示
さ
れ
も
し
な
い
。「
現
象
は
、
た
し
か

に
自
ら
を

0

0

0

示
しsich	zeigen

う
る
の
で
あ
り
、
示
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
は
た
だ
、
現
象
が
自
ら
を

0

0

0

与
え
るsich	gibt

か
ら
な
の
で
あ
る
」7

と
い
う

Ｊ=

Ｌ
・
マ
リ
オ
ン
の
言
葉
は
、
こ
う
し
た
事
態
の
理
解
の
た
め
の
示
唆
と
な
る
。

現
象
が
自
ら
を
示
す
の
は
、
そ
れ
が
そ
れ
と
し
て
〈
獲
得
さ
れ
る
〉
と
き
だ
が
、

こ
れ
に
よ
っ
て
現
象
が
〈
措
定
〉
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。『
存
在
と
時
間
』
で
は
、
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「
覆
蔵
か
ら
取
り
出
すherausnehm

en

」
こ
と
を
意
味
す
る
「
ア
レ
ー
テ
ウ
エ
イ

ン
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
」（GA

	2

：44

）
が
、「
強
奪Raub

」
の
よ
う
な
も
の
と
さ
れ
、

「
奪
わ
れ
るabgerungen

」「
奪
い
取
ら
れ
るentrissen

」
と
表
現
さ
れ
る
（Ebd.,	

294

）。「
獲
得
す
るgew

innen

」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
名
指
さ
れ
て
い
た
も
の

は
、
ア
レ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン
へ
つ
な
が
る
。
ア
レ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン
（ἀληθεύειν

）

と
は
、
周
知
の
よ
う
に
忘
却
や
隠
蔽
を
意
味
す
る
〈
レ
ー
テ
ーλήθη

〉
と
欠
如

の
接
頭
辞
の
〈
アἀ

〉
に
由
来
す
る
。
ア
レ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン
に
お
い
て
奪
取
さ
れ

る
の
は
、「
非
覆
蔵
的
な
も
の
（
ア
レ
ー
テ
スἀληθές

）」（Ebd.,	44

）
で
あ
る
。

非
覆
蔵
的
な
も
の
は
〈
措
定
〉
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
覆
い
を
取
ら
れ
た
も

の
を
意
味
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
本
来
的
現
象
概
念
は
、
こ
の
〈
非
‐
覆
蔵
的
な

も
の
〉
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
、『
存
在
と
時

間
』
の
あ
る
箇
所
で
、
第
七
節
で
の
現
象
概
念
の
規
定
を
い
さ
さ
か
踏
み
越
え
る

よ
う
に
も
見
え
る
仕
方
で
、「
脱
隠
蔽
性Entdecktheit
の
い
か
にW

ie

に
お
け
る

存
在
者
」
と
「
パ
イ
ノ
メ
ナ
」
を
等
置
す
る
（GA
	2
：	290

）。
と
は
い
え
、
こ

れ
は
第
七
節
の
現
象
概
念
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
動
‐
再
帰

的
動
態
の
含
意
を
よ
り
詳
細
に
述
べ
た
も
の
と
見
做
す
べ
き
で
あ
る
。「
思
念
さ

れ
た
存
在
者
自
身
が
自
ら
を
示
し
て
く
るzeigt	sich

の
は
、
い
か
に

0

0

0w
ie

そ
の

存
在
者
が
そ
れ
自
身
に
お
い
てan	ihm

	selbst

あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

（Ebd.,	288	f.

）
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
そ
れ
自
身

に
お
い
て
自
ら
を
示
し
て
く
る
も
のdas	Sich-an-ihm

-selbst-zeigende

」
と
い

う
第
七
節
の
本
来
的
現
象
概
念
の
規
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
そ
れ
自
身
に
お
い

てan-ihm
-selbst

」
と
は
、
再
帰
的
に
現
象
し
て
く
る
も
の
の
そ
の
「
い
か
に
あ

る
か
」
を
表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
自
同
性
に
お
い
て
存
在

者
が
自
ら
を
示
し
て
く
る
こ
と
」（Ebd.,289

）
で
あ
る
。
こ
の
自
同
性
は
、
意

識
や
認
識
や
命
題
の
内
容
と
対
象
と
の
一
致
で
は
な
く
、「
脱
隠
蔽
的
で
あ
る
こ
と

Entdeckt-sein

」
と
し
て
の
「
証
示A

usw
eisung

」
を
言
っ
て
い
る
（Ebd.

）。

こ
れ
は
た
と
え
ば
、
あ
る
人
と
そ
の
パ
ス
ポ
ー
ト
写
真
の
同
一
性
で
は
な
く
、
隠

れ
て
い
る
も
の
と
現
わ
れ
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
忘
却
さ
れ
て
い
た
も
の
と
想

起
さ
れ
た
も
の
の
自
同
性
で
あ
る
。
も
し
こ
う
し
た
再
帰
性
が
な
け
れ
ば
、
現
象

の
自
同
性
は
、
単
な
る
客
観
的
領
域
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
な
る
、
と
い
う
ヴ
ァ

ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ス
の
指
摘
は	

8

、
ま
さ
に
こ
う
し
た
事
態
に
当
て
は
ま
る
。

こ
の
よ
う
に
中
動
態
パ
イ
ネ
ス
タ
イ
の
意
味
で
の
本
来
的
現
象
概
念
は
、〈
忘

却
・
隠
れ
か
ら
明
る
み
へ
と
立
ち
現
れ
て
く
る
も
の
〉
を
意
味
す
る
と
理
解
で
き

る
。〈
自
ら
を
示
し
て
く
る
も
の
〉
と
い
う
規
定
は
、
隠
れ
・
忘
却
の
契
機
を
排

除
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
も
あ
る
箇
所
で
、「
さ
し
あ
た
り
た
い

て
い
は
、
ま
さ
に
自
ら
を
示
し
て
い
な
い

0

0sich	nicht	zeigt

」
も
の
、「
隠
れ
て

0

0

0

い

るverborgen	ist

」
も
の
が
、
現
象
学
が
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
象
で

あ
る
と
明
言
す
る
（Ebd.,47

）。「
示
し
て
い
な
い
」
と
い
う
語
句
は
、〈
自
ら
を

示
し
て
く
る
も
の
〉
と
い
う
規
定
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

矛
盾
す
る
と
は
、
そ
れ
自
体
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
の「
な
い
」は「
隠

れ
て
い
る
」
こ
と
で
あ
り
、
隠
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
す
で
に
〈
示
さ
れ
て
い
る
〉

か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、〈
な
に
か
を
忘
れ
て
い
る
〉
こ
と
に
気
づ
い
た
と
き
、

そ
れ
が
具
体
的
に
何
で
あ
る
か
が
不
明
瞭
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の〈
な
に
か
〉

は
す
で
に
想
起
の
圏
内
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。〈
忘
れ
て
い
る
〉
と
い
う
言
表

が
、〈
思
い
出
し
て
い
る
〉
こ
と
を
意
味
す
る
の
と
同
様
に
、「
隠
れ
て
い
る
」
と
は
、

そ
の
隠
れ
て
い
る
も
の
が
、
自
ら
を
示
さ
な
い
ま
ま
に
示
す
と
い
う
、
現
象
の
ふ

る
ま
い
方
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
意
味
に
お
け
る
現
象
の
動
態
は
、（
デ
カ
ル
ト
や
フ
ッ
サ
ー
ル
が
求
め

た
確
実
性
と
い
う
性
格
を
有
す
べ
き
）
主
観
的
意
識
の
反
省
と
い
う
意
味
で
再
帰

的
な
自
己
意
識
の
知
に
対
し
て
、「
情
感
性A

ffektion

」
の
契
機
に
よ
っ
て
性
格
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づ
け
ら
れ
る
べ
き
（GA

	20

：403

）、
生
・
現
存
在
の
再
帰
的
な
「
自
己
自
身
を

持
つ
こ
とSich-selbst-H

aben

」（GA
	18

：	247

）
と
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
は
『
存

在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
不
安
」
の
分
析
に
お
い
て
よ
り
具
体
的
な
姿
を
取
っ

て
結
実
す
る
こ
と
と
な
る
（GA

	2

：251

）。
こ
う
し
た
現
わ
れ
と
隠
れ
の
あ
い

だ
に
生
じ
る
再
帰
的
な
自
己
証
示
（Selbstausw

eisung

）
こ
そ
が
（GA

	58

：	
63

）、
初
期
現
象
概
念
の
本
来
の
含
意
で
あ
る
。
大
掴
み
に
言
え
ば
、
こ
れ
は

一
九
二
〇
年
代
後
半
の
形
而
上
学
期
ま
で
保
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（GA

	25

：

121

）。

三　

エ
ル
ア
イ
ク
ニ
ス
と
中
動
態

最
後
に
、
後
期
思
想
に
お
け
る
現
象
概
念
に
つ
い
て
同
じ
く
中
動
態
の
観
点
か

ら
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
エ
ル
ア
イ
ク
ニ
ス
の
現
象
様
式
が
中
動
的
再
帰

性
に
存
す
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
エ
ル
ア
イ
ク
ニ
ス
の
語
と
等
置
さ
れ
る
「
自
ら

を
覆
蔵
す
る
働
きSichverbergen

」（Z.	B.	GA
	65

：174,	230

）
と
い
う
表
現

に
看
取
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
存
在
が
〈
隠
し
つ
つ
示
す
〉〈
隠
す
と
い
う
仕
方

で
示
す
〉と
い
う
エ
ル
ア
イ
ク
ニ
ス
の
現
象
様
式
が
再
帰
表
現
に
託
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、「
自
ら
を
去
示
す
るvon	sich	w

egzeigen

」

（GA
	78

：73

）
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
エ
ル
ア
イ
ク
ニ
ス
そ
の
も
の

を
他
動
詞
的
と
す
る
先
行
研
究
が
国
内
外
を
問
わ
ず
少
な
く
な
い
以
上	

9

、
な

ん
ら
の
説
明
な
し
に
こ
れ
を
自
明
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
、
エ
ル

ア
イ
ク
ニ
ス
の
他
動
詞
的
性
格
を
強
く
主
張
す
る
典
型
例
と
し
て
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
書
簡
」（
一
九
四
六
）
に
関
す
る
渡
邊
二
郎
の
論
文
を
取
り
上
げ
、
批
判
的

考
察
を
加
え
る
な
か
で
エ
ル
ア
イ
ク
ニ
ス
の
中
動
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
。

単
に
文
法
的
観
点
か
ら
言
え
ば
、「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
」
で
は
、
動
詞
〈
エ

ル
ア
イ
ク
ネ
ン
〉
は
、
他
動
詞
的
に
も
再
帰
動
詞
的
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
再

帰
動
詞
的
用
法
は
五
例
確
認
で
き
る
が	

10

、
こ
こ
で
の
論
及
は
控
え
、
他
動
詞

的
と
さ
れ
る
用
法
に
限
っ
て
確
認
し
て
み
た
い
。
渡
邊
に
よ
れ
ば
、「
動
詞
「
エ
ル

ア
イ
ク
ネ
ンEreignen

」は
、
通
常
は
、
再
帰
動
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
。
し
か
し
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の
動
詞
を
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
の
四
つ
の
箇
所
で
、
純
粋

の
他
動
詞
と
し
て
用
い
て
い
る
」（W

atanabe	1998/99

：	11

）。
以
下
が
、
渡

邊
の
指
摘
す
る
四
つ
の
箇
所
の
原
文
と
渡
邊
訳
で
あ
る
。

①
�insofern	das	D

enken,vom
	Sein	ereignet,	dem

	Sein	gehört

”（GA
9

：

316

）.

「
思
索
は
、
存
在
に
よ
っ
て
呼
び
求
め
ら
れ
促
さ
れ
て
〔vom

	Sein	
ereignet

〕、
存
在
へ
と
聴
従
し
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
」（
渡
邊

訳
：23

）。

②
�［Sprache	ist

］das	vom
	Sein	ereignet	und	aus	ihm

	durchfügte	Haus	des	
Seins

”（GA
9

：333

）.

「〔
言
葉
は
、〕
存
在
に
よ
っ
て
呼
び
求
め
ら
れ
促
さ

れ
〔vom

	Sein	ereignet

〕
か
つ
存
在
に
も
と
づ
い
て
隅
々
ま
で
接
合
さ

れ
て
組
み
立
て
ら
れ
た
存
在
の
家
な
の
で
あ
る
」（
渡
邊
訳
：64

）。

③
�［das	D

enken]	von	ihr

［=Geschichte	des	Seins

］selbst	ereignet

”

（GA
9

：335

）.

「〔
思
索
は
〕
こ
の
歴
史
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
呼
び
求
め
ら

れ
促
さ
れ
て
〔von	ihr	selbst	ereignet

〕」（
渡
邊
訳
：69

）。

④
�insofern	das	Sein	den	M

enschen	als	den	ek-sistierenden	zur	
W

ächterschaft	für	die	W
ahrheit	des	Seins	in	diese	selbst	

ereignet
”（GA

9

：345

）.

「
存
在
は
、
人
間
を
〔denM

enschen

〕、
存

在
へ
と
身
を
開
き
‐
そ
こ
へ
と
出
で
立
つ
者
と
し
て
、
存
在
の
真
理
の
た
め
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の
番
人
で
あ
る
べ
く
、
こ
の
存
在
の
真
理
そ
の
も
の
の
う
ち
へ
と
、
呼
び
求

め
促
す
〔ereignet

〕
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
は
」（
渡
邊
訳
：93

）。

ま
ず
、
最
初
の
三
つ
の
引
用
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
こ
こ
で
渡
邊
が
前
置
詞

「von

」
を
一
貫
し
て
「
に
よ
っ
て
」
と
訳
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
置
き
た
い
。

「
エ
ル
ア
イ
ク
ネ
ッ
トereignet

」
は
、「
呼
び
求
め
ら
れ
促
さ
れ
て
」
と
い
う
独

自
の
訳
を
付
さ
れ
、
受
動
表
現
の
過
去
分
詞
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
能
動
表
現

〈
私
が
そ
の
パ
ン
を
食
べ
るich	esse	das	Brot

〉
の
裏
面
が
、
受
動
表
現
〈
そ

の
パ
ン
は
私
に
よ
っ
て
食
べ
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0das	Brot	w
ird	von	m

ir	gegessen

〉
で
あ

る
の
と
同
様
の
事
態
で
あ
る
。〈
存
在
に
よ
っ
て

0

0

0

0

呼
び
求
め
促
さ
れ
て
〉
を
、（
渡

邊
の
解
釈
に
従
っ
て
）
能
動
表
現
に
す
る
な
ら
〈
存
在
が0

呼
び
求
め
促
す
〉
と
な

る
。
こ
の
文
法
的
理
解
に
対
し
て
異
論
を
唱
え
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ

か
ら
、
エ
ル
ア
イ
ク
ニ
ス
そ
の
も
の
が
渡
邊
の
言
う
よ
う
に
「
純
粋

0

0

」
な
意
味
で

他
動
詞
的
だ
と
す
る
結
論
を
導
く
の
だ
と
し
た
ら
、
一
面
的
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る

を
え
な
い
。

な
ぜ
か
。
ま
ず
後
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「von

」
の
特
異
な
多
義
性
に
つ

い
て
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
形
而
上
学
に
お
け
る
存
在
の
対
象
化
を
示
す
と

さ
れ
る
前
置
詞
〈
に
関
し
てüber

〉
に
対
し
て
、
そ
れ
か
ら
区
別
さ
れ
た
「von

」

は
、
存
在
「
に
つ
い
てvon

」
の
思
索
と
同
時
に
存
在
「
か
らvon

」
の
思
索
を

特
徴
づ
け
る
（Z.	B.	GA
	12

：	141-143

）。『
哲
学
へ
の
寄
与
』（
一
九
三
六
‐

三
八
）
の
副
題
「
エ
ル
ア
イ
ク
ニ
ス
に
つ
い
て
／
か
らV

om
	Ereignis

」
に
関

し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

　
「
存
在
と
存
在
「
の
」
語
の
う
ち
へ
と
、
思
索
的
に
言
い
つ
つ
聴
従
す
る
こ

と
は
、
エ
ル
ア
イ
ク
ニ
ス
か
ら
／
に
よ
っ
て
エ
ル
ア
イ
ク
ネ
ン
す
るV

om
	

Ereignis	er-eignet	ein	denkerisch-sagendes	Zugehören	zum
	Seyn	

und	in	das	W
ort	»des«	Seyns

」（GA
	65

：	3

）

こ
の
「von

」
は
、「
か
ら
」
と
も
「
よ
っ
て
」
と
も
読
め
る
（
訳
せ
る
）
が
、

い
ず
れ
に
し
ろ
受
動
表
現
に
お
い
て
単
に
作
用
主
を
指
す
「von

」
と
異
な
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
特
異
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
エ
ル
ア
イ
ク
ニ
ス
に
関
わ

る
受
動
表
現
に
お
け
る
「
に
よ
っ
てvon

」
に
も
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
引
用
に
お
い
て
「
か
ら
／
に
よ
っ
てvon

」
と
中
性
の
定
冠
詞
の

属
格
形
「
のdes

」
が
同
様
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ

の
両
者
の
含
意
に
関
し
て
よ
り
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
る
箇
所
が
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
書
簡
」
に
見
ら
れ
る
。

　
「
思
索
は
、
存
在
に
よ
る
存
在
の
た
め
の
参
与l

’engagem
ent	par	l

’Etre	
pour	l

’Etre

で
す
。
こ
の
両
者
（「par

」
と
「pour

」）
を
ひ
と
つ
に
ま
と

め
て
言
う
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
私
に
は
お
ぼ
つ
き
ま
せ
ん
が
、
あ
え
て
そ

う
言
う
と
す
れ
ば
、〈
思
索
、
こ
れ
は
存
在
の
参
与
で
あ
るpenser,	c

’est	l

’

engagem
ent	de	l

’Etre

〉、
と
言
え
ま
す
。
こ
こ
で
は
「
のde	l

’...

」
と

い
う
属
格
の
か
た
ち
は
、
こ
の
属
格
が
、
同
時
に
ひ
と
つ
の
主
格
的
＝
目
的

格
属
格ein	gen.	[=genitivus]	subiectivus	und	obiectivus

で
あ
る
こ

と
を
表
し
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、「
主
格
／
主
観Subjekt

」
と
「
目
的
格

／
客
観O

bjekt

」
は
形
而
上
学
の
不
適
切
な
題
目
で
あ
り
、
こ
の
形
而
上
学

が
西
洋
的
な
「
論
理
学
」
や
「
文
法
」
の
形
態
に
お
い
て
早
い
時
期
か
ら
言

葉
に
つ
い
て
の
解
釈
を
支
配
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。」（GA

	9

：	313	f.

）

渡
邊
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
「par

」
は
、「
存
在
が
」
と
い
う
主
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格
を
示
し
、「pour

」
は
、「
存
在
を
」
と
い
う
目
的
格
を
示
す
（
訳
注
：224

）。
こ

の
解
釈
は
「
存
在
の
」
の
「
のde	l

’...

」
が
、
主
格
的
属
格
と
目
的
格
属
格
を
同

時
に
示
す
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
説
明
と
合
致
す
る
。
渡
邊
は
そ
れ
を
エ
ル

ア
イ
ク
ニ
ス
を
他
動
詞
的
と
す
る
こ
と
の
論
拠
の
一
つ
と
す
る
（Ebd.

）。
と
は

い
え
、
そ
こ
で
「
主
格
／
主
観
」
と
「
目
的
格
／
客
観
」
が
形
而
上
学
的
で
不
適

切
と
さ
れ
、
そ
れ
と
近
代
的
な
「
文
法
」
と
の
関
連
に
対
し
て
、
渡
邊
は
自
身
の

立
場
を
明
確
に
し
な
い
（Ebd.
）。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
決
定
的
に
重
要
な
の

は
、
そ
も
そ
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
意
図
は
、「par

」
と
「pour

」
を
ひ
と
つ
に
ま
と

0

0

0

0

0

0

め
て

0

0

言
う
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
場
合
、
こ
の
属
格
は
、
同
時
に

0

0

0

主
格
的
属
格
と
目

的
格
属
格
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
のde	l

’...

」
は
、
こ
の
両
者
を

ひ
と
つ
に
ま
と
め
て

0

0

0

0

0

0

0

0

、
い
ち
ど
き
に

0

0

0

0

0

言
う
た
め
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お

け
る
「de	l

’...

の
」
が
、「vom

	Sein	ereignet

」
や
「V

om
	Ereignis

」
の
「von

」

に
ほ
か
な
ら
な
い
（GA

	9

：	386

）。

こ
こ
か
ら
、
こ
の
「von

」
を
、
受
動
表
現
に
お
け
る
作
用
主
を
指
す
と
す
る

渡
邊
の
解
釈
の
問
題
性
の
所
在
が
明
ら
か
と
な
る
。
両
者
（par
とpour

）
が
、

日
本
語
の
「
が
」
と
「
を
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
あ
く
ま
で
近
代
的

な
文
法
に
従
っ
て
い
る
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
本
来
の
意
図
は
、
む
し
ろ
、（
存

在
）〈
が
〉
と
（
存
在
）〈
を
〉
を
、
ひ
と
つ
に
ま
と
め
て

0

0

0

0

0

0

0

0

、
い
ち
ど
き
に

0

0

0

0

0

言
う
こ

と
に
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
主
格
と
目
的
格
と
い
う
近
代
的
な
文
法
上
の
区
別
は

も
は
や
不
適
切
で
あ
り
、〈
が
〉と〈
を
〉の
区
別
も
ま
た
本
来
不
適
切
だ
と
言
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、〈
が
／
主
格
〉
と
〈
を
／
目
的
格
〉
と
い
う
表
現
上
の
区
分
が
、
エ
ル

ア
イ
ク
ニ
ス
と
い
う
事
態
を
な
ん
と
か
明
示
的
に
言
語
に
乗
せ
る
た
め
に
必
要
だ

と
い
う
の
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
渡
邊
が
「von

」
を
受
動
態
の

作
用
主
を
示
す
主
格
の
「von

」
と
理
解
す
る
と
き
、
本
来
同
時
に
含
ま
れ
て
い

る
は
ず
の
主
格
と
目
的
格
の
一
方
、
す
な
わ
ち
主
格
の
み
を
そ
こ
に
読
み
取
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
エ
ル
ア
イ
ク
ニ
ス
そ
の
も
の
を
他
動
詞
的
と
す
る
解
釈
の
問
題
性

は
、
そ
れ
が
こ
の
区
分
の
片
方
で
あ
る
主
格
〈
存
在
が
〉
の
み
に
一
面
的
に
依
拠

す
る
点
に
存
す
る
。

そ
れ
で
は
、
四
つ
目
に
挙
げ
ら
れ
た
「
存
在
は
、
人
間
を
、
存
在
へ
と
身
を
開

き
‐
そ
こ
へ
と
出
で
立
つ
者
と
し
て
、
存
在
の
真
理
の
た
め
の
番
人
で
あ
る
べ

く
、
こ
の
存
在
の
真
理
そ
の
も
の
の
う
ち
へ
と
、
呼
び
求
め
促
すereignet

も
の

で
あ
る
か
ぎ
り
は
」、
と
い
う
能
動
表
現
に
お
け
る
対
格
の
「
人
間
を
」
の
箇
所

に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
の
文
の
「
存
在
は
」
は
、「par

」（
存
在
が
）
に
相
当
し
、

「
存
在
の
真
理
そ
の
も
の
の
う
ち
へ
」
は
、「pour

」（
存
在
を
）
に
相
当
す
る
。
こ

こ
で
、「
人
間
を
」
は
、
余
分
な
要
素
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な

い
。
む
し
ろ
こ
の
「
人
間
を
」
が
あ
っ
て
こ
そ
、〈
存
在
が
〉
と
〈
存
在
を
〉
は
、

統
一
的
事
態
・
動
態
と
し
て
成
立
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、〈
存
在
が
〉と
は
、〈
存

在
が0

人
間
を
思
索
さ
せ
る
〉
こ
と
を
意
味
し
、〈
存
在
を
〉
と
は
、〈
人
間
が
存
在
を0

思
索
す
る
〉
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
目
的
格
〈
人
間

を
〉
と
主
格
〈
人
間
が
〉
は
ひ
と
ま
と
ま
り
に
、
同
時
に
成
立
し
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
場
合
、
初
期
の
実
存
論
的
問
題
構
成
に
お
け
る
よ
う
に
人
間
的
現
存
在

を
起
点
と
し
た
地
平
的
再
帰
関
係
〈
現
存
在
が
現
存
在
自
身
を
〉
で
は
な
く
、
存

在
を
起
点
と
し
た
再
帰
関
係
〈
存
在
が
存
在
自
身
を
〉
が
成
立
し
て
い
る
。
人
間

は
存
在
の
再
帰
的
動
態
に
巻
き
込
ま
れ
、
そ
の
仲
介
者
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

エ
ル
ア
イ
ク
ニ
ス
に
お
け
る
こ
う
し
た
一
連
の
動
き
は
、
そ
れ
を
統
一
的
に
見

る
な
ら
、
他
動
詞
か
ら
よ
り
も
、
中
動
態
か
ら
よ
り
適
切
に
理
解
可
能
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る	

11

。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
中
動
態
の
主
な
三
つ
の
意

味
は
、
①
自
分
の
た
め
に
…
す
る
、
②
再
帰
的
、
③
相
互
的
だ
っ
た
。
た
と
え

ば
、『
存
在
と
時
間
』
で
、
現
存
在
の
「
ロ
ゴ
ス
は
、
な
ん
ら
か
の
も
の
を
見
え
て
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く
る
が
ま
ま
に
す
るläßt	etw

as	sehen

（
パ
イ
ネ
ス
タ
イ
）、
つ
ま
り
、
そ
れ

に
関
し
て
話
題
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
、
語
り
手
の
〈
た
め
に

0

0

0	

0

für

〉（
中
動
態

M
edium

）、
な
い
し
相
互
に
語
り
合
う
者
た
ち
の
〈
た
め
に	für

〉
見
え
て
く
る

が
ま
ま
に
す
る
」（GA

	2

：43

）
と
言
わ
れ
る
と
き
、
こ
の
動
詞
「
見
え
て
く
る

が
ま
ま
に
す
る
こ
とSehenlassen

」
は
、
①
と
③
の
意
味
で
の
中
動
態
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
語
り
手
が
「
自
身
の
〈
た
め
にfür

〉」
語
る
こ
と
で
あ
る
（GA

	17

：

28

）。
こ
れ
と
あ
く
ま
で
類
比
的
な
仕
方
で
、
渡
邊
の
四
つ
目
の
例
が
、
①
存
在

が
存
在
自
身
の
た
め
に
人
間
を
エ
ル
ア
イ
ク
ネ
ン
す
る
、
も
し
く
は
、
③
存
在
と

人
間
が
相
互
に
な
に
か
を
す
る
、
と
い
う
意
味
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
中
動
態
と

し
て
理
解
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
さ
に
そ
う
な
っ
て
い
る
。
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
、
エ
ル
ア
イ
ク
ニ
ス
と
は
、〈
存
在
が
、
人
間
を
仲
介
と
し
て
、
存

在
の
真
理
自
身
の
た
め
に

0

0

0

0

0

0

、
思
索
さ
せ
る
こ
と
〉に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

『
哲
学
へ
の
寄
与
』
に
見
ら
れ
る
「
自
ら
を
覆
蔵
す
る
働
き
の
〈
た
め
のfür

〉
明

る
み
」
と
い
う
表
現
も
、〈
存
在
そ
れ
自
身
の
た
め
に

0

0

0

〉
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る

（Z.	B.	GA
	65

：241	u.	369

）。
こ
の
場
合
、
②
の
再
帰
性
は
排
除
さ
れ
な
い
。

存
在
と
人
間
の
相
互
作
用
は
、
存
在
の
エ
ル
ア
イ
ク
ニ
ス
と
し
て
の
再
帰
的
中
動

態
の
う
ち
で
の
み
生
起
す
る
か
ら
で
あ
る
。
仲
介
者
と
し
て
の
人
間
を
省
略
し
た

記
述
を
引
き
合
い
に
だ
す
な
ら
、「
エ
ル
ア
イ
ク
ニ
ス
と
は
、
自
分
自
身
を
見
出
し

か
つ
媒
介
す
る
中
心sich	selbst	erm

ittelnde	und	verm
ittelnde	M

itte12
」

（Ebd.,	73

）
で
あ
り
、
こ
れ
が
（
人
間
を
介
し
た
）
自
己
現
出
と
い
う
存
在
現
象

の
再
帰
‐
媒
体
的
動
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

結
び本

稿
の
課
題
は
、
初
期
現
象
概
念
か
ら
始
め
て
、
さ
ら
に
後
期
の
エ
ル
ア
イ
ク

ニ
ス
に
関
す
る
解
明
を
通
し
て
、
中
動
‐
再
帰
的
動
態
を
両
者
の
共
通
項
と
し
て

明
示
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
課
題
は
、
一
定
程
度
果
た
さ
れ
た
と
し
た
い
。

無
論
こ
こ
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
象
概
念
が
初
期
と
後
期
に
お
い
て
同
様
の
事

態
を
捉
え
て
い
た
、
と
主
張
す
る
の
で
は
な
い
。む
し
ろ
こ
こ
で
示
さ
れ
た
の
は
、

両
者
を
そ
の
相
互
の
異
な
り
と
と
も
に
統
一
的
に
論
じ
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
視
座

で
あ
る
。
本
論
で
は
あ
え
て
詳
述
し
な
か
っ
た
が
、
大
掴
み
に
区
分
す
れ
ば
、
前

者
で
は
人
間
的
現
存
在
を
起
点
と
し
た
解
釈
学
的
・
超
越
論
的
問
題
構
成
に
お
け

る
地
平
的
現
象
性
が
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
後
者
で
は
存
在
そ
の
も
の
を
起
点

と
し
た
中
心
的
現
象
性
と
で
も
仮
に
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
問
題
で
あ
っ
た
。
本
稿
の

試
み
は
、
両
者
の
異
同
に
関
す
る
さ
ら
な
る
具
体
的
解
明
に
む
け
て
、
ま
た
ヘ
ル

ダ
ー
リ
ン
や
シ
ェ
リ
ン
グ
な
ど
と
の
連
関
に
お
い
て
後
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
中
核
的

役
割
を
演
じ
る
エ
ル
ア
イ
ク
ニ
ス
、
そ
し
て
言
葉
の
問
題
の
解
明
に
む
け
て
、
そ

の
中
動
‐
再
帰
的
動
態
を
言
語
形
態
の
う
ち
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。

［
付
記
］
本
稿
は
、
平
成
二
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

略
号
一
覧
（
順
不
同
）

G
A

：	M
artin	H

eidegger	Gesam
tausgabe.	Frankfurt	am

	M
ain	1975	ff.	H

ua

：

H
usserl,E

dm
und

：H
usserliana

：E
dm

und H
usserl G

esam
m

elte W
erke. 

1950	ff.	N
atorp	1918

：N
atorp,P.

：
�Bruno Bauchs »Im

m
anuel K

ant« und 
die Fortbildung des System

s des kritischen Idealism
us

”,in

：K
ant-Studien 

X
X

II.	B
erlin	1918,	S.	426-459.	B

enveniste	1966

：B
enveniste,	É

m
ile

：

P
roblèm

es de linguistique général, I,Paris	1966/2012.	S
chnell	2005

：

Schnell,	A
lexander

：D
e l

’existence ouverte au m
onde fini. H

eidegger 

1925-1930.	Paris	2005.	W
atanabe	1998/99

：W
atanabe,Jiro

：
�Vom
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Sein	ereignet	–	Im
	H

inblick	auf	den	H
um

anism
us-Brief	–

”,in

：	JT
LA

, V
ol. 

23/24	
（1998/99

）,	S.	11-23.	

渡
邊
訳
：
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
渡
邊
二
郎
訳
）『「
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）。
訳
注
：	

渡
邊
二
郎
「
個
別
的

訳
注
」（
同
上
、
二
一
八
‐
三
一
二
頁
）。

註1　

中
動
態
と
媒
体
性
を
論
じ
た
先
行
研
究
と
し
て
、
森
田
亜
紀
『
芸
術
作
品
の
中
動

態
―
―
受
容
／
制
作
の
基
層
―
―
』（
萌
書
房
、
二
〇
一
三
年
）
が
あ
る
が
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
関
す
る
解
明
は
見
ら
れ
な
い
。

2　

た
し
か
に
〈
中
動
態M

edium
/ μεςότης

〉
と
い
う
表
現
は
、
能
動
態
（A

ktiv/
ἐνέργεια

）
と
受
動
態
（Passiv/ π

άτος

）
の
「
中
間
のinterm

édiaire

」
も
の
と

い
う
意
味
で
あ
り
（Benveniste	1966

：168

）、
受
動
態
が
本
来
中
動
態
の
特
殊
例

に
す
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
の
形
式
的
区
分
に
は
言
語
学
的
正
当
性
は
必
ず
し

も
な
い
。
だ
が
、
作
用
主
と
受
け
手
の
い
ず
れ
に
も
還
元
さ
れ
な
い
次
元
・
場
所
を

探
求
す
る
立
場
か
ら
す
る
な
ら
、
こ
の
区
分
の
〈M

edium

〉
は
実
質
的
意
義
を
有

す
る
示
唆
と
な
る
。

3　

田
中
美
知
太
郎
・
松
平
千
秋
『
ギ
リ
シ
ア
語
入
門
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九

年
、
五
二
‐
五
三
頁
を
参
照
。
こ
こ
で
、「
内
態diathèse	interne

」（Benveniste	
1966

：174

）
と
い
う
中
動
態
に
関
す
る
規
定
や
細
か
な
含
意
も
引
き
合
い
に
出
せ

る
が
（V

gl.	K
em

m
er,	Suzanne

：T
he M

iddle V
oice

（T
ypological Studies 

in L
anguage V

ol. 23

）.A
m

sterdam
/Philadelphia

：John	B
enjam

ins	
Publishing	Com

pany	1993

）、
本
稿
で
は
上
記
の
簡
略
な
区
分
を
参
照
す
る
に
と

ど
め
る
。

4　

ナ
ト
ル
プ
は
能
動
的
な「
与
え
る
も
のD

as	Gebende

」を
積
極
的
に
語
る（N

atorp	
1918

：440

）。

5　

Georg,	Im
dahl

：D
as L

eben verstehen. H
eideggers form

al anzeigende 
H

erm
eneutik in den frühen Freiburger V

orlesungen 

（1919 bis 1923

）.	
W

ürzburg	1997,	S.	59.	

6　

こ
こ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
を
想
起
さ
せ
る
が
、
最
初
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
は
彼
へ
の
対
抗

意
識
が
み
ら
れ
る
（GA

	1

：411

）。
自
己
を
客
観
的
対
象
と
し
て
概
念
把
握
し
、
確

実
性
を
追
求
す
る
点
で
能
動
的
な
主
観
的
精
神
は
彼
の
批
判
対
象
で
あ
る
。
こ
れ
に

関
し
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
『
デ
・
ア
ニ
マ
』
の
「
受
動
理
性
」
に
関
す
る
解
釈
（
誤

解
）に
関
し
て
示
し
た
細
川
亮
一「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
思
弁
的
な
深
さ
と『
デ
・

ア
ニ
マ
』」（『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
研
究13

』
二
〇
〇
七
年
、
一
五
九
‐
一
六
八
頁
）
が
示

唆
的
で
あ
る
。

7　

M
arion,	J.-L.

：R
eduktive

�Gegen-M
ethode

”und Faltung der G
egebenheit	

（übersetzt	von	Rolf	K
ühn

）,in

：E
poché und R

eduktion. Form
en und 

P
raxis der R

eduktion in der P
hänom

enologie.	H
g.	v.	Rolf	K

ühn	und	
M

ichael	Staudigl.	W
ürzburg	2003,	S.	138.

8　

W
aldenfels,	Bernhard

（
村
井
則
夫
訳
）「
世
界
の
不
可
視
性
、
あ
る
い
は
眼
差

し
か
ら
退
く
も
の
」（『
媒
体
性
の
現
象
学
』
青
土
社
、
二
〇
〇
二
年
、
二
九
頁
を
参

照
。

9　

V
gl.	Spiegelberg,H

erbert

：T
he P

henom
enological M

ovem
ent

： A
 

H
istorical Introduction V

ol. 1.	H
eidelberg

：	1960/2015,	S.	316,	Puntel,	
Lorenz	B.

：Sein und G
ott. E

in system
atischer A

nsatz in A
useinandersetzung 

m
it M

. H
eidegger, É

. Lévinas undJ.-L. M
arion. T

übingen

：M
ohr	Siebeck	

2010,	S.	96	u.	Becker,	Ralf

：Sinn und Zeitlichkeit

：V
ergleichende Studien 

zum
 P

roblem
 der K

onstitution von Sinn durch die Zeit bei H
usserl, 

H
eidegger und Bloch.	W

ürzburg	2003,	S.	175.	

10　

GA
	9

：	323,	336,	336,	337,	358.	
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11　

た
し
か
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「ist

」
を
「transitiv

」
と
も
す
る
が
、
こ
れ
は
「
移

行
的
な
仕
方
でübergehend

」
の
意
味
で
あ
り
、
他
動
詞
的
な
も
の
で
は
な
い
。「
移

行
的
な
も
のdas	T

ransitive

」
が
「
ラ
ッ
セ
ンLassen

」
と
さ
れ
る
点
か
ら
も
（V

gl.	
Llew

ellyn,	John

：	H
ypocritical Im

agination

：Betw
een K

ant and Levinas.	
London	1999,	p.	45

）、
そ
の
「ist

」
は
中
動
態
的
働
き
と
理
解
で
き
る
（GA

	11

：	
70	f.

）。
ま
た
エ
ル
ア
イ
ク
ニ
ス
は
他
動
詞
「
エ
ル
‐
オ
イ
ゲ
ンer-äugen

」「
見
出

すerblicken

」
か
ら
も
説
明
さ
れ
る
が
（GA

	11

：	45

）、
シ
ェ
リ
ン
グ
解
釈
で
神

が
「
人
間
を
見
‐
出
し
たer-blickte

」（GA
	42

：263

）
場
合
の
〈
見
出
す
〉
が
、「
自

身
の
根
底
に
お
い
て
神
が
自
ら
を
見
出
す
こ
とSich-erblicken	des	Gottes

そ
の
も

の
」（Ebd.,	235	f.

）
と
い
う
再
帰
的
動
態
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
に
対
す
る
存
在
神
論
と
い
う
診
断
と
と
も
に
留
意

す
べ
き
点
と
い
え
る
。

12　

こ
れ
は
、
初
期
の
超
越
論
的
構
想
力
、「
地
平

0

0

」
と
し
て
の
「
媒
介
す
る
中
間

verm
ittelnde	M

itte

」（GA
	3

：	177

）
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

（
小
田
切
建
太
郎
・
お
た
ぎ
り　

け
ん
た
ろ
う
・
立
命
館
大
学
・
日
本
学
術
振
興
会
）
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は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
Ｊ
・
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
が
『
心
と
世
界
』（
一
九
九
六
年
）
に

お
い
て
主
張
し
て
い
る
感
性
的
経
験
の
概
念
的
性
格
と
い
う
考
え
を
参
照
し
な
が

ら
、
Ｅ
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
三
巻
「
認
識
の
現
象

学
」（
一
九
二
九
年
）
に
お
け
る
「
シ
ン
ボ
ル
」
概
念
の
も
つ
意
義
に
つ
い
て
考

察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

周
知
の
と
お
り
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
も
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
も
、
伝
統
的
な
主
知
主
義

と
経
験
主
義
の
陥
穽
を
避
け
、
そ
れ
ら
の
隘
路
を
ぬ
っ
て
歩
み
を
進
め
る
試
み

と
し
て
、
Ｉ
・
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、

両
者
と
も
に
つ
ぎ
の
点
に
お
い
て
カ
ン
ト
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

一
八
世
紀
当
時
の
心
理
学
的
用
語
法
を
継
承
し
て
い
る
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
（
あ

る
い
は
一
般
的
な
カ
ン
ト
理
解
に
お
い
て
は
）、
感
性
的
経
験
は
「
受
容
的
」
で

あ
り
、
悟
性
は
そ
れ
に
上
か
ら
「
能
動
的
」
に
悟
性
概
念
を
あ
て
は
め
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
も
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
も
、

感
性
的
経
験
の
な
か
に
も
何
ら
か
の
意
味
で
精
神
の
自
発
性
が
は
た
ら
い
て
い
る

と
考
え
る
。
こ
の
場
合
の
「
精
神
の
自
発
性
」
と
い
う
こ
と
で
考
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
お
い
て
は
概
念
能
力
の
自
発
性
で
あ
り
、
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
に
お
い
て
は
シ
ン
ボ
ル
機
能
の
自
発
性
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
と
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
比
較
を
し

て
み
た
い
。
考
察
の
手
順
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
は
、「
能
動
性
」と「
受

動
性
」
の
近
代
的
二
項
対
立
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
路
線
に
お
い
て
、
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
と
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
う
え

で
、
い
わ
ゆ
る
「
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
＝
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
論
争
」
に
お
け
る
Ｈ
・
Ｌ
・

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
批
判
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
と
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
、
人
間

が
「
理
由
の
論
理
空
間
」
へ
参
入
す
る
こ
と
を
、「
世
界
へ
の
開
け
」
と
い
う
人
間

学
的
用
語
で
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の｢

世
界｣

概
念
の
理
解
の
不
十

分
さ
が
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
批
判
の
的
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ

ル
の
不
十
分
な
点
を
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
シ
ン
ボ
ル
哲
学
が
補
っ
て
く
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
の
見
通
し
の
も
と
に
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
「
シ
ン
ボ
ル
」
と
「
表
出
」

と
い
う
理
論
的
概
念
の
射
程
を
検
討
し
て
み
た
い
。

第
一
節　

マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
お
け
る
感
性
的
経
験
の
概
念
的
性
格
と
「
世
界
へ
の

開
け
」

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
「
シ
ン
ボ
ル
」
概
念
と
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル

―
感
性
的
経
験
の
概
念
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て

―

音
喜
多　

信
博
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『
心
と
世
界
』
の
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
、
感
性
的
経
験
を
も
含
む
わ
れ
わ
れ
の
す

べ
て
の
経
験
は
概
念
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
Ｗ
・
セ
ラ
ー
ズ
が
主
張
す
る
よ

う
に
、
感
性
的
経
験
は
、
経
験
主
義
が
想
定
し
た
よ
う
な
、
受
動
的
な
か
た
ち
で

わ
れ
わ
れ
に
あ
た
え
ら
れ
、
世
界
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
判
断
の
正
当
化
の
最

終
的
な
審
級
と
な
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
中
性
的
「
所
与
」
な
の
で
は
な
い
。
マ
ク

ダ
ウ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
は
、
そ
れ
が
「
私
の
」
経
験

と
呼
ば
れ
う
る
限
り
に
お
い
て
反
省
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、（
た
と
え
い
ま
は
明
確

に
言
語
化
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、）
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
は
命
題
の
か
た
ち
を

と
っ
た
判
断
の
内
容
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
経

験
内
容
は
つ
ね
に
す
で
に
概
念
に
よ
っ
て
侵
食
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
判
断
に

お
け
る
知
識
の
正
当
化
に
寄
与
す
る
（
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
判
断
の
「
理
由
」

と
な
る
こ
と
が
で
き
る
）
と
い
う
意
味
に
お
い
て
「
規
範
的
な
」
性
質
を
も
っ
て

い
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
Ｄ
・
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
の
よ
う
な
主
知
主
義
的
・

斉
合
主
義
的
な
考
え
方
が
必
然
的
に
帰
結
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
カ
ン
ト

が
、
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
の
は
た
ら
き
は
あ
く
ま
で
対
象
に
よ
る
感
官
の
触
発
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
引
き
出
さ
れ
る
と
考
え
た
よ
う
に
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
も
、
感
性

的
経
験
を
と
お
し
た
世
界
へ
の
応
答
と
い
う
最
小
限
の
経
験
主
義
の
魅
力
は
保
持

す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
人
間
も
も
ち
ろ
ん
他
の
動
物
と
同
じ
生
理
的
機
構
を

も
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
同
じ
知
覚
的
感
応
性
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
概
念
の
「
自
発
性
の
能
力
の
圏
域
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
」、
そ
の
意
味

で
わ
れ
わ
れ
は
「
も
の
言
わ
ぬ
動
物
」
と
は
異
な
る
「
特
別
な
か
た
ち
で
」、
そ

れ
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（M

W
:64/114

）。
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
、
こ
の
よ
う

な
か
た
ち
で
、「
受
動
性
」
と
「
能
動
性
」
の
近
代
的
二
項
対
立
の
狭
間
を
か
き
分

け
て
進
も
う
と
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
人
間
が
経
験
を
言
語
的
に
表
現
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
「
理
由
の
論
理
空
間
」
に
入
っ
て
い
く
こ
と
を
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
Ｈ
・
Ｇ
・

ガ
ダ
マ
ー
の
人
間
学
的
な
用
語
を
借
り
て
「
陶
冶
（Bildung

）」（M
W

:84/145

）

と
呼
ん
で
い
る
。
人
間
が
、
他
者
と
の
間
で
自
ら
の
判
断
や
行
為
の
理
由
を
述
べ

合
う
言
語
ゲ
ー
ム
の
空
間
に
参
入
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
は
、
他
の
動
物
の
よ
う

に
あ
た
え
ら
れ
た
環
境
に
埋
没
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
環
境
か
ら
距
離
を
お
い

て
「『
自
由
で
離
れ
た
態
度
』」（M

W
:116/192

）
で
そ
れ
に
対
峙
し
、
同
時
に

自
己
意
識
的
に
自
分
の
視
点
を
外
側
か
ら
捉
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
人
間
に
特
徴
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は	Inquiry 

誌
上
に
お

け
る
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
と
の
論
争
の
な
か
で
、「
人
間
は
た
だ
環
境
の
な
か
に
住
ま
う

だ
け
で
は
な
く
、
世
界
へ
と
開
か
れ
て
い
る
点
で
他
の
動
物
と
異
な
る
」
と
述
べ

て
い
る	

⑴

。

マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
、
こ
の｢

世
界
へ
と
開
か
れ
て
い
る｣

と
い
う
こ
と
を
、
カ

ン
ト
の
「
超
越
論
的
統
覚
」
の
議
論
と
意
識
的
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、「『
私
は
考
え
る
』
と
い
う
意
識
が
、
私
の
あ
ら
ゆ

る
表
象
に
伴
い
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
Ｂ
版	p.131

）。

す
な
わ
ち
、
悟
性
は
感
性
的
経
験
の
多
様
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
能
動
的
に
綜

合
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
は
た
ら
き
は
さ
ら
に
根
源
的
な
「
私
は
考
え
る
」
の

統
一
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
、
こ
の
言
わ

ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
、（
Ｐ
・
Ｆ
・
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に
従
っ
て
）
つ
ぎ
の
よ
う
に
解

釈
し
て
い
る
。「
経
験
を
『
内
側
か
ら
』
客
観
的
実
在
の
一
瞥
と
し
て
理
解
で
き

る
と
い
う
可
能
性
は
、
そ
の
主
体
が
自
身
に
経
験
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
可
能
性
と
、
そ
れ
ゆ
え
主
体
が
自
己
意
識
的
で
あ
る
こ
と
と
相
互
依
存
的

で
あ
る
」（M

W
:99/167

）。
す
な
わ
ち
、
自
分
の
経
験
を
自
己
意
識
的
に
外
側

か
ら
眺
め
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
自
分
の
経
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験
を
越
え
た
客
観
的
対
象
や
客
観
的
世
界
と
い
う
も
の
が
意
味
を
も
ち
う
る
の
で

あ
る
。
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
が
、
人
間
の
み
が
「
世
界
へ
と
開
か
れ
て
い
る
」
と
述
べ

て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
気
に
な
る
こ
と
は
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
が

Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
帰
し
て
い
る
「
単
に
環
境
に
住
ま
っ
て
い
る
こ
と
」
と
「
世

界
へ
と
開
か
れ
て
い
る
こ
と
」
と
い
う
対
立
概
念
の
固
定
的
性
格
で
あ
る
。

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
、
概
念
が
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
の
経
験
を
覆
っ
て
い
る
と
い

う
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
考
え
を
批
判
し
て
い
る
。
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
、
熟
達
者
（
フ

ロ
ニ
モ
ス
）
の
行
為
や
（
没
入
的
対
処
に
お
け
る
）
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
の
経
験
な

ど
を
例
に
あ
げ
て
、
概
念
が
介
入
し
な
い
非
反
省
的
な
身
体
的
行
為
が
、
わ
れ
わ

れ
の
始
原
的
な
「
世
界
へ
の
開
け
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
Ｍ
・

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
を
引
き
な
が
ら
主
張
し
て
い
る
。ド
レ
イ
フ
ァ
ス
に
よ
れ
ば
、

マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
不
十
分
さ
は
、
す
で
に
構
成
さ
れ
尽
く
し
た
対
象
と
世
界
を
前

提
と
し
て
お
り
、
そ
れ
以
前
の
非
概
念
的
な
（
非
反
省
的
な
）
世
界
へ
の
開
け
の

経
験
を
忘
却
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
に
よ
れ
ば
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
が
「
世
界
へ
の
開
け
」
と
い
う
と

き
の
世
界
は
、
主
観
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
対
象
化
さ
れ
た
「
諸
事
実
」
の
総
体
で

あ
る
に
す
ぎ
な
い	

⑵

。
こ
れ
は
、『
存
在
と
時
間
』
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
帰
す
る
こ

と
の
で
き
る
も
の
で
は
毛
頭
な
く
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
客

観
的
世
界
と
い
う
先
入
見
」
に
毒
さ
れ
た
世
界
概
念
で
あ
る
。「
対
象
の
総
体
と

し
て
の
世
界
」
へ
の
開
け
は
、「
前
客
観
的
／
前
主
観
的
世
界
」⑶

へ
の
開
け
、
す

な
わ
ち
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
言
う
と
こ
ろ
の
運
動
的
志
向
性
の
相
関
者
と
し
て

の
世
界
へ
の
開
け
を
前
提
と
し
て
い
る
。

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
と
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
論
争
の
評
価
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論

じ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
問
題
と
し
て
み
た
い
。
す
な
わ

ち
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
、
環
境
へ
と
埋
没
し
て
い
た
主
体
が
ど
の
よ
う
に
世
界
へ

と
開
か
れ
て
い
く
の
か
、
明
確
な
「
主
観
」
と
「
客
観
」、「
自
我
」
と｢

世
界｣

と
が
ど
の
よ
う
に
生
じ
て
く
る
の
か
、
と
い
う
生
成
の
問
題
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん

ど
論
じ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
「
単
に
環
境

に
住
ま
っ
て
い
る
こ
と
」
と｢

世
界
へ
と
開
か
れ
て
い
る
こ
と｣

の
区
別
は
、
固

定
的
で
静
的
な
二
項
対
立
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
シ
ン
ボ
ル

哲
学
が
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
不
十
分
さ
を
解
消
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
方
向
性
を
示

し
て
く
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
次
節
か
ら
は
、
そ
の
こ
と
を

主
題
化
し
て
み
た
い
。

第
二
節　

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
「
シ
ン
ボ
ル
」
概
念
と
「
世
界
へ
の
開
け
」

さ
き
に
わ
れ
わ
れ
は
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
が
感
性
的
経
験
か
ら
悟
性
の
概
念
ま
で

を
主
体
の
自
発
性
の
圏
域
に
置
き
入
れ
、
近
代
的
な
「
受
動
性
」
と
「
能
動
性
」

の
対
立
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が「
シ

ン
ボ
ル
」
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
目
指
し
て
い
た
こ
と
も
、
こ

れ
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
ず
は
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

通
常
は
、「
シ
ン
ボ
ル
的
な
も
の
」
と
い
う
と
き
は
、「
記
号
」
と
「
記
号
に
よ
っ

て
表
示
さ
れ
る
も
の
」
と
の
区
別
が
明
確
に
現
れ
て
い
る
事
例
に
つ
い
て
言
わ
れ

る
。
た
と
え
ば
、
言
語
的
記
号
に
は
じ
ま
り
、
数
学
的
記
号
や
自
然
科
学
に
お
い

て
用
い
ら
れ
る
記
号
（
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
化
学
式
な
ど
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
れ
ら
も
シ
ン
ボ
ル
な
の
で
あ
る
が
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
シ
ン
ボ
ル
と

い
う
概
念
に
よ
り
広
い
意
味
を
あ
た
え
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
、
い
か
な
る
種
類
の
も
の
で
あ
れ
、
一
般
に
感
性
的
な
も
の
の
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「
意
味
充
実
」
が
見
ら
れ
る
よ
う
な
現
象
、
─
─
つ
ま
り
、
あ
る
感
性
的
な

も
の
が
、
た
だ
存
在
し
た
り
、
し
か
じ
か
の
在
り
方
を
し
た
り
し
な
が
ら
、

同
時
に
ひ
と
つ
の
意
味
の
特
殊
化
や
具
象
化
、
そ
の
顕
現
や
具
現
と
し
て
も

現
れ
て
く
る
よ
う
な
現
象
の
全
体
を
、
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
包
み
こ
も
う
と

試
み
た
の
で
あ
る
。（PSF:105/

上191

）

た
と
え
ば
、
他
人
や
他
の
動
物
の
表
情
の
理
解
に
お
い
て
は
、「『
単
な
る
感
性

的
な
』
存
在
と
し
て
の
現
れ
と
、
こ
の
現
れ
が
間
接
的
に
気
づ
か
せ
る
、
こ
の
現

れ
と
は
異
な
る
精
神
的
・
心
的
内
容
と
の
分
離
は
ま
っ
た
く
な
い
」（PSF:104-

105/

上190

）。
通
常
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
シ
ン
ボ
ル
と
は
呼
ば
れ
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
は
、
こ
れ
も
が「
シ
ン
ボ
ル
的
な
も
の
」

に
数
え
入
れ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
表
情
の
理
解
に
お
い
て
は
、
他
人
の
顔
に
つ
い

て
の
感
性
的
知
覚
が
、
そ
の
人
の
内
面
的
な
状
態
や
情
動
を
「
意
味
し
て
い
る
」。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
自
然
的
知
覚
は
す
で
に
し
て
自
ら
を
越
え
出
る「
意
味
」

を
は
ら
ん
で
お
り
、
そ
こ
に
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が「
シ
ン
ボ
ル
の
プ
レ
グ
ナ
ン
ツ
」

（PSF:218ff./

上374ff.

）と
呼
ぶ
事
態
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー

も
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
と
同
様
に
、
経
験
主
義
的
な
中
性
的
「
感
覚
所
与
」
の
観
念
を

拒
否
す
る
の
で
あ
る
。し
か
し
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
は
、
知
覚
的
経
験
が「
意

味
を
も
つ
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
知
覚
的
経
験
が
す
で
に
言
語
的
に
概
念
化
さ

れ
て
い
る
と
か
、
命
題
的
構
造
を
備
え
て
い
る
な
ど
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。

周
知
の
と
お
り
、「
認
識
の
現
象
学
」
に
お
い
て
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
「
シ
ン

ボ
ル
形
式
」を
三
つ
の
段
階
に
区
分
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
神
話
的
形
式
」、「
言

語
形
式
」、「
理
論
的
認
識
（
自
然
科
学
）
の
形
式
」
と
い
う
三
つ
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
応
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
彼
は
三
つ
の
精
神
的
機
能
、
す
な
わ
ち
「
表
情

（A
usdruck

）」、「
表
示
（D

arstellung

）」、「
意
義
（Bedeutung

）」
と
い
う
三

つ
を
区
別
す
る
。「
表
情
」
機
能
は
、
文
字
ど
お
り
他
人
の
表
情
を
知
覚
す
る
だ

け
で
は
な
く
、
自
然
的
な
知
覚
に
お
い
て
外
的
な
対
象
を
表
情
的
な
意
味
を
も
っ

た
も
の
と
し
て
、
自
ら
の
内
的
感
情
の
変
化
と
と
も
に
知
覚
す
る
は
た
ら
き
で
あ

る
。
他
の
動
物
や
人
間
の
幼
児
、
自
然
民
族
の
知
覚
は
、
こ
の
機
能
を
中
心
と
し

て
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
表
示
」
機
能
は
、
言
語
が
、
意
味
す
る

も
の
と
意
味
さ
れ
る
も
の
と
が
未
分
化
で
あ
る
状
態
か
ら
抜
け
出
て
、
純
粋
に
何

か
を
外
的
に
表
示
す
る
記
号
と
な
る
段
階
で
あ
る
。「
意
義
」
機
能
の
段
階
で
は
、

自
然
科
学
の
理
論
語
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
言
語
が
直
観
的
な
経
験
か

ら
切
り
離
さ
れ
、
思
考
の
自
律
的
な
意
味
の
秩
序
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
。
そ
こ
で
は
、
記
号
的
概
念
に
は
抽
象
性
や
一
義
性
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な

る	

⑷

。
か
く
し
て
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
は
、
感
性
は「
受
動
的
」で
悟
性
は「
能

動
的
」
と
い
う
単
純
な
区
分
は
見
直
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
話
、
言
語
、
理
論

的
認
識
の
全
段
階
に
お
い
て
シ
ン
ボ
ル
機
能
の
自
発
性
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
い

う
意
味
に
お
い
て
、
感
性
的
直
観
か
ら
悟
性
的
判
断
ま
で
は
ひ
と
つ
の
自
発
的

な
認
識
シ
ス
テ
ム
に
属
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
と
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
考
え
方
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
両

者
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
シ
ン
ボ
ル
形
式
は
、
主
観
の
備
え
る
（
カ
ン
ト
的
な
意
味
で

の
）「
形
式
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
主
観
の
経
験
す
る
諸
現
象
は
、
刹
那

的
な
流
動
性
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
あ
る
種
の
統
一
性
が
あ
た
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
す
で
に
主
観
の
な
か
に
完
成
さ
れ
て
い
る
「
形
式
」
を

無
秩
序
な
現
実
に
あ
て
は
め
て
象
る
と
い
っ
た
、（
カ
ン
ト
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ

う
な
）
形
式
に
つ
い
て
の
静
的
な
考
え
方
を
批
判
し
て
い
る
。
む
し
ろ
カ
ッ
シ
ー
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ラ
ー
は
、
形
式
自
体
に
生
成
の
諸
段
階
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
上
の

三
つ
の
シ
ン
ボ
ル
形
式
は
、
主
観
が
「
動
力
学
的
に
」
客
観
的
認
識
を
獲
得
し
て

い
く
三
つ
の
段
階
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
さ
し
あ
た
り
シ
ン
ボ
ル
形
式
は
後
者
に
い
く
に
し
た
が
っ
て
高
次

の
も
の
と
な
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
数

学
的
精
密
科
学
を
わ
れ
わ
れ
の
客
観
的
認
識
が
め
ざ
す
究
極
の
到
達
地
点
と
見
る

カ
ン
ト
の
考
え
方
を
継
承
し
て
い
る
。
し
か
し
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
、
神

話
・
言
語
・
自
然
科
学
と
い
う
三
つ
の
「
シ
ン
ボ
ル
」
は
、
主
体
が
環
境
か
ら
距

離
を
と
り
、
そ
れ
を
認
識
の
対
象
と
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
の
「
媒
体
」
で
あ
る

と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る	

⑸

。
つ
ま
り
、
人
間
に
お
い
て
も
、
非
反

省
的
な
知
覚
に
没
入
し
て
い
る
と
き
や
幼
児
期
に
お
い
て
は
、
環
境
の
明
確
な
対

象
化
は
お
こ
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
環
境
か
ら
独
立
し
た
「
主
観
」
や
「
自
我
」

の
明
確
な
経
験
も
あ
た
え
ら
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
人
間
は
シ

ン
ボ
ル
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
直
接
的
な
も
の
か
ら
離
れ
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
認
識
の
対
象
と
距
離
を
お
い
て
向
き
合
う
こ
と
と
な
り
、
同
時

に
外
化
さ
れ
た
自
ら
の
主
観
と
自
己
意
識
的
に
向
き
合
う
こ
と
と
な
る
。
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
認
識
は
他
の
動
物
と
の
比
較
を
絶
す
る
自
由
を
獲
得
す
る

の
で
あ
る
。
そ
の
動
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
つ
き
そ
う
と
い
う
の
が
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー

の
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
」
の
課
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
シ
ン
ボ
ル
が
高
次
化
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
は
、
マ

ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
い
う
意
味
で
の
「
世
界
へ
の
開
け
」
が
徐
々
に
動
的
に
実
現
さ
れ

て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
言
え
る
。
わ
れ
わ
れ
は
前
節
で
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の

「
単
に
環
境
に
住
ま
っ
て
い
る
こ
と
」
と
「
世
界
へ
と
開
か
れ
て
い
る
こ
と
」
の

二
項
対
立
の
固
定
性
を
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
は
、
環

境
へ
の
埋
没
か
ら
身
を
解
き
放
ち
、
世
界
へ
と
開
か
れ
て
い
く
と
い
う
事
態
が
動

的
な
生
成
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
節　

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
「
表
出
」
概
念

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
以
上
述
べ
て
き
た
シ
ン
ボ
ル
の
諸
段
階
は
、
一
応

上
記
の
よ
う
に
段
階
を
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
相

対
的
な
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
諸
段
階
は
相
互
に
絡
み
合
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ

れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
シ
ン
ボ
ル
形
式
が
相
互
に
絡
み
合
っ

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
シ
ン
ボ
ル
概
念
と
密
接
に
か
か
わ
る
概
念
と
し
て
、「
表

出
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
表
情
、
表
示
、

意
義
と
い
う
三
つ
の
機
能
領
域
は
、
単
な
る
「
現
前
（Präsenz

）」
に
と
ど
ま
る

こ
と
な
く
、「
表
出
（Repräsentation

〔
再
現
前
化
〕）」
と
い
う
根
本
機
能
か
ら

発
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。こ
の
根
本
機
能
は
、

言
語
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
じ
め
て
登
場
す
る
も
の
で
は
な
く
、
感
性
的
経
験
の

世
界
に
お
い
て
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
「
表
出
」
と
い
う
用
語
の
意
味
に

つ
い
て
端
的
に
説
明
し
た
箇
所
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　

直
観
の
世
界
か
ら
し
て
す
で
に
、
そ
の
個
々
の
要
素
が
単
な
る
〈
現
前
的

（präsentativ

）〉
性
格
で
は
な
く
、
表
出
的
（repräsentativ

）
性
格
を
も

つ
と
い
う
こ
と
、
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
単
純
に
「
た
だ
存
在
し
て
い

る
（dastehen

）」
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
互
い
の
た
め
に
存
在
し
合
っ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
い
る

0

0

0

、
つ
ま
り
そ
れ
ら
が
相
互
に
指
示
し
合
い

0

0

0

0

0

、
特
定
の
意
味
で
代
理
し

合
う
（sich	vertreten

）
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
本
質
的

に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（PSF:132/

上236

）
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つ
ま
り
、「
表
出
」
と
は
、
あ
る
経
験
内
容
が
他
の
経
験
内
容
を
「
代
理
す
る
」

と
い
う
と
こ
ろ
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
感
性
的
レ
ベ
ル
で
の
表
出
に
つ

い
て
考
え
て
み
よ
う
。
例
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
り
う
る
が
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が（
Ｅ
・

へ
リ
ン
グ
、
Ｄ
・
カ
ッ
ツ
ら
の
研
究
を
引
用
し
な
が
ら
）
何
度
か
お
こ
な
っ
て
い

る
「
色
」
の
経
験
の
記
述
（
た
と
え
ばPSF:146-158/

上255-272

）
を
も
と
に
、

わ
れ
わ
れ
な
り
に
敷
衍
し
な
が
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。

色
の
現
象
に
お
い
て
は
、「
色
は
、
そ
れ
が
単
純
で
自
立
的
な
規
定
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
、〈
対
象
色
〉
と
し
て
あ
る
客
体
に
付
着
し
て
い
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
か
に
応
じ
て
、
そ
れ
自
体
異
な
っ
た
〈
色
価
（V

alenz

）〉
を
受
け

取
る
」（PSF:230/

上394

）。
た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
色
そ
の
も
の
を
客
観
的

観
察
対
象
と
し
て
見
て
い
る
と
き
や
美
的
対
象
と
し
て
見
て
い
る
と
き
に
は
、
わ

れ
わ
れ
が
見
る
の
は
単
な
る
中
性
的
な
光
の
た
わ
む
れ
、「
宙
に
漂
う
光
の
形
成

体
」
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
私
が
実
践
的
態
度
に
身
を
任
せ
て
い
る
と
き
は
、

色
は
お
の
れ
自
身
を
見
せ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
お
の
れ
を
通
し
て
別
の
物
を

見
せ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
色
を
と
お
し
て
「
対
象
的
諸
構
造
」（PSF:138/

上

244

）、
つ
ま
り
物
体
的
対
象
の
表
面
の
素
材
や
手
触
り
、「
温
か
さ
」
や｢

冷
た
さ｣

な
ど
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
色
は
あ
る
対
象
の
さ
ま
ざ
ま
な
性

質
を
意
味
的
に
指
示
す
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
視
覚
的
な
経
験
が
触
覚
的

な
経
験
を
代
理
し
て
い
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
諸
々
の
個
別
的
な
色
経
験
の
間

に
も
相
互
の
送
り
返
し
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
。
物
体
表
面
の
冷
た
い
感
触
を
予
想

さ
せ
る
色
は
、
暖
か
い
感
触
を
予
想
さ
せ
る
色
と
の
対
比
関
係
に
あ
る
。つ
ま
り
、

個
々
の
色
経
験
は
、
主
体
の
実
践
的
対
処
の
空
間
の
全
体
的
構
造
の
な
か
で
、
そ

の
全
体
的
構
造
を
参
照
す
る
か
た
ち
で
、
各
々
の
価
値
を
配
分
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

つ
ぎ
に
、
言
語
の
レ
ベ
ル
で
の
表
出
機
能
を
見
て
み
よ
う
。
言
語
は
知
覚
に
お

け
る
シ
ン
ボ
ル
機
能
を
継
承
し
て
、
諸
々
の
経
験
内
容
が
相
互
に
代
理
し
合
う
と

い
う
機
能
を
全
面
的
に
引
き
受
け
る
。
単
純
な
命
名
と
い
う
次
元
で
考
え
て
み
る

と
、
そ
も
そ
も
言
語
記
号
は
そ
れ
自
体
が
別
の
経
験
の
代
理
と
な
っ
て
い
る
。
ま

ず
、
音
声
言
語
は
自
ら
と
は
ま
っ
た
く
類
似
性
を
持
た
な
い
経
験
内
容
、
つ
ま
り

音
声
以
外
の
も
の
（
視
覚
的
・
触
覚
的
対
象
や
思
考
内
容
な
ど
）
を
代
表
す
る
。

さ
ら
に
、
個
々
の
言
語
記
号
は
そ
れ
だ
け
で
完
結
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
あ

る
国
語
の
言
語
シ
ス
テ
ム
全
体
の
な
か
で
の
他
の
諸
々
の
記
号
と
の
相
関
関
係
に

お
い
て
は
じ
め
て
意
味
を
も
つ
。
す
で
に
知
覚
の
な
か
で
原
初
的
な
か
た
ち
で
見

ら
れ
た
こ
れ
ら
の
性
格
を
、
言
語
は
よ
り
明
瞭
な
形
で
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
時
点
で
は
、
個
々
の
感
性
的
経
験
の
個
別
性
は
乗
り
越
え
ら
れ
、
あ
る
一
般

的
概
念
の
も
と
に
個
別
的
な
も
の
が
包
摂
さ
れ
て
い
く
。
先
の
「
色
」
の
経
験
で

い
え
ば
、
あ
る
体
験
さ
れ
た
色
を
「
赤
」
と
名
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
体

験
は
別
の
諸
々
の
「
赤
」
の
体
験
の
一
特
殊
例
と
し
て
、
他
の
諸
々
の
「
赤
」
体

験
を
代
表
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
、「
赤
」
は
「
色
」
の
名
称
と
い

う
全
体
的
体
系
の
な
か
で
、
他
の
色
（
た
と
え
ば
「
青
」）
と
の
相
関
関
係
の
も

と
に
そ
の
価
値
を
あ
た
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
言
語
の
レ
ベ
ル
で
の
表
出
は
、
最
終
的
に
は
単
な
る
命
名
を
越
え

て
、
命
題
的
に
真
偽
を
問
い
う
る
命
題
言
語
（
た
と
え
ば
「
こ
の
物
は
赤
い
」）

へ
と
到
る
で
あ
ろ
う
。
真
偽
を
問
い
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
客
観
的
な
世
界
の
あ

り
方
・
事
態
と
比
し
て
、
自
分
の
知
覚
的
経
験
が
誤
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
お
り
、
主
観
に
よ
る
世
界
の
客
観
的
把
捉
の
プ
ロ
セ
ス

が
さ
ら
に
高
ま
っ
た
段
階
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
れ
が
さ
ら
に
理
論
的
認
識
の
レ

ベ
ル
に
ま
で
高
ま
る
と
、
使
用
さ
れ
る
語
に
は
意
識
的
に
一
義
性
や
抽
象
性
が
要

求
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
語
は
主
体
の
感
性
的
経
験
か
ら
切
り
離
さ

れ
て
、
自
立
し
た
思
考
の
原
理
に
従
っ
て
作
ら
れ
た
り
定
義
づ
け
ら
れ
た
り
す
る
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よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
、
三
つ
の
シ
ン
ボ
ル
機
能
の
最
後
の
段
階
、「
意
義
」
の
段

階
で
あ
り
、
人
間
の
認
識
の
客
観
化
が
向
か
う
究
極
の
地
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
理
論
的
認
識
の
シ
ン
ボ
ル
形
式
は
、
そ
れ
以
前
の

シ
ン
ボ
ル
形
式
か
ら
ま
っ
た
く
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
。な
ぜ
な
ら
、

理
論
的
認
識
の
シ
ン
ボ
ル
形
式
で
可
能
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
感
性
的

経
験
や
言
語
に
お
い
て
は
た
ら
い
て
い
た
同
じ
機
能
の
発
展
形
態
に
す
ぎ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
理
論
的
認
識
の
言
語
に
お
い
て
も
っ
と
も
先
鋭
化
さ
れ
た
か
た
ち
で

現
れ
て
く
る
「
代
理
を
す
る
は
た
ら
き
」
は
、
す
で
に
表
情
機
能
や
表
示
機
能
に

お
い
て
見
出
さ
れ
る
。
ま
さ
に
、｢

意
義
の
世
界
は
、
表
示
の
世
界
に『
可
能
的
に
』

す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
を
展
開
す
る
だ
け
な
の
で
あ
る｣

（PSF:346/

下

42

）。
そ
の
意
味
で
は
、
表
情
、
表
示
、
意
義
は
、
同
一
の
精
神
の
は
た
ら
き
に

属
す
る
相
対
的
に
区
分
さ
れ
た
三
つ
の
機
能
と
し
て
連
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
論

─
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
お
け
る｢

概
念｣

の
産
出
的
性
格

そ
れ
で
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
シ
ン
ボ
ル
哲
学
に
お
い
て
は
、「
概
念
」
と
い
う

言
葉
に
は
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。通
常
、

「
概
念
」
が
問
題
と
な
る
の
は
言
語
な
い
し
は
理
論
的
認
識
の
レ
ベ
ル
で
の
こ
と

で
あ
り
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
も
さ
し
あ
た
り
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。し
か
し
、

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
「
よ
り
狭
く
厳
密
な
意
味
で
の
概
念
」、｢

特
に

0

0

論
理
的
な
性
格
を
も
つ
概
念｣

の
ほ
か
に
、
よ
り
広
い
意
味
で
の
概
念
、
つ
ま
り

「
す
で
に
直
観

0

0

の
領
域
の
た
だ
な
か
で
そ
の
は
た
ら
き
を
遂
行
し
て
い
る
」
概
念
、

「
直
観
的
概
念
」
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
（PSF:366-367/

下77

）。
た
と
え
ば
、

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
知
覚
の
い
か
な
る
個
別
的
内
容
も
空
間
的
に
規
定
さ

れ
う
る
た
め
に
は
、
空
間
の
全
体
的
布
置
の
な
か
に
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
こ
こ
に
、「〈
概
念
〉
の
最
初
の
は
た
ら
き
」（PSF:329/

下

16

）
が
見
ら
れ
る
と
言
う
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、「
個
別
的
で
特
殊
的
な
も
の
を
あ
る

特
定
の
〈
ま
と
ま
り
（Inbegriff

）〉
に
組
み
こ
み
、
そ
の
個
別
的
で
特
殊
的
な

も
の
の
う
ち
に
、
ま
さ
し
く
こ
の
ま
と
ま
り
そ
の
も
の
の
表
示
を
見
て
と
る
」
と

い
う
は
た
ら
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
直
観
的
認
識
が
こ
の
道
を
よ
り
先
へ
進
め
ば

進
む
ほ
ど
、
こ
の
直
観
的
認
識
の
特
殊
な
内
容
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
残
り
の
す
べ
て

を
代
理
す
る
力
、
そ
し
て
残
り
の
す
べ
て
を
間
接
的
に
〈
見
通
し
が
き
く
〉
よ
う

に
す
る
力
を
よ
り
多
く
獲
得
す
る
の
で
あ
る
」（PSF:329/

下17

）。

こ
の
よ
う
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
広
い
意
味
で
の
「
概
念
一
般
」
の
は
た
ら
き

は
、
あ
る
経
験
内
容
が
他
の
経
験
内
容
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
る
と
い
う
現
象
一

般
、
さ
ら
に
は
、
後
者
の
経
験
内
容
が
よ
り
包
括
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
、
前
者

の
経
験
内
容
は
後
者
の
全
体
性
か
ら
振
り
返
っ
て
そ
の
意
味
を
得
る
と
い
う
現
象

一
般
、
を
指
す
も
の
と
見
な
し
て
い
る
。こ
れ
は
、
経
験
の
言
語
化
の
レ
ベ
ル（
語

や
命
題
の
レ
ベ
ル
）
で
は
じ
め
て
登
場
す
る
も
の
で
は
な
く
、
自
然
的
知
覚
に
お

い
て
す
で
に
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
広

い
意
味
で
の
概
念
」
の
は
た
ら
き
は
、
前
節
で
確
認
し
た
「
表
出
」
の
は
た
ら
き

と
ほ
と
ん
ど
同
一
の
も
の
を
指
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
場
合
の
「
概
念
」
は
、
あ
ら
か
じ
め
受
容
さ
れ
て
い
る
感
性
的
経
験
に
対

し
て
事
後
的
に
外
部
か
ら
貼
り
付
け
る
一
般
的
な
レ
ッ
テ
ル
、
固
定
化
さ
れ
た
一

般
者
の
も
と
に
個
別
的
な
も
の
を
包
摂
す
る
た
め
の
記
号
で
あ
る
と
い
う
に
と
ど

ま
ら
な
い
。
一
般
に
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
も
の
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
概
念
自

体
が
産
出
的
な
力
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
概
念
は
個
別
的
体
験
の
時
間
的
流

動
性
か
ら
体
験
を
救
い
出
し
、
主
体
が
そ
の
体
験
か
ら
距
離
を
と
っ
て
対
象
と
し

て
「
見
る
」
こ
と
を
可
能
に
す
る
媒
体
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
シ
ン
ボ
ル
に
つ
い

て
言
わ
れ
て
い
た
の
と
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
概
念
を
と
お
し
て

こ
そ
主
観
と
客
観
が
同
時
に
生
成
し
、
主
観
に
よ
る
客
観
的
「
世
界
」
の
経
験
が
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は
じ
め
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

も
し
「
概
念
」
と
い
う
用
語
を
こ
の
よ
う
な
広
い
意
味
で
、
つ
ま
り
動
的
で
産

出
的
な
意
味
で
受
け
取
る
の
な
ら
ば
、（
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
口
吻
に
倣
っ
て
）
わ
れ

わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
は
概
念
に
浸
透
さ
れ
て
お
り
、
概
念
の
能
動
性
の
圏
域
内

に
あ
る
と
述
べ
た
と
し
て
も
、
前
言
語
的
な
経
験
に
お
け
る
「
世
界
へ
の
開
け
」

を
見
逃
し
て
い
る
と
い
う
責
め
は
免
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
と
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
左
記
の
略

号
を
用
い
て
、
原
著
の
頁
／
邦
訳
の
頁
の
順
に
記
し
て
本
文
中
に
挿
入
し
た
。（PSF

に

つ
い
て
は
、
邦
訳
の
上
巻
・
下
巻
の
別
も
記
し
た
。）
引
用
は
原
則
と
し
て
邦
訳
に
従
っ

た
が
、
表
現
の
統
一
の
都
合
上
、
一
部
筆
者
が
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

PSF

：E
.C

assirer,	P
hilosophie der sym

bolischen Form
en, D

ritter T
eil

：

P
hänom

enologie der E
rkenntnis, G

esam
m

elte W
erke, H

am
burger 

A
usgabe Band 13,	M

einer,	2002	(zuerst	erschienen	in	1929).

（
木
田
元
・

村
岡
晋
一
訳
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
（
三
）
─
第
三
巻	

認
識
の
現
象
学
（
上
）』、

岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
年
。
木
田
元
訳
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
（
四
）
─
第
三

巻	

認
識
の
現
象
学
（
下
）』、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
七
年
。）

M
W

：J.M
cD

ow
ell,	M

ind and W
orld

：W
ith a N

ew
 Introduction,	H

arvard	
U

niversity	Press,	1996.（
神
崎
繁
・
河
田
健
太
郎
・
荒
畑
靖
宏
・
村
井
忠
康
訳『
心

と
世
界
』、
勁
草
書
房
、
二
〇
一
二
年
。）

⑴　

J.M
cD

ow
ell,	

�What	M
yth?

”,	in	Inquiry,	V
ol.50,	N

o.4,	A
ugust	2007,	p.344.

（
荻
原
理
訳
「
何
の
神
話
が
問
題
な
の
か
」、『
思
想
』
第
一
〇
一
一
号
、
二
〇
〇
八
年

七
月
、
六
九
頁
。）
同
様
の
こ
と
は
、『
心
と
世
界
』
で
も
言
わ
れ
て
い
る
（M

W

：

115/191

）。

⑵　

H
.L.D

reyfus,	

�The	R
eturn	of	the	M

yth	of	the	M
ental

”,	in	Inquiry,	
V

ol.50,	N
o.4,	A

ugust	2007,	p.356.

⑶　

Ibid.,	p.360;	p.363.

⑷　

た
だ
し
、
三
つ
の
シ
ン
ボ
ル
形
式
と
三
つ
の
精
神
的
機
能
と
は
単
純
に
一
対
一
対

応
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、「
言
語
形
式
」に
お
い
て
は
じ
め
て「
表
示
」

の
機
能
が
登
場
す
る
が
、
一
方
で
言
語
に
は
表
情
的
側
面
が
あ
り
、
ま
た
意
義
の
側

面
も
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

⑸　

認
識
の
「
媒
体
」
と
し
て
の
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
主
張
に
つ

い
て
は
、
つ
ぎ
の
遺
稿
（『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
四
巻
の
草
稿
と
し
て

一
九
二
八
年
ま
で
執
筆
さ
れ
て
い
た
も
の
）
に
お
い
て
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
て
い

る
。E.Cassirer,	

�Zur	M
etaphysik	der	sym

bolischen	Form
en

”	in

：Zur 
M

etaphysik der sym
bolischen Form

en, N
achgelassene M

anuskripte und 
T

exte, Band 1,	M
einer,	1995,	pp.1-109.

（
笠
原
賢
介
・
森
淑
仁
訳
『
象
徴
形
式

の
形
而
上
学
─
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
遺
稿
集	

第
一
巻
』、
法
政
大
学
出
版

局
、
二
〇
一
〇
年
、
一
〜
一
五
三
頁
。）
こ
の
遺
稿
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
私
は
つ
ぎ

の
拙
稿
に
お
い
て
論
じ
て
お
い
た
。「
Ｅ
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
形
而

上
学
」よ
り
見
た
哲
学
的
人
間
学
」、『
東
北
哲
学
会
年
報
』第
三
〇
号（
東
北
哲
学
会
）、

二
〇
一
四
年
、
八
三
〜
一
〇
三
頁
。

（
音
喜
多
信
博
・
お
と
き
た　

の
ぶ
ひ
ろ
・
岩
手
大
学
）
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ハ
イ
デ
ガ
ー
が
一
九
二
九
年
度
冬
学
期
の
講
義
『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概

念
』⑴

に
お
い
て
展
開
し
た
人
間
的
現
存
在
と
動
物
・
有
機
体
と
の
比
較
考
察
は
、

「
動
物
は
世
界
が
貧
し
い
」
と
い
う
簡
潔
に
し
て
謎
め
い
た
命
題
の
魅
力
も
あ
っ

て
今
日
の
哲
学
・
思
想
に
お
け
る
最
も
重
要
な
主
題
の
一
つ
と
な
る
に
至
っ
て
い

る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
れ
ら
の
議
論
を
推
進
さ
せ
て
い
る
の
は
人
間
中
心
主
義

や
形
而
上
学
の
歴
史
と
い
っ
た
よ
り
大
き
な
問
題
意
識
が
主
で
あ
り	

⑵

、
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
具
体
的
な
論
述
が
動
物
・
有
機
体
の
存
在
そ
の
も
の
の
現
象
学
的
解
釈
と

し
て
ど
の
程
度
の
妥
当
性
や
射
程
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
は
、
必
ず

し
も
十
分
な
関
心
が
払
わ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
確
か
に
、
動
物
を
有
機
体

〔O
rganism

us

〕
と
し
て
、
そ
し
て
有
機
体
を
諸
器
官
〔O

rgane

〕
を
持
つ
も
の

と
し
て
規
定
し
、
さ
ら
に
器
官
を
道
具
と
比
較
し
て
行
く
と
い
う
そ
の
論
の
運
び

は
至
っ
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
し
、
そ
の
際
に
道
具
の
能
力
を「Fertigkeit

」、

器
官
の
そ
れ
を
「Fähigkeit

」
と
呼
ぶ
用
語
法
は
い
さ
さ
か
特
異
で
は
あ
る
が
、

全
体
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
カ
ン
ト
を
は
じ
め
と
す
る
伝
統
的
あ
る
い
は
常

識
的
な
生
物
・
有
機
体
理
解
と
比
べ
て
と
く
に
目
新
し
い
も
の
に
は
見
え
な
い
か

も
し
れ
な
い
。
ま
た
、「
原
形
質
」
概
念
な
ど
に
依
拠
す
る
そ
の
論
が
分
子
生
物
学

以
後
の
現
代
か
ら
見
て
い
さ
さ
か
時
代
遅
れ
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
彼
自
身
が
繰

り
返
し
排
除
し
よ
う
と
す
る
生
気
論
や
目
的
論
を
十
分
に
避
け
ら
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
、
と
い
っ
た
点
に
関
し
て
も
疑
問
を
抱
か
せ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
少
し
視
野
を
広
げ
て
こ
の
道
具
と
器
官
の
問
題
を
、
そ
の
三
学
期
後

の
講
義
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
示
し
た
能
力
一
般
の
存
在
論
的
解
釈
の
方
か
ら
見
て
み

る
と
、
彼
自
身
も
明
確
に
は
し
て
い
な
か
っ
た
新
た
な
議
論
が
可
能
と
な
っ
て
く

る
。
と
い
う
の
も
『
形
而
上
学
』
Θ
巻
を
手
引
き
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
能
力
論

は
、
発
揮
さ
れ
た
能
力
自
身
の
み
な
ら
ず
「
能
力
が
発
現
し
な
い
ま
ま
潜
在
的
に

（
し
か
し
現
実
に
）
保
持
さ
れ
て
い
る
様
態
」
を
と
り
わ
け
重
視
す
る
も
の
で
あ

り
、
道
具
と
器
官
の
差
異
も
ま
た
そ
れ
ら
の
能
力
が
保
た
れ
て
い
る
様
式
に
お
い

て
こ
そ
明
瞭
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
動
物
・
有
機
体

論
の
持
つ
独
自
性
が
明
ら
か
に
な
る
と
共
に
、
翻
っ
て
彼
の
能
力
論
一
般
も
ま
た

そ
の
射
程
の
広
さ
が
改
め
て
確
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
言
語
と

い
う
人
間
的
現
存
在
に
固
有
の
能
力
、
な
か
で
も
主
語
と
述
語
か
ら
な
る
言
明
作

用
に
も
新
た
な
光
を
当
て
る
だ
ろ
う
。
本
論
は
そ
れ
を
次
の
手
順
で
見
て
行
き
た

い
。
ま
ず
道
具
のFertigkeit

を「
出
来
上
が
り
状
態
」、
器
官
のFähigkeit

を「
出

来
る
態
勢
」
と
訳
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
記
述
を
概
観
し
（
第
一
節
）、
続
い

て
能
力
一
般
に
関
す
る
彼
の
議
論
の
大
筋
を
確
認
す
る
（
第
二
節
）。
こ
れ
を
踏

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
能
力
の
諸
相

―
道
具
・
器
官
・
言
明

―

串

田

純

一
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ま
え
、
出
来
上
が
り
状
態
と
出
来
る
態
勢
を
「
能
力
が
保
持
さ
れ
ま
た
発
揮
さ
れ

る
様
式
」
の
差
異
と
し
て
再
解
釈
し
（
第
三
節
）、
最
後
に
「
出
来
上
が
り
状
態

を
保
つ
こ
と
が
出
来
る
態
勢
」
と
い
う
特
異
な
可
能
性
が
現
存
在
の
世
界
形
成
に

属
し
て
い
る
こ
と
を
、
言
明
と
い
う
言
語
形
式
に
即
し
て
示
す
（
第
四
節
）。

第
一
節　

道
具
の
出
来
上
が
り
状
態
と
器
官
の
出
来
る
態
勢

こ
の
講
義
が
目
指
す
の
は
「
世
界
」
と
い
う
形
而
上
学
の
根
本
概
念
を
現
存

在
と
動
物
と
の
比
較
考
察
を
通
し
て
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
、
動
物
を
有
機
体
〔O

rganism
us

〕
と
す
る
伝
統
的
な
規
定
を
差

し
当
た
っ
て
の
出
発
点
と
し
て
受
け
入
れ
、O

rgan

（
器
官
）
が
ギ
リ
シ
ア
語

のἔργον

（
道
具
）
に
ま
で
遡
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
や
は
り
器
官
は
道
具
な
の

だ
ろ
う
か
、
と
問
い
始
め
る
。
確
か
に
、
そ
れ
ら
は
共
に
「
何
ら
か
の
可
能
性

〔M
öglichkeit

〕
を
与
え
る
」
あ
る
い
は
「
或
る
能
力
を
持
つ
」
と
言
う
こ
と
が

で
き
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
「
能
」
は
眼
前
〔vorhanden
〕
に
存
在
す
る
事
物
の

偶
然
的
な
属
性
で
は
な
く
道
具
や
器
官
の
「
本
質
」
そ
の
も
の
を
為
し
て
い
る
。

し
か
し
無
論
、
両
者
は
や
は
り
存
在
論
的
に
根
本
か
ら
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
彼
は
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
。

「
道
具
は
何
か
に
役
立
つ
可
能
性
を
与
え
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
何
か
へ
の
或
る

規
定
さ
れ
た
出
来
上
が
り
状
態
〔Fertigkeit

〕
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
状
態
は

出
来
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
基
づ
く
。
ペ
ン
軸
も
ど
ん
な
道
具
も
、
存
在
す
る
限
り

本
質
的
に
出
来
上
が
っ
た
何
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
書
く
よ
う
に
出
来
上
が
っ
て
い

る
。
道
具
に
は
こ
の
特
定
の
意
味
で
の
出
来
上
が
り
状
態
が
属
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
ペ
ン
軸
は
道
具
と
し
て
書
く
た
め
に
出
来
上
が
っ
て
い
る
が
、
書
く
こ
と
が

出
来
る
態
勢
〔Fähigkeit

〕
は
持
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
ペ
ン
と
し
て
、
書
く

こ
と
が
出
来
る
〔fähig

〕
の
で
は
な
い
。
肝
要
な
の
は
、
我
々
が
道
具
に
認
め

う
る
特
定
の
様
式
と
し
て
の
出
来
上
が
り
状
態
を
、
出
来
る
態
勢
か
ら
区
別
す
る

こ
と
で
あ
る
。」〔GA

29/30,	322

〕

で
は
肝
要
な
そ
の
区
別
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
用
途
の
違
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
車
輪
と
足
の
よ
う
に
道
具
と
器
官
が
移
動
と
い
う
同
じ
用
途
を
持
つ
と
さ

れ
る
場
合
も
多
い
。
で
は
何
か
へ
の
帰
属
性
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
確
か
に
器
官

は
唯
一
の
個
体
に
帰
属
し
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
機
械
の
部
品
に
も
言

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
道
具
や
機
械
は
不
特
定
多
数
の
使
用
者
に
向
け
て

出
来
上
が
っ
て
お
り
、
特
定
の
者
に
の
み
可
能
性
を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
は
な

い
。
た
と
え
特
注
品
で
も
同
等
の
身
体
特
性
が
あ
れ
ば
や
は
り
誰
に
で
も
使
え
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
器
官
は
常
に
そ
れ
が
属
し
て
い
る
個
体
に
の
み
そ

の
能
力
を
提
供
す
る
（
無
論
そ
の
個
体
を
介
し
て
他
者
の
役
に
立
つ
こ
と
は
あ

る
）。
そ
し
て
、
道
具
は
そ
の
使
用
法
や
手
順
を
自
分
か
ら
規
定
し
た
り
指
定
し

た
り
す
る
こ
と
は
な
い
の
に
対
し
、
器
官
は
己
れ
の
諸
機
能
を
次
々
と
衝
動
的

〔triebhaft

〕に
自
ら
切
り
替
え
て
行
く
。
の
み
な
ら
ず
、
単
純
な「
動
物
」は「
器

官
」
を
そ
の
つ
ど
つ
く
り
出
し
た
り
退
縮
さ
せ
た
り
さ
え
す
る
の
で
あ
り
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
が
挙
げ
る
ア
メ
ー
バ
の
例
で
は
、
仮
足
が
伸
び
て
獲
物
を
囲
い
、
そ
れ
が

そ
の
ま
ま
食
胞
と
な
っ
て
消
化
・
吸
収
・
排
泄
の
機
能
を
順
に
果
た
す	

⑶

。

こ
う
し
て
「
我
々
は
、
器
官
が
諸
々
の
出
来
る
態
勢
を
持
つ
と
言
っ
て
は
な

ら
ず
、
出
来
る
態
勢
が
器
官
を
持
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」〔GA

29/30,	
324

〕。「
出
来
る
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
も
の
〔Befähigte

〕
つ
ま
り
有
機
体
が
自

己
固
有
性
〔Eigentüm

lichkeit

〕
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
有
機
体
が
自
ら
を
自

分
自
身
の
も
と
に
保
ち
留
め
る
〔einbehalten

〕
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
と
き
、

そ
の
よ
う
な
場
合
に
の
み
、
出
来
る
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
出
来
る
諸
態

勢
へ
と
自
ら
を
分
節
し
つ
つ
自
己
保
留
の
統
一
の
内
に
自
ら
を
ま
と
め
保
つ
こ
と

が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
反
省
な
し
に
自
分
自
身
で
在
る
と
い
う
自
己
固
有
性
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こ
そ
が
、
出
来
る
諸
態
勢
へ
と
出
来
る
よ
う
に
さ
れ
る
可
能
性
の
、
ま
た
そ
れ
と

共
に
諸
器
官
が
役
割
‐
に
‐
服
す
こ
と
〔In-D

ienst-N
ahm

e

〕
の
、
根
本
条
件

な
の
で
あ
る
」〔GA

29/30,	342

〕。

だ
が
こ
こ
に
は
ま
た
明
白
な
危
険
が
、
つ
ま
り
擬
人
化
や
目
的
論
あ
る
い
は
生

命
特
有
の
力
の
想
定
と
い
っ
た
伝
統
的
・
通
俗
的
な
生
命
理
解
へ
の
接
近
が
、
表

面
化
し
て
も
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
、
予
防
的
に
こ
う
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
出
来
る
態
勢
は
―
―
そ
れ
特
有
の
存
在
に
お
い
て
―
―
こ
の
よ
う
に
自
分
を
前

へ
と
衝
き
動
か
す
こ
と
に
お
い
て
、
常
に
既
に
可
能
的
な
成
果
領
域
を
先
‐
取
り

し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
全
て
に
関
し
て
、
意
識
や
心
的
な
も
の
を
考
え
る

こ
と
は
完
全
に
遠
ざ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
合
目
的
性
」
な
ど
に
つ
い
て
も

同
様
で
あ
る
」〔GA

29/30,	335

〕。
し
か
し
な
が
ら
、「
自
己
」や「
衝
動
」と
い
っ

た
語
を
用
い
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
叙
述
も
や
は
り
、
こ
れ
ら
の
も
の
を
「
完
全

に
」
遠
ざ
け
る
の
に
十
分
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
問
が
残
る
。
道
具
の
出
来
上
が
り

状
態
と
有
機
体
の
出
来
る
態
勢
の
関
係
は
、
よ
り
構
造
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
可

能
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
は
先
ず
、
能
力
の
維
持
と
現
実
化
に
関
す
る

一
般
的
な
考
察
が
必
要
だ
ろ
う
。
既
に
こ
の
二
九
年
度
冬
の
講
義
で
も
、「
動
物
の

現
実
性
の
本
質
に
は
、
単
に
現
実
的
な
も
の
は
存
在
し
て
い
る
限
り
そ
も
そ
も
可

能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
或
る
規
定
さ
れ

た
意
味
で
可
能
存
在
と
能
力
〔M

öglichsein	und	K
önnen

〕
が
属
し
て
い
る
」

〔GA
29/30,	343

〕
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
三
一
年
の
講
義
に
お
け
る
主

題
を
そ
っ
く
り
先
取
り
す
る
も
の
で
あ
る
。	

	
	

	
	

第
二
節　

為
さ
れ
な
い
必
要
が
あ
る
こ
と
を
為
さ
ず
に
保
持
す
る
能
力

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』
Θ
巻
は
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
（
な
い
し
は
エ
ン

テ
レ
ケ
イ
ア
）と
対
を
成
す
デ
ュ
ナ
ミ
ス
と
い
う
存
在
論
的
概
念
を
扱
っ
て
い
る
。

こ
の
言
葉
は
広
く
可
能
性
一
般
を
意
味
し
う
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
こ
の

巻
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
現
実
的
な
「
能
力
」
と
し
て
の
デ
ュ

ナ
ミ
ス
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
第
三
章
で
は
、
こ
の
能
力
の
存
在
に
関
し
て
メ
ガ

ラ
派
と
呼
ば
れ
る
人
々
か
ら
提
起
さ
れ
た
或
る
難
問
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ

る
そ
の
反
駁
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
メ
ガ
ラ
派
は
、
例
え
ば
建
物
を
建
て
る
と
い

う
建
築
家
や
大
工
の
能
力
の
よ
う
な
、
或
る
人
の
能
力
と
し
て
の
デ
ュ
ナ
ミ
ス
が

「
存
在
し
て
い
る
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
当
人
が
実
際
に
建
築
を
行
っ
て

い
る
ま
さ
に
そ
の
時
の
み
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
逆
に
言
う
と
、
建
築
家
と
呼

ば
れ
る
人
で
あ
っ
て
も
食
事
や
睡
眠
の
と
き
に
は
建
築
す
る
と
い
う
デ
ュ
ナ
ミ
ス

を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
〔1046	b	33

‐36

〕。
こ
う
し
た
論
に
反
対
し
て

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
示
そ
う
と
す
る
の
は
、
能
力
と
い
う
も
の
は
そ
れ
が
発
揮
さ

れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
何
ら
か
の
意
味
で
現
前
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
こ
れ
に
関
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
注
釈
し
て
い
る
。「
デ
ュ

ナ
ミ
ス
そ
の
も
の
は
、
我
々
が
現
実
化
と
い
う
こ
と
で
「
遂
行
」
を
理
解
し
て
い

る
限
り
、
現
実
化
に
先
立
っ
て
既
に
眼
前
的
〔vorhanden

〕
に
あ
る
。
デ
ュ
ナ

ミ
ス
を
持
っ
て
い
る
と
は
次
の
こ
と
を
言
う
。
有
能
な
も
の
は
、
能
力
を
「
持
っ

て
い
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
有
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
能
力
の
う
ち
に
自
ら
留
ま

り
、
こ
の
能
力
を
自
制
す
る
〔an	sich	halten

〕
こ
と
―
―
従
っ
て
ま
さ
に
遂

行
し
な
い
こ
と
、
に
よ
っ
て
有
能
な
の
で
あ
る
。こ
の
自
制
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

今
や
既
に
よ
り
明
瞭
に
、
存
在
の
一
つ
の
様
態
と
し
て
自
ら
を
現
わ
す
。
だ
が
自

制
す
る
と
い
う
こ
と
は
同
時
に
、
何
か
の
（
遂
行
そ
の
も
の
の
）
た
め
に
開
け
た

ま
ま
で
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
」⑷

。

能
力
に
は
、
必
要
な
場
合
に
或
る
こ
と
を
現
実
化
さ
せ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、

現
実
化
さ
せ
な
い
必
要
が
あ
る
時
に
は
そ
れ
を
積
極
的
に
抑
止
し
て
お
く
と
い
う

こ
と
も
ま
た
本
質
的
に
属
し
て
お
り
、
外
的
な
条
件
が
為
す
の
は
む
し
ろ
こ
の
抑
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止
と
い
う
働
き
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
、
脱
抑
止
〔Enthem

m
ung

〕
で
あ
る
。
先

の
有
機
体
論
に
お
い
て
既
に
「
自
己
保
留
〔Sicheinbehalten

〕」
と
い
う
表
現

が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
思
い
出
し
て
お
こ
う
。
そ
し
て
以
上
を
確
認
し
た
上
で

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
同
語
反
復
的
で
古
来
難
解
と
さ
れ
て
き
た『
形
而
上
学
』〈1047	

a	24

‐26

〉
の
文
章
を
次
の
よ
う
に
翻
訳
す
る
。「
さ
て
、
現
実
的
に
有
能
で
あ

る
も
の
と
は
、
そ
の
も
の
が
そ
れ
へ
の
備
え
を
持
つ
と
語
ら
れ
る
何
か
へ
の
具
え

が
活
か
さ
れ
る
や
否
や
、
そ
れ
に
と
っ
て
は
も
は
や
実
現
で
き
な
い
も
の
が
何
も

な
い
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」〔GA

33,	219

〕。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
こ
の
箇
所
は
能
力
の
「
本
質
」
を
定
義
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
能
力
一
般
が
「
現
実
存
在
」
し
て
い
る
様
態
を
記
述
し
た
も
の
で
あ

る
。「
遂
行
〔V

ollzug

〕
に
お
い
て
何
も
実
現
さ
れ
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

ま
ま
に
し
て
お
く
必
要

が
な
い

0

0

〔nichts unausgeführt	zu	lassen	brauchen

〕
も
の
だ
け
が
、
完
全

に
そ
し
て
現
実
的
に
態
勢
が
で
き
て
い
る
も
の
と
し
て
、
眼
前
に
存
在
し
て
い

る
」〔GA

33,	220

〕。
彼
自
身
の
例
で
言
う
と
、「
走
る
能
力
を
持
つ
」
と
は
「
走

ら
な
い
必
要
が
な
い
と
き
に
の
み
走
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
競
走
が
出
来
る
こ
と
」

に
は
「
ス
タ
ー
ト
の
合
図
ま
で
走
る
こ
と
を
自
ら
抑
止
す
る
＝
フ
ラ
イ
ン
グ
を
し

な
い
」
こ
と
が
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
競
走
す
る
能
力
が
発
揮
さ
れ
て

い
る
限
り
、
彼
女
に「
で
き
な
い
も
の
」と
し
て
記
述
さ
れ
る
出
来
事
は
も
う「
何

も
な
い
」
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
消
化
す
る
と
い
う
胃
の
能
力
に
は
「
空
腹
時
に

は
存
在
し
て
い
な
い
必
要
が
あ
る
胃
液
の
分
泌
を
抑
制
す
る
」
と
い
う
能
力
も
等

し
く
属
し
て
い
る
（
そ
う
で
な
い
と
自
己
消
化
＝
胃
潰
瘍
を
起
こ
し
、
も
は
や
消

化
「
で
き
る
」
と
は
言
え
な
く
な
る
）。

ま
た
こ
こ
か
ら
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
能
力
の
存
在
論
で

は
「
必
要
性
」
よ
り
も
む
し
ろ
何
ら
か
の
「
不
必
要
性
」
が
優
先
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
彼
の
基
礎
存
在
論
／
実
存
論
的
分
析
論
を
単
な
る
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
や
目
的
論
か
ら
遠
ざ
け
、
歴
史
性
へ
と
開
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
ま
た
、「
能
力
」
を
理
解
す
る
た
め
の
条
件
と
な
る
こ
の
不
必
要
性
は
、
存
在
者

の
側
に
眼
前
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
現
存
在
に
よ
る
企
投
な
い
し
世
界
形
成
に

属
し
、
そ
れ
の
超
越
に
由
来
し
て
い
る	

⑸

。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
生
物
や
そ

の
器
官
の
働
き
が
「
何
ら
か
の
必
要
を
満
た
す
も
の
」
つ
ま
り
能
力
と
し
て
記
述

さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
生
物
の
存
続
に
と
っ
て
の
条
件
を
人
間

が
解
釈
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
存
続
そ
の
も
の
の
必
要
性
や
目
的
性
は
自
然

の
ど
こ
に
も
存
在
し
て
い
な
い	

⑹

。
た
だ
「
生
存
の
条
件
と
し
て
そ
の
よ
う
で

な
い
必
要
は
な
い
」
機
能
や
形
態
が
残
り
、
遺
伝
し
、
時
に
進
化
す
る
が
ま
ま
に

さ
れ
る
の
で
あ
る
（「
必
要
な
も
の
が
進
化
す
る
」
の
で
は
な
い
）。

以
上
の
確
認
は
重
要
で
あ
る
が
、
た
だ
し
こ
れ
ま
で
の
記
述
も
ま
た
こ
れ
以
降

に
お
い
て
も
、
や
は
り
簡
便
の
た
め
「
必
要
」
や
「（
生
物
の
）
能
力
」
と
い
っ

た
語
を
用
い
な
い
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
本
論
の
範
囲
で
は
超
越
論
的
な
存
在
論

や
不
必
要
性
の
問
題
よ
り
も
、
む
し
ろ
能
力
の
保
持
と
現
実
化
の
構
造
が
重
要
で

あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
先
の
「
出
来
上
が
り
状
態
」
と
「
出
来
る
態

勢
」
を
巡
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
に
戻
り
、
こ
れ
を
再
解
釈
し
て
行
こ
う
。

第
三
節　

生
物
に
お
け
る
能
力
の
能
動
的
保
持
と
し
て
の
出
来
る
態
勢

以
下
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
の
有
効
性
を
見
る
た
め
に
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
の
導
線
と
神
経
細
胞
と
い
う
よ
り
現
代
的
な
例
で
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
ら
は
共

に
、
電
気
を
通
し
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
「
情
報
」⑺

を
「
伝
達
」
す
る
と
い
う
意
味

で
非
常
に
類
似
し
た
機
能
／
能
力
を
持
つ
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
。し
か
し
導
線
は
、

電
導
と
い
う
能
力
を
維
持
す
る
た
め
に
そ
の
能
力
自
体
を
発
揮
す
る
必
要
は
全
く
な

く
、
金
属
の
配
合
や
太
さ
・
配
線
が
製
作
者
に
よ
っ
て
適
切
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る

だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
出
来
上
が
り
状
態
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、



125 ハイデガーにおける能力の諸相

あ
と
は
い
つ
で
も
回
路
が
閉
じ
ら
れ
れ
ば
通
電
す
る
し
、
ま
た
い
つ
ま
で
も
そ
う
な

ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
神
経
細
胞
の
場
合
は
全
く
違
う
の
で
あ
る
。

神
経
系
細
胞
（
の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
細
胞
）
が
機
能
す
る
に
は
、
ま
ず
細
胞

膜
の
内
側
が
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
よ
う
な
一
定
の
電
位
差
（
静
止
膜
電
位
）
が
生
じ

て
お
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
は
細
胞
の
外
で
ナ
ト
リ
ウ
ム
イ
オ
ン
濃
度
が
高
く
内

側
で
は
カ
リ
ウ
ム
イ
オ
ン
濃
度
が
高
い
と
い
う
状
態
に
な
る
こ
と
で
可
能
と
な

る
。
し
か
し
通
常
、
物
質
は
組
成
が
よ
り
均
等
に
な
る
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
的
に
安
定

す
る
）
よ
う
に
拡
散
す
る
の
で
、
膜
電
位
を
維
持
す
る
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費

し
て
イ
オ
ン
を
膜
内
外
で
能
動
的
に
輸
送
・
交
換
す
る
作
用
が
常
に
必
要
で
あ

り
、
こ
れ
を
担
う
の
が
ナ
ト
リ
ウ
ム
‐
カ
リ
ウ
ム
ポ
ン
プ

0

0

0

と
呼
ば
れ
る
高
分
子
で

あ
る
。
そ
し
て
、
静
止
状
態
に
お
い
て
は
ナ
ト
リ
ウ
ム
チ
ャ
ン
ネ
ル

0

0

0

0

0

が
閉
じ
て
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
電
位
差
の
解
消
は
抑
止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
神
経

末
端
が
各
々
に
特
有
の
刺
激
（
光
や
物
理
的
接
触
、
伝
達
物
質
を
は
じ
め
と
す
る

分
子
な
ど
）
を
受
け
取
る
と
こ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
開
き
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
イ
オ
ン
の

拡
散
傾
向
が
脱
抑
止
さ
れ
て
細
胞
の
外
か
ら
内
へ
流
入
し
、
電
位
差
は
瞬
間
的
に

逆
転
す
る
（
脱
分
極
）。
そ
し
て
こ
の
新
た
な
電
位
自
体
が
次
の
刺
激
と
な
っ
て
、

神
経
線
維
の
隣
接
す
る
部
分
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
さ
ら
に
次
々
と
開
か
せ
（
活
動
電

位
）、
こ
う
し
て
電
気
的
信
号
が
速
や
か
に
伝
播
す
る
。
そ
し
て
シ
ナ
プ
ス
を
介

し
て
最
終
的
に
も
う
一
方
の
神
経
末
端
に
つ
な
が
っ
て
い
る
組
織
、
例
え
ば
筋
肉

な
ど
の
運
動
が
ま
た
脱
抑
止
さ
れ
る
の
で
あ
る	

⑻

。

以
上
の
よ
う
に
神
経
細
胞
に
お
い
て
は
電
流
に
よ
っ
て
情
報
を
伝
達
出
来
る
と

い
う
態
勢
が
、
現
実
化
さ
れ
る
前
か
ら
ま
さ
に
能
動
的
に
生
成
さ
れ
維
持
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
環
境
へ
の
受
動
性
に
開
か
れ
て
い
る
の
は
む
し
ろ
能
力

の
発
現
の
方
な
の
で
あ
り
、
こ
の
注
目
す
べ
き
捻
じ
れ
あ
る
い
は
逆
転
を
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
「
脱
抑
止
」
と
い
う
概
念
で
的
確
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の

受
動
性
は
高
度
に
選
択
的
で
あ
り
、
動
物
に
「
捉
わ
れ
〔benom

m
enheit

〕」
お

よ
び
「
世
界
の
貧
し
さ
」
が
帰
さ
れ
る
条
件
と
も
な
る
。

た
だ
し
、
例
え
ば
核
燃
料
棒
は
そ
の
形
状
と
臨
界
能
力
の
維
持
の
た
め
に
崩
壊

熱
の
除
去
を
必
要
と
し
、
こ
れ
は
冷
却
水
の
循
環
と
い
う
能
動
的
な
機
能
に
よ
っ

て
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
或
る
能
力
の
維
持
に
別
の
能
力
の
発
現
が
常
に
必
要

だ
と
い
う
だ
け
で
は
、
道
具
・
機
械
と
細
胞
・
器
官
の
能
力
を
区
別
す
る
の
に
十

分
で
は
な
い
。
そ
こ
で
先
の
例
に
戻
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。
静
止

膜
電
位
を
維
持
さ
せ
て
い
た
ナ
ト
リ
ウ
ム
‐
カ
リ
ウ
ム
ポ
ン
プ
の
能
動
的
な
働
き

に
必
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
Ａ
Ｔ
Ｐ
（
ア
デ
ノ
シ
ン
三
リ
ン
酸
）
分
子
の
中
の
リ
ン

酸
結
合
と
し
て
蓄
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
Ａ
Ｔ
Ｐ
は
糖
の
分
解
（
呼
吸
）

を
通
し
て
合
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
動
物
個
体
は
そ
の
糖
を
摂
食
に
よ
っ
て
獲
得

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
う
し
た
摂
食
行
動
は
、
神
経
細
胞
に
依
存
す
る
知

覚
や
運
動
を
必
ず
要
す
る
。
つ
ま
り
、
神
経
細
胞
の
情
報
伝
達
と
い
う
能
力
が
維

持
さ
れ
る
に
は
、
そ
の
細
胞
の
能
力
そ
の
も
の
が
遅
か
れ
早
か
れ
発
揮
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
特
に
、
心
臓
や
肺
・
脳
幹
な
ど
の
場
合
は
能
力
維
持

と
そ
れ
に
必
要
な
能
力
発
現
は
常
に
同
時
的
で
あ
る
（
ゆ
え
に
こ
れ
ら
の
器
官
の

停
止
が
即
ち
絶
命
と
さ
れ
る
）。
こ
れ
に
対
し
、
冷
却
水
を
循
環
さ
せ
る
電
力
は

当
の
燃
料
棒
の
核
分
裂
能
力
に
依
存
す
る
必
要
は
な
い
（
む
し
ろ
そ
う
で
な
い
の

が
望
ま
し
い
）。
ま
た
逆
に
、
個
体
外
の
細
胞
の
膜
電
位
を
実
験
的
に
維
持
さ
せ

る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の
よ
う
な
細
胞
は
も
は
や
情
報
伝
達
と
い
う
能
力
を
保

持
し
て
は
い
な
い
。「
出
来
る
態
勢
の
方
が
器
官
を
持
つ
」
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
既
に
カ
ン
ト
は
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
「
自
然
の
有
機
的
所

産
に
お
い
て
は
一
切
が
目
的
で
あ
る
と
共
に
相
互
に
手
段
と
な
る
」
と
言
い
、
ま

た
自
然
目
的
の
「
部
分
は
全
体
へ
の
関
係
に
お
い
て
の
み
可
能
と
な
る
」
と
述
べ

て
い
た	

⑼

。
確
か
に
、
或
る
能
力
の
保
持
に
必
要
な
当
の
能
力
の
発
現
は
個
体
と
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い
う
全
体
を
経
由
す
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
条
件
を
共
有
す
る
部
分
の
集
ま
り

が
互
い
に
維
持
し
合
っ
て
い
る
状
態
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
自
己
固
有
性
」
と
名

づ
け
て
い
た	
⑽

。
し
か
し
こ
の
「
自
己
」
と
い
う
全
体
は
決
し
て
目
的
で
は
な
く
、

常
に
既
に
成
立
し
て
し
ま
っ
て
い
る
事
実
態
で
あ
る
。
両
者
の
違
い
は
カ
ン
ト
の

次
の
言
葉
か
ら
読
み
取
れ
よ
う
。「
有
機
的
な
物
は
単
な
る
機
械
で
は
な
い
。
後
者

は
動
か
す
力
を
持
つ
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
、
前
者
は
自
ら
の
内
に
形
成
す
る
力

を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
を
持
っ
て
い
な
い
も
の
に
こ
の
力
を

伝
え
る
（
有
機
化
す
る
）
と
い
う
仕
方
で
持
っ
て
い
る
」⑾

。
カ
ン
ト
が
機
械
と

有
機
体
の
区
別
を
あ
く
ま
で
も
そ
れ
ら
の
能
力
が
現
実
化
さ
せ
る
も
の
の
違
い
に

求
め
て
い
る
の
に
対
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
出
来
上
が
り
状
態
」
と
「
出
来
る
態
勢
」

は
そ
も
そ
も
能
力
が
保
持
さ
れ
て
い
る
仕
方
に
既
に
差
異
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

記
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
生
命
固
有
の
力
な
ど
は
現
れ
ず
、
た
だ
独

特
の
時
間
的
錯
綜
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て「
生
命
の
謎
」は「
そ

う
し
た
合
目
的
性
が
な
ぜ
自
然
に
存
立
し
て
い
る
の
か
」
か
ら
「
そ
う
し
た
可
能

性
の
先
行
的
な
保
留
が
生
物
の
外
部
な
い
し
以
前
に
ど
う
成
立
し
た
の
か
」
へ
と

移
る
。
実
際
、
現
代
科
学
は
生
体
の
諸
機
能
を
元
来
の
「
目
的
」
か
ら
比
較
的
容

易
に
逸
ら
せ
て
別
の
役
に
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
機
能
自
体
を
無
生
物

か
ら
再
構
成
す
る
こ
と
に
は
成
功
し
て
い
な
い
。
い
わ
ば
出
来
る
態
勢
を
出
来
上

が
り
状
態
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
技
術
が
生
命
工
学
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

こ
こ
に
お
い
て
私
た
ち
は
次
の
点
に
立
ち
戻
る
。
そ
れ
は
、
道
具
や
機
械
の
出
来

上
が
り
状
態
も
ま
た
そ
の
保
持
に
（
そ
の
機
能
の
発
現
と
は
別
の
）
一
定
の
全
体

的
環
境
条
件
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
条
件
を
常
に
既

に
理
解
し
つ
つ
維
持
す
る
こ
と
は
、
現
存
在
の
「
世
界
形
成
」
に
よ
っ
て
可
能
に

さ
れ
、
ま
た
こ
れ
を
可
能
に
し
て
も
い
る
。
こ
の
点
を
と
り
わ
け
明
確
に
す
る
の

が
或
る
種
の
言
語
使
用
で
あ
る
。
最
後
に
こ
の
こ
と
を
簡
単
に
見
て
お
こ
う
。

第
四
節　

言
明
か
ら
見
た
現
存
在
の
「
出
来
上
が
り
状
態
を
維
持
で
き
る
態
勢
」

と
世
界
形
成

講
義
『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』
は
、
主
語
と
述
語
を
繋
辞
で
結
ん
だ
「A

	

はB

で
あ
る
」
と
い
う
言
明
命
題
〔A

ussagesatz

〕
の
分
析
で
締
め
括
ら
れ
る
。

挙
示
的
な
ロ
ゴ
ス
〔λόγος ἀπ

οφ
αντικός

〕
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
分

析
し
て
以
来
こ
の
言
明
形
式
が
重
視
さ
れ
て
き
た
の
は
、
こ
れ
の
み
が
真
ま
た
は

偽
と
い
う
性
格
を
受
け
取
り
う
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
通
常
そ
の
真
偽
は
言
明

と
そ
れ
が
述
べ
る
存
在
者
の
状
態
と
が
対
応
す
る
か
否
か
で
決
ま
る
と
さ
れ
る
。

し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
世
界
内
部
の
存
在
者
と
そ
れ
か
ら
独
立
し
た
理
念
的
言

明
が
後
か
ら
照
合
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
言
明
は
常
に
既
に
全
体

と
し
て
の
世
界
に
基
づ
い
て
い
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
存
在
者
に
対

す
る
論
理
以
前
的
な
開
け
た
存
在
、
既
に
こ
れ
か
ら
発
し
て
あ
ら
ゆ
る
ロ
ゴ
ス
は

語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
存
在
者
を
常
に
既
に
前
も
っ
て
或
る

「
全
体
に
お
け
る
」
へ
と
全
体
化

0

0

0

〔ergänzen

〕
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
全

体
化
と
い
う
語
を
我
々
は
、
今
ま
で
欠
け
て
い
た
も
の
を
後
に
な
っ
て
補
足
す
る

と
い
う
意
味
で
で
は
な
く
、
既
に
支
配
し
て
い
る
「
全
体
の
中
で
」
を
先
行
的
に

形
成
す
る
こ
と
と
理
解
す
る
」〔GA

29/30,	505

〕。

「
そ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
コ
ー
ヒ
ー
で
濡
れ
そ
う
で
あ
る
」
と
い
う
言
明
で
考

え
て
み
よ
う
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
例
は
「
こ
の
黒
板
は
不
便
な
立
ち
方
を
し
て

い
る
」）。
こ
れ
は
世
界
内
の
諸
事
物
に
関
す
る
「
客
観
的
な
」
言
明
で
あ
り
、
私

た
ち
は
観
察
・
探
索
に
基
づ
い
て
そ
の
真
偽
を
検
証
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
だ
が

そ
れ
は
稀
だ
ろ
う
。普
通
、
私
た
ち
は
こ
う
聞
く
と
直
ち
に
機
械
を
動
か
そ
う
と
、

あ
る
い
は
液
体
を
拭
き
取
ろ
う
と
行
動
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
示
し

て
い
る
の
は
、
私
た
ち
が
以
下
の
こ
と
を
常
に
既
に
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
他
な
ら
な
い
。
①
私
た
ち
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
計
算
機
能
を
必
要
と
す
る
（
よ
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り
厳
密
に
は
、「
為
さ
な
い
必
要
が
な
い
」
と
い
う
私
た
ち
の
存
在
可
能
性
の
領
域

を
計
算
が
広
げ
る
）
こ
と
。
②
計
算
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
出
来
上
が
り
状
態
が

保
持
さ
れ
る
に
は
湿
気
や
高
温
が
遠
ざ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
③
こ
う
し

た
全
体
的
環
境
条
件
の
維
持
が
一
定
の
範
囲
で
私
た
ち
自
身
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

こ
と
。
④
そ
の
た
め
に
世
界
内
の
ど
ん
な
可
能
性
を
維
持
な
い
し
現
実
化
さ
せ
れ

ば
良
い
の
か
と
い
う
こ
と
。
⑤
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
諸
可
能
性
の
維
持
や
現
実
化
そ

の
も
の
が
ど
ん
な
全
体
的
環
境
条
件
を
要
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
。

⑤
か
ら
は
無
限
後
退
へ
入
り
込
む
た
め
、
こ
れ
ら
の
理
解
自
体
を
言
明
化
し
尽

く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
存
在
の
理
解
が
「
存
在
者
に
対
す
る
論
理
以
前
的
な

開
け
た
存
在
」
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
り
、
そ
れ
は
情
態
的
な
開
け
で
あ
る
。
現

存
在
は
世
界
全
体
を
先
行
的
に
理
解
出
来
る
態
勢
に
あ
る
と
き
、
世
界
に
潜
在
し

て
い
る
特
定
の
全
体
的
可
能
性
を
改
め
て
形
成
出
来
る
の
で
あ
り
、
言
明
は
こ
の

際
に
様
々
な
機
能
を
果
た
す
。

例
え
ば
、
同
僚
が
振
り
向
き
ざ
ま
に
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
を
倒
し
て
ノ
ー
ト
パ
ソ

コ
ン
が
濡
れ
そ
う
に
な
っ
た
の
を
見
て
、
私
た
ち
は
「
コ
ー
ヒ
ー
！
」
と
叫
ぶ
。

す
る
と
同
僚
は
慌
て
て
機
械
を
机
か
ら
持
ち
上
げ
る
。
こ
の
場
合
、
同
僚
は
「
パ

ソ
コ
ン
の
出
来
上
が
り
状
態
の
維
持
」
を
既
に
企
投
し
て
い
た
の
で
あ
り
、「
コ
ー

ヒ
ー
！
」
の
声
は
、
そ
れ
に
属
す
能
力
が
対
応
す
べ
き
も
の
「
と
し
て
」
コ
ー

ヒ
ー
を
見
え
る
よ
う
に
さ
せ
、
ま
た
こ
の
能
力
を
直
ち
に
脱
抑
止
し
た
の
で
あ

る
。「
こ
の
全
く
基
本
的
な
と
し
て

0

0

0

〔als

〕
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
―
―
我
々
は
全

く
端
的
に
そ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
―
―
動
物
に
は
具
わ
っ
て
い
な
い
こ

と
な
の
で
あ
る
。
我
々
は
開
け
の
本
質
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
開
け
の
一
層
詳
細

な
諸
規
定
と
を
追
跡
思
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〈
全
体
に
お
け
る
〉
と
い
う

こ
と
も
、
こ
の
謎
め
い
た
〈
と
し
て
〉
と
連
関
し
て
い
る
」〔GA

29/30,	416

〕。

他
方
、
同
僚
は
そ
の
時
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て
お
ら
ず
そ
の
維
持
を
忘
却
し
て
い

た
た
め
、
声
を
聞
い
て
も
悠
長
に
拭
き
も
の
を
探
し
始
め
る
だ
け
と
い
う
こ
と
も

あ
り
う
る
。
す
る
と
私
た
ち
は
改
め
て
「
パ
ソ
コ
ン
！
」
と
付
け
加
え
る
、
あ
る

い
は
「
パ
ソ
コ
ン
が
コ
ー
ヒ
ー
で
濡
れ
そ
う
だ
」
と
完
全
な
形
の
言
明
を
発
す
る
。

こ
こ
で
は
、
出
来
上
が
り
状
態
の
維
持
が
必
要
な
も
の
と
し
て
の
パ
ソ
コ
ン
が
ま

ず
発
見
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
維
持
と
い
う
企
投
が
呼
び
出
さ

れ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に
必
要
な
諸
条
件
が
開
示
さ
れ
、
能
力
の
企
投
を
拘
束
す

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
個
別
の
「
出
来
上
が
り
状
態
を
維
持
で
き
る
能
力
」
自
体

を
子
供
な
ど
に
初
め
て
形
成
さ
せ
る
場
合
に
も
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
水
分
や
高
温

に
さ
ら
さ
れ
る
と
故
障
す
る
」
と
い
っ
た
言
明
命
題
は
主
要
な
役
割
を
果
た
し
う

る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
に
も
水
分
や
高
温
を
遠
ざ
け
る
こ
と
が
出
来
る
能
力
を

相
手
が
既
に
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
学
習
に
は
な
ら
な
い
。

ま
と
め
る
と
、
他
の
生
物
の
「
出
来
る
態
勢
」
は
環
境
要
因
に
よ
っ
て
脱
抑
止

さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
の
に
対
し
、
人
間
的
現
存
在
は
「
世
界
内
部
の
諸
可
能
性

そ
の
も
の
を
‐
自
ら
拘
束
し
方
向
づ
け
つ
つ
‐
解
き
放
つ
」こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
ら
諸
可
能
性
を
保
持
す
る
こ
と
が
出
来
る
態
勢
に
も
あ
る
。
言
語
は
こ

の
世
界
形
成
を
分
節
し
方
向
づ
け
る
の
で
あ
り
、
特
に
言
明
命
題
は
能
力
の
新
た

な
企
投
に
必
要
な
複
雑
な
機
能
を
引
き
受
け
う
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
世
界

を
形
成
す
る
こ
と
自
体
は
も
は
や
留
保
し
え
ず
、
そ
れ
を
為
さ
な
い
必
要
に
遭
遇

す
る
こ
と
は
死
に
繋
が
る	

⑿

。
こ
う
し
た
世
界
形
成
能
力
の
生
成
と
存
立
が
生

物
一
般
の
「
出
来
る
態
勢
」
と
い
か
に
関
連
し
て
い
る
の
か
、
引
き
続
き
そ
れ
が

問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注⑴　

M
artin	H

eidegger,	D
ie G

rundbegriffe der M
etaphysik,	Gesam

tausgabe	
Bd.29/30,	1983.	

以
下
、
煩
雑
を
避
け
る
た
め
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
著
作
は
初
出
時
以
外
、
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全
集
（「GA

」
と
略
記
）
で
の
巻
数
お
よ
び
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
本
文
あ
る
い
は
注
で

示
す
。
原
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
は
傍
点

0

0

と
し
、〔
〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
原
語
そ
の
他
の

補
足
で
あ
る
。

⑵　

こ
う
し
た
議
論
の
中
心
に
い
る
の
が
デ
リ
ダ
（Jacques	D

errida,	D
e l

’esprit,	
Paris,	1987;

『
精
神
に
つ
い
て
』
港
道
隆
訳
、
人
文
書
院
、
一
九
九
〇
年
）
や
ア
ガ

ン
ベ
ン
（Giorgio	A

gam
ben,	L

’aperto	:	l

’uom
o	e	l

’anim
ale,	T

orino,	2002;

『
開

か
れ
』
岡
田
温
司
・
多
賀
健
太
郎
訳
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
四
年
）
で
あ
る
。

⑶　

た
だ
し
現
在
の
生
物
分
類
に
お
い
て
ア
メ
ー
バ
は
、
狭
義
の
（
後
生
）
動
物
を
含

む
オ
ピ
ス
ト
コ
ン
タ
や
陸
上
植
物
が
属
す
る
ア
ー
ケ
プ
ラ
ス
チ
ダ
な
ど
と
同
格
の
ア

メ
ー
ボ
ゾ
ア
と
い
う
大
分
類
群
に
配
さ
れ
て
い
る
。（
島
野
智
之
「
界
、
ド
メ
イ
ン
、

そ
し
て
ス
ー
パ
ー
グ
ル
ー
プ	:	

真
核
生
物
の
高
次
分
類
に
関
す
る
新
し
い
概
念
」、
日

本
動
物
分
類
学
会
誌　
（
二
九
）、	

三
一
‐
四
九
頁
、
二
〇
一
〇
年
）。
し
か
し
こ
の
こ

と
が
示
し
て
い
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
論
の
古
さ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
狭

い
「
動
物
論
」
に
留
ま
ら
ず
生
物
一
般
を
も
射
程
に
収
め
う
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
食
胞
は
細
胞
小
器
官
（organelle

）
で
あ
り
伝
統
的
な
器
官
で
は
な

い
が
、
器
官
や
組
織
の
機
能
も
結
局
は
そ
れ
を
構
成
す
る
諸
細
胞
の
細
胞
小
器
官
の

働
き
に
基
づ
く
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
一
般
性
は
損
な
わ
れ
な
い
。	

⑷　

M
.	H

eidegger,	A
ristoteles, M

etaphysik

Θ 1-3,	Gesam
tausgabe	Bd.33,	

Frankfurt	am
	M

ain,	1981,	S.	183.

⑸　

詳
し
く
は
次
の
拙
論
を
参
照
。
串
田
純
一
「
為
さ
れ
ざ
る
要
な
き
を
為
す
こ
と
と

し
て
の
能
力
」『
哲
學
』
第
六
五
号
、
日
本
哲
学
会
編
、
一
五
一
‐
一
六
五
頁
。

⑹　

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
動
物
・
有
機
体
論
が
元
来
超
越
論
的
な
視
座
か
ら
為
さ
れ
て
い
る

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
で
論
じ
た
。
串
田
純
一
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
動
物
・
有

機
体
論
の
超
越
論
的
再
解
釈
」『
現
象
学
年
報
』
第
二
二
号
、
日
本
現
象
学
会
編
、

七
五
‐
八
三
頁
。

⑺　
「
情
報
」
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
に
お
い
て
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
は
今
後

の
重
要
な
問
い
と
な
ろ
う
。

⑻　

石
川
統
編
『
生
物
学
』、
東
京
化
学
同
人
、
一
九
九
四
年
、
一
四
九
‐
一
五
一
頁
。

⑼　

Im
m

anuel	K
tant,	K

ritik der U
rteilskraft,	B290ff.

⑽　

た
だ
し
重
要
な
例
外
と
し
て
生
殖
器
官
や
そ
の
細
胞
が
あ
る
。
社
会
性
昆
虫
の
女
王

な
ど
を
除
き
、
生
殖
細
胞
は
生
殖
能
力
の
維
持
に
そ
の
能
力
自
体
の
発
揮
を
必
要
と
し

な
い
。
た
だ
し
先
行
世
代
の
同
じ
器
官
の
能
力
が
発
現
し
た
と
い
う
こ
と
は
必
然
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
棚
上
げ
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
繁
殖
や
個
体
の
種

帰
属
性
と
そ
の
時
間
性
と
い
う
、
さ
ら
に
複
雑
な
存
在
論
的
問
題
が
開
け
て
い
る
。

⑾　

K
tant,	Ebd.	B293.

⑿　

以
下
の
箇
所
を
参
照
。「
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
自
ら
の
囲
み
を

伴
っ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
可
能
な
も
の
の
囲
み
と
は
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
つ
ど
ま
さ

に
現
実
的
な
も
の
、
充
実
さ
れ
得
る
拡
張
性
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
我
々
の
行
い
が
そ

の
つ
ど
そ
こ
か
ら
行
い
を
し
て
い
る
あ
の
「
全
体
に
お
い
て
」
な
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
我
々
は
こ
う
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
う
し
た
一
つ
の
企
投
の
生
起
は
可
能

な
も
の
へ
と
拘
束
さ
れ
つ
つ
そ
の
本
質
の
統
一
性
に
お
い
て
解
き
放
つ
の
で
あ
り
、

と
い
う
こ
と
は
同
時
に
、
或
る
全
体
の
な
か
に
拡
が
り
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
を
前
に
差

し
出
す
の
で
あ
る
。
企
投
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
、
或
る
「
全
体
に
お
い
て
」
を

前
に
投
げ
つ
つ
形
成
す
る
と
い
う
意
味
で
の
全
体
化
で
あ
り
、
こ
の
領
野
の
内
で
、

可
能
な
現
実
化
の
或
る
完
全
に
規
定
さ
れ
た
次
元
が
拡
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
企
投
は
ど
れ
も
可
能
な
も
の
へ
と
解
き
放
ち
つ
つ
、
こ
れ
と
一
体
の
こ
と

と
し
て
、
こ
の
企
投
に
よ
っ
て
可
能
に
さ
れ
た
も
の
の
拡
張
さ
れ
た
広
が
り
の
内
へ

と
引
き
戻
す
の
で
あ
る
」〔GA

29/30,	528

〕。

（
串
田
純
一
・
く
し
た　

じ
ゅ
ん
い
ち
・
早
稲
田
大
学
）
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〇　

問
題
設
定

E
・
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
論
理
学
研
究
』（
以
下
、『
論
研
』
と
略
記
）
の
第
一
版

（
A
版
）
の
う
ち
、
第
一
巻
を
一
九
〇
〇
年
、
第
二
巻
を
一
九
〇
一
年
に
出
版
し

た
。
し
か
し
彼
は
、
一
九
一
三
年
四
月
に
公
表
さ
れ
た
『
純
粋
現
象
学
と
現
象
学

的
哲
学
の
た
め
の
イ
デ
ー
ン
』（
以
下
、『
イ
デ
ー
ン
I
』
と
略
記
）
の
執
筆
に
前

後
す
る
一
九
一
一
年
か
ら
一
四
年
に
か
け
て
『
論
研
』
第
二
版
（
B
版
）
の
書
き

換
え
を
集
中
的
に
行
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
成
果
と
し
て
第
二
版
の
第
一
巻
お
よ

び
第
二
巻
第
一
分
冊
（
第
五
研
究
ま
で
を
収
録
）
は
一
九
一
三
年
十
月
に
出
版
さ

れ
た
。
し
か
し
第
六
研
究
の
書
き
換
え
は
、
二
度
の
全
面
的
な
改
稿
の
試
み
を
経

つ
つ
も
、
一
九
一
四
年
に
中
断
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
微
修
正
版
に
す
ぎ
な
い
第
二

版
の
第
二
巻
第
二
分
冊
（
第
六
研
究
を
収
録
）
が
一
九
二
一
年
に
出
版
さ
れ
た
。

第
六
研
究
の
全
面
的
な
改
稿
が
試
み
ら
れ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
推
測
さ
れ

る
の
は
、
同
研
究
の
主
題
で
あ
る
「
意
味
志
向
と
意
味
充
実
の
関
係
（X

IX
/1,	

A
475;	B

2 3

）」
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
変
化
で
あ
る
。
こ
の
推
測
は
、
A
版

と
章
構
成
を
同
じ
く
す
る
一
度
目
の
書
き
換
え	

⑴

に
お
い
て
、「
意
味
志
向

Bedeutungsintention

」
に
関
わ
る
節
の
欠
落
（
例
：
A
版
第
八
か
ら
一
四
節

に
相
当
す
る
箇
所
）、
大
幅
な
書
き
直
し
（
例
：
A
版
第
一
五
節
に
相
当
す
る
箇

所
）、
中
断
（
例
：
A
版
第
五
章
に
相
当
す
る
箇
所
）
が
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら

裏
付
け
ら
れ
る
。

で
は
、
意
味
志
向
に
つ
い
て
の
新
た
な
見
解
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
意

味
志
向
に
つ
い
て
の
B
版
第
六
研
究
の
記
述
が
A
版
の
微
修
正
版
に
す
ぎ
な
い
以

上
、
第
六
研
究
を
見
る
だ
け
で
は
こ
の
問
題
に
答
え
る
の
は
難
し
い
。
そ
こ
で
本

論
文
が
注
目
す
る
の
は
、
意
味
志
向
の
は
た
ら
き
を
「
鏡
映
す
る
こ
とspiegeln

」

に
喩
え
て
い
る
第
四
研
究
第
四
節
で
あ
る
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
こ
の
箇
所
は
A

版
（
一
九
〇
一
年
）
と
B
版
（
一
九
一
三
年
）
と
で
異
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
注

目
す
る
理
由
は
、
公
刊
著
作
に
お
け
る
こ
の
書
き
換
え
に
つ
い
て
の
解
釈
を
行
う

こ
と
で
、
第
六
研
究
の
書
き
換
え
草
稿
を
読
解
す
る
た
め
の
指
針
が
得
ら
れ
る
と

考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
文
の
答
え
る
べ
き
問
題
と
し
て
、〈『
論
研
』
第
四
研
究
第
四
節
に
お

け
る
「
鏡
映
」
の
比
喩
の
書
き
換
え
は
、
第
六
研
究
に
お
け
る
「
意
味
志
向
」
の
書

き
換
え
を
、
ど
の
よ
う
に
予
告
し
て
い
る
か
〉
と
い
う
問
題
を
設
定
し
た
い
。
そ
し

て
こ
れ
に
答
え
る
た
め
に
、
以
下
で
は
ま
ず
第
一
節
に
お
い
て
予
備
的
考
察
と
し
て

第
四
研
究
に
お
け
る
鏡
映
の
比
喩
の
役
割
を
説
明
し
、
次
に
第
二
節
に
お
い
て
、
A

版
と
B
版
と
で
鏡
映
関
係
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
比
較
検
討
す
る
。

『
論
理
学
研
究
』
第
四
研
究
に
お
け
る
鏡
映
の
比
喩
に
つ
い
て

鈴

木

崇

志
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一　

鏡
映
の
比
喩
の
役
割

第
四
研
究
は
、
第
三
研
究
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
対
象
一
般
に
妥
当
す
る
「
独

立
的
対
象
」
と
「
非
独
立
的
対
象
」
の
区
別
を
、
意
味
と
い
う
特
定
の
種
の
対
象

に
適
用
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
独
立
的
意
味
」
と
「
非
独
立
的
意
味
」
を
区
別

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
（X

IX
/1,	A

286;	B
1 294

）。
そ
の
た
め
に
フ
ッ

サ
ー
ル
は
、
ま
ず
A
・
マ
ル
テ
ィ
の
用
語
法
に
従
っ
て
言
語
表
現
の
側
で
「
自

義
的
記
号kategorem

atisches	Zeichen

」（
他
の
記
号
の
補
完
な
し
に
そ
れ
だ

け
で
対
象
を
指
示
で
き
る
記
号
）
と
「
共
義
的
記
号synkategorem

atisches	
Zeichen

」（
他
の
記
号
の
補
完
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
対
象
を
指
示
で
き
る
記
号
）

を
区
別
す
る
（X

IX
/1,	A

294;	B
1 302

）。
そ
し
て
彼
は
、
言
語
表
現
に
お
け
る

自
義
的
／
共
義
的
記
号
の
区
別
が
、
意
味
に
お
け
る
独
立
的
／
非
独
立
的
意
味
に

対
応
し
て
い
る
と
考
え
る（X

IX
/1,	A

296;	B
1 305

）。
そ
の
よ
う
な
対
応
関
係
は
、

同
研
究
第
四
節
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

　　
〔
…
〕
言
語Sprache

が
そ
の
言
語
的
材
料verbales	M

aterial

に
お
い
て
、

ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
な
意
味
を
忠
実
に
鏡
映
す
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
言
語

は
、
区
別
可
能
な
す
べ
て
の
意
味
の
形
式
に
区
別
可
能
な
「
表
現
」
を
提
供

す
る
こ
と
を
許
す
よ
う
な
諸
々
の
文
法
形
式
を
使
い
こ
な
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。（X

IX
/1,	A

296;	B
1 305

）

つ
ま
り
、
表
現
は
「
ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
な
意
味
」
を
全
て
「
鏡
映
す
べ
き
で

あ
る
」
と
い
う
当
為
を
も
ち
、
こ
の
当
為
を
も
つ
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
意
味
の
形

式
は
言
語
の
「
文
法
形
式
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
と
き
、
そ
の
よ
う
な
当
為
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
は
主
観
の
「
決
断
」
に
委
ね

ら
れ
て
い
る
が
（X

IX
/1,	A

295;	B
1 304

）、
事
実
的
に
こ
の
当
為
は
あ
る
程
度

ま
で
共
有
さ
れ
て
い
る
。
実
際
私
た
ち
は
〈
S
は
p
で
あ
る
〉
等
の
文
法
形
式
を

用
い
て
お
り
、
か
つ
そ
の
際
に
〈
S
の
位
置
に
は
名
詞
、
名
詞
句
、
名
詞
節
の
い

ず
れ
か
が
置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
〉
等
の
文
法
法
則
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
あ

る
い
は
は
緑
で
あ
るoder	ist	grün

（X
IX

/1,	A
54;	B

1 54

）」
等
の
「
無
意
味

U
nsinn

（X
IX

/1,	A
312;	B

1 326

）」
で
あ
る
よ
う
な
表
現
を
避
け
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
こ
で
は
、
言
語
表
現
と
意
味
の
間
の
鏡
映
関
係
を
踏
ま
え
、
意
味
と

対
象
の
間
の
鏡
映
関
係
を
示
す
こ
と
が
目
論
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
目
論
み
を
端
的

に
示
す
の
が
同
研
究
序
論
の
次
の
発
言
で
あ
る
。

　

意
味
の
複
合
体
の
範
囲
を
支
配
し
、
意
味
と
無
意
味
を
区
分
す
る
機
能
を
も

つ
こ
れ
ら
の
諸
法
則
〔
＝
文
法
法
則
〕
は
、
ま
だ
勝
義
の
意
味
に
お
け
る
論

理
法
則
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
諸
法
則
は
、
純
粋
論
理

学
に
可
能
的
な
意
味
形
式
す
な
わ
ち
統
一
体
と
し
て
意
味
を
も
つ
複
合
的
意

味
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
意
味

の
形
式
的
真
理
あ
る
い
は
対
象
性
を
規
制
す
る
の
が
、
勝
義
の
意
味
に
お
け

る
「
論
理
法
則
」
な
の
で
あ
る
。
前
者
の
法
則
が
無
意
味
を
阻
止
す
る
の
に

対
し
、
後
者
の
法
則
は
反
意
味
す
な
わ
ち
形
式
的
矛
盾
〔
…
〕
を
阻
止
す
る

の
で
あ
る
。（X

IX
/1,	A

286-287;	B
1 294-295

）

こ
こ
で
「
無
意
味U

nsinn

」
を
阻
止
す
る
た
め
の
文
法
法
則
に
加
え
て
、「
反
意

味W
idersinn

」
を
阻
止
す
る
た
め
に
は
「
勝
義
の
論
理
法
則logische	Gesetze	

im
	prägnanten	Sinne

」
が
必
要
だ
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
法
則
の
例
と
し

て
後
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、「
矛
盾
律
」、「
排
中
律
」、「
肯
定
式m

odus	ponens

」

等
で
あ
る
（X

IX
/1,	A

318;	B
1 335

）。
た
だ
し
注
意
す
べ
き
は
、
上
の
引
用
で

明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
論
理
法
則
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
る
の
は
、
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「
形
式
的
矛
盾form

aler	W
iderspruch

」
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
反
意
味
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、〈
青
い
烏
は
青
く
な
い
〉
等
の
文
は
矛
盾
律
と
い

う
「
形
式
的
」
あ
る
い
は
「
分
析
的
に
ア
プ
リ
オ
リ
な
」
法
則
（X

IX
/1,	A

246;	
B

1 252

）
に
反
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
形
式
的
に
矛
盾
し
て
い
る
が
、「
青
い
烏
は

緑
で
あ
る
（X

IX
/1,	B1319

）」
等
の
文
は
、「
異
な
る
種
差
に
属
す
る
複
数
の
色

の
契
機
が
同
一
の
物
体
延
長
を
同
時
か
つ
完
全
に
覆
う
も
の
と
し
て
は
両
立
で
き

な
い
（X

IX
/1,	A

580;	B
2 108

）」
と
い
う
「
質
料
的
」
あ
る
い
は
「
総
合
的
に

ア
プ
リ
オ
リ
な
」
法
則
（X

IX
/1,	A

246;	B1252

）
に
反
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て

質
料
的
に
矛
盾
し
て
い
る
。
文
法
法
則
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
「
ア
プ
リ
オ
リ
に
可

能
な
意
味
」
の
範
囲
か
ら
さ
ら
に
「
勝
義
の
論
理
法
則
」
に
よ
っ
て
形
式
的
矛
盾

を
排
除
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
意
味
の
範
囲
は
、
そ
の
よ
う
な
質
料
的
矛
盾
を
排

除
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
あ
く
ま
で
「
形
式
的
真
理
」

の
範
囲
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
言
語
表
現
を
規
制
す
る
文
法
法
則
に
よ
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ

に
可
能
な
意
味
の
範
囲
が
確
定
さ
れ
、
か
つ
、
意
味
を
規
制
す
る
論
理
法
則
に

よ
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
な
対
象
の
範
囲
が
確
定
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
鏡
映

の
比
喩
は
、〈
文
法
法
則
に
従
っ
た
言
語
の
範
囲
と
ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
な
意
味
の

範
囲
が
合
致
す
る
〉
と
い
う
事
態
と
、〈
論
理
法
則
に
従
っ
た
意
味
の
範
囲
と
ア
プ

リ
オ
リ
に
可
能
な
対
象
の
範
囲
が
合
致
す
る
〉
と
い
う
事
態
を
、
一
方
が
逸
脱
な

し
に
他
方
を
映
す
と
い
う
関
係
に
喩
え
て
説
明
す
る
と
い
う
役
割
を
も
つ
。
言
語

は
意
味
の
鏡
で
あ
り
、
意
味
は
対
象
の
鏡
な
の
で
あ
る
。

な
お
、
言
語
と
意
味
の
間
の
鏡
映
関
係
は
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
り
、
そ
の
記

述
は
A
版
と
B
版
に
共
通
し
て
い
る
。し
か
し
意
味
と
対
象
の
間
の
鏡
映
関
係
は
、

以
下
で
示
す
よ
う
に
A
版
と
B
版
と
で
相
違
し
て
い
る
。（
以
下
で
は
便
宜
的
に
、

A
版
で
の
記
述
を
〔
ア
〕、
B
版
で
の
記
述
を
〔
イ
〕
と
表
記
し
、
か
つ
、
書
き

換
え
ら
れ
た
箇
所
を
下
線
で
明
示
す
る
。）

〔
ア
〕「
本
来
的
な
」
諸
表
象
が
、
意
味
志
向
（「
象
徴
的
な
」
諸
表
象
）
の
範

囲
に
忠
実
に
鏡
映
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
表
象
の
側
（
可
能
的
な
充
実

の
側
）
の
各
形
式
に
は
、
意
味
の
側
（
志
向
の
側
）
の
形
式
が
対
応
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
生
じ
て
い
る
と
お
り
で

あ
る
。（X

IX
/1,	A

296

）

〔
イ
〕
諸
表
象
、
す
な
わ
ち
ど
の
よ
う
な
種
の
も
の
で
あ
れ
表
現
可
能
な
「
思

考
」
が
意
味
志
向
の
範
囲
に
忠
実
に
鏡
映
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
表
象

の
側
の
各
形
式
に
は
、
意
味
の
側
の
形
式
が
対
応
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
こ
と
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
生
じ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。（X

IX
/1,	

B
1 305

）

〔
ア
〕と〔
イ
〕の
比
較
に
お
い
て
直
ち
に
明
ら
か
な
の
は
下
記
の
二
点
で
あ
る
。

第
一
は
、
条
件
節
に
お
け
る
「
鏡
映
す
るspiegeln

」
と
い
う
関
係
の

変
化
で
あ
る
。
一
方
で
〔
ア
〕
に
お
い
て
は
「
本
来
的
表
象eigentliche	

V
orstellung

」
と
「
意
味
志
向Bedeutungsintention

」
す
な
わ
ち
「
象
徴
的

表
象sym

bolische	V
orstellung

」
と
の
間
に
鏡
映
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
他

方
で
〔
イ
〕
に
お
い
て
は
「
ど
の
よ
う
な
種
の
も
の
で
あ
れ
表
現
可
能
な
思
考

ausdrückbarer	Gedanke	w
elcher	A

rt	im
m

er

」
と
し
て
の
表
象
と
「
意
味

志
向
」
と
の
間
に
鏡
映
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

第
二
は
、
主
節
に
お
け
る
「
対
応
す
るentsprechen

」
と
い
う
関
係
の
変

化
で
あ
る
。
確
か
に
〔
ア
〕
と
〔
イ
〕
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
「
表
象
の
側

V
orstellungsseite

」
の
形
式
と
「
意
味
の
側Bedeutungsseite

」
の
形
式
の
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間
に
対
応
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
〔
ア
〕
で
「
表
象
の
側
」
に
付
さ
れ

た
「
可
能
的
充
実
の
側diejenige	[=Seite]	der	m

öglichen	Erfüllung

」
と
い

う
補
足
、
お
よ
び
「
意
味
の
側
」
に
付
さ
れ
た
「
志
向
の
側diejenige	[=Seite]	

der	Intention
」
と
い
う
補
足
は
、〔
イ
〕
で
削
除
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
次
節
で
は
〔
ア
〕
と
〔
イ
〕
に
つ
い
て
、
条
件
節
に
お
け
る
変
更
箇
所

に
即
し
た
解
釈
を
行
う
。な
ぜ
な
ら
、
条
件
節
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、

そ
こ
で
の
鏡
映
関
係
を
受
け
入
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
対
応
関
係
の
変
化
も
、
お

の
ず
と
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

二　

鏡
映
の
比
喩
の
変
更
箇
所
の
解
釈

二
・
一　

A
版
の
鏡
映
の
比
喩
に
お
け
る
「
本
来
的
表
象
」
と
「
象
徴
的
表
象
」

の
解
釈

前
節
で
確
認
し
た
よ
う
な
第
四
研
究
の
構
想
を
踏
ま
え
る
と
、〔
ア
〕
の
条
件
節

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
本
来
的
表
象
」
と
「
象
徴
的
表
象
」
の
間
の
鏡
映
関
係
は
、

対
象
と
意
味
の
間
の
鏡
映
関
係
で
あ
る
と
解
せ
る
。
た
だ
し
注
意
す
べ
き
は
、
こ

こ
で
鏡
映
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
た
二
つ
の
項
が
端
的
に
対
象
と
意
味
と
は
言
わ
れ

ず
、
二
種
の
「
表
象
」
と
言
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
お
そ

ら
く
、
こ
こ
で
は
対
象
と
意
味
だ
け
で
な
く
、
意
味
を
介
し
て
対
象
に
関
わ
る
作

用
が
視
野
に
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
第
五
研
究
に
お
い
て
、
対
象

あ
る
い
は
意
味
へ
の
関
係
づ
け
を
行
う
作
用
は
次
の
よ
う
に
「
統
握
」
と
「
表
象
」

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。

　

志
向
的
対
象
と
の
関
連
に
お
い
て
表
象V

orstellung

〔
…
〕
と
呼
ば
れ
る
も

の
は
、
作
用
に
実
的
に
属
す
る
感
覚
と
の
関
連
に
お
い
て
統
握A

uffassung

〔
…
〕
と
呼
ば
れ
る
。（X

IX
/1,	A

364

）

こ
こ
で
感
覚
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
よ
り
一
般
的
に
は
「
実
的
な
内
容

reeler	Inhalt

」
と
呼
ば
れ
る
（X

IX
/1,	A

374

）。
そ
れ
は
「
記
述
的
心
理
学
的

な
分
析
」
に
よ
っ
て
、
心
的
作
用
そ
の
も
の
を
「
組
成
す
るkom

ponieren

」
も

の
と
し
て
見
出
さ
れ
る
内
容
で
あ
る
（X

IX
/1,	A

374,	326

）。
そ
の
よ
う
な
実

的
な
内
容
を
「
何
か
と
し
てals	w

as

統
握
す
る
（X

IX
/2,	A

564

）」
こ
と
に
よ

り
、「
完
全
な
規
定
性
に
お
い
て
」
対
象
を
表
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
（X

IX
/1,	A

390

）。
こ
の
よ
う
に
し
て
対
象
を
規
定
す
る
〈
何
か
〉
は
「
質

料
（X

IX
/1,	A

375

）」
あ
る
い
は
「
統
握
意
味A

uffassungssinn

（X
IX

/1,	
A

563

）」
と
呼
ば
れ
る
。

そ
し
て
、
実
的
な
内
容
と
統
握
意
味
の
関
係
は
、
前
者
が
後
者
を
「
代
表
す
る

repräsentieren

」
と
い
う
関
係
で
あ
る
（X

IX
/1,	A

562

）。
こ
の
と
き
実
的
な

内
容
は
、
統
握
意
味
と
し
て
統
握
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
統
握
意
味
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
た
志
向
的
対
象
と
関
わ
り
を
も
つ	

⑵

。
さ
ら
に
、
実
的
な
内
容
を
統

握
す
る
形
式
と
し
て
「
直
観
的intuitiv

」
形
式
と
「
表
意
的signifikativ

」
形

式
が
区
別
さ
れ
る
（X

IX
/1,	A

566

）。
直
観
的
形
式
の
も
と
で
統
握
さ
れ
る
実

的
な
内
容
が
、
統
握
意
味
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
対
象
そ
の
も
の
を
「
呈
示
す
る

darstellen

」
内
容
で
あ
る
の
に
対
し
、
表
意
的
形
式
の
も
と
で
統
握
さ
れ
る
実

的
な
内
容
は
、
統
握
意
味
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
対
象
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ

の
対
象
を
指
示
す
る
記
号
を
呈
示
す
る
内
容
で
あ
る
（X

IX
/1,	A

550-551

）。
な

お
A
版
に
お
い
て
は
、signifikativ

と
い
う
語
は
、signitiv

と
区
別
な
く
用
い

ら
れ
（X

IX
/1,	A

506

）、
と
も
に
「
表
意
的
」
と
訳
さ
れ
う
る
。
さ
ら
に
そ
れ

は
、「
象
徴Sym

bol

を
記
号Zeichen

と
言
い
換
え
可
能
な
語
と
し
て
用
い
る
と
い

う
〔
…
〕
誤
用
」
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
留
保
つ
き
で
あ
る
に
せ
よ
、
一
般
的

な
用
法
に
な
ら
っ
て
、「
象
徴
的sym

bolisch

」
と
も
同
義
と
し
て
よ
い
と
さ
れ
る

（X
IX

/1,	A
506

）。



133 『論理学研究』第四研究における鏡映の比喩について

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、〔
ア
〕
に
お
け
る
「
象
徴
的
表
象
」
と
は
す
な
わ
ち
表
意
的

表
象
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
与
え
ら
れ
た
実
的
な
内
容
を
表
意
的
形
式
の
も
と
で
統
握

す
る
こ
と
で
成
立
す
る
よ
う
な
表
象
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、〔
ア
〕に
よ
れ
ば「
意

味
志
向
」
と
言
い
換
え
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
本
来
的
表
象
」
は
、

そ
の
よ
う
な
表
意
的
表
象
と
対
に
な
る
直
観
的
表
象
で
あ
る
と
解
せ
る
。

と
こ
ろ
で
、
直
観
的
表
象
に
お
い
て
志
向
的
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
直

観
的
に
呈
示
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
対
象
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
意
味
志
向
（
表
意
的
表
象
）
に
お
い
て
志
向
的
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
が

何
で
あ
る
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
意
味
志
向
の
志
向
的

対
象
と
し
て
は
、（
α
）
記
号
を
介
さ
ず
に
表
象
さ
れ
た
、
部
分
的
に
直
観
さ
れ
た

対
象
、（
β
）
記
号
を
介
し
て
表
象
さ
れ
た
、
ま
っ
た
く
直
観
さ
れ
て
い
な
い
対

象
、
そ
し
て
（
γ
）
そ
れ
ら
の
表
象
作
用
へ
の
反
省
を
行
い
、「
抽
象
」
あ
る
い
は

「
イ
デ
ア
化
」（X

IX
/1,	A

103

）
を
行
う
こ
と
で
対
象
と
な
り
う
る
意
味
、
と
い

う
三
通
り
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ	

⑶

。
以
下
で
は
便
宜
的
に
、（
α
）（
β
）（
γ
）

を
志
向
的
対
象
に
す
る
意
味
志
向
を
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
志
向
α
、
意
味
志
向
β
、

意
味
志
向
γ
と
呼
ぶ
。

本
論
文
の
見
る
か
ぎ
り
、
A
版
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
三
つ
が
区
別
な
く
「
意
味

志
向
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
混
乱
を
招
い
て
い
る
。
例
え
ば
表
現
の
受
容
か

ら
出
発
し
て
認
識
の
成
立
を
論
じ
る
第
六
研
究
第
八
節
以
降
の
記
述
は
、
当
初
は

意
味
志
向
β
を
扱
っ
て
い
る
が
、
第
二
三
か
ら
二
九
節
に
か
け
て
な
さ
れ
る
直
観

的
志
向
と
表
意
的
志
向
（
A
版
の
用
法
に
よ
れ
ば
意
味
志
向
と
同
義
）
に
お
い
て

は
、
意
味
志
向
α
が
入
り
込
ん
で
く
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
意
味
と
そ
れ
を
介
し

て
表
象
さ
れ
る
対
象
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
目
下
の
第
四
研
究
第
四
節
に
お
け
る

鏡
映
の
比
喩
〔
ア
〕
に
登
場
す
る
の
は
、
正
確
に
は
、
意
味
志
向
γ
で
あ
る
は
ず

で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
適
切
に
区
別
す
る
用
語
法
を
備
え
て
い
な
い
こ
と
は
A
版
の

欠
陥
だ
ろ
う
。
す
る
と
B
版
の
鏡
映
の
比
喩
〔
イ
〕
へ
の
書
き
換
え
を
促
し
た
要

因
の
一
つ
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
欠
陥
を
克
服
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

二
・
二　

B
版
の
鏡
映
の
比
喩
に
お
け
る
「
表
現
可
能
な
思
考
」
と
「
意
味
志
向
」

の
解
釈

上
で
確
認
し
た
よ
う
な
三
種
の
意
味
志
向
を
区
別
し
な
い
こ
と
が
混
乱
を
招
く

と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
志
向
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
に
な
る
。
実
際

『
論
研
』
A
版
執
筆
後
に
な
さ
れ
た
「
物
と
空
間
」
講
義
（
一
九
〇
七
）
で
は
、
意

味
志
向
α
と
意
味
志
向
β
の
区
別
が
試
み
ら
れ
て
お
り	

⑷

、「
意
味
の
理
論
」
講
義

（
一
九
〇
八
）
で
は
意
味
志
向
β
と
意
味
志
向
γ
の
区
別
が
試
み
ら
れ
て
い
る	

⑸

。

こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
、
条
件
節
に
お
い
て
〔
ア
〕
で
括
弧
書
き
し
て

「
意
味
志
向
」と
言
い
換
え
可
能
と
さ
れ
て
い
た「
象
徴
的
志
向
」と
い
う
語
が〔
イ
〕

で
削
除
さ
れ
た
理
由
は
、
次
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。
A
版
に
よ
れ
ば
象
徴
的
志

向
は
表
意
的
志
向
と
同
義
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
本
来
的
志
向
」

あ
る
い
は
「
直
観
的
志
向
」
と
対
比
さ
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
意
味
志
向
α
あ
る

い
は
β
で
あ
っ
た
。
し
か
し
目
下
の
引
用
〔
ア
〕
に
お
い
て
は
、
最
終
的
に
目
ざ

さ
れ
て
い
る
の
が
意
味
と
対
象
の
間
の
関
係
を
示
す
こ
と
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に

登
場
す
る
意
味
志
向
は
、
表
意
的
志
向
と
言
い
換
え
可
能
な
も
の
と
し
て
の
意
味

志
向
α
あ
る
い
は
β
で
は
な
く
、
実
際
に
は
意
味
志
向
γ
の
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま

り
鏡
映
関
係
に
あ
る
べ
き
な
の
は
、
正
確
に
言
え
ば
、
空
虚
な
志
向
と
充
実
し
た

志
向
で
は
な
く
、
意
味
に
向
か
う
志
向
と
対
象
に
向
か
う
志
向
な
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
〔
イ
〕
で
は
条
件
節
に
お
い
て
前
者
の
対
立
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な

「
本
来
的
志
向
」
と
「
象
徴
的
志
向
」
と
い
う
対
が
削
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同

じ
理
由
に
よ
り
、〔
ア
〕で
主
節
に
お
い
て「
表
象
の
側
」と
い
う
語
に
付
さ
れ
た「
可
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能
的
充
実
の
側
」
と
い
う
補
足
、
お
よ
び
「
意
味
の
側
」
と
い
う
語
に
付
さ
れ
た

「
志
向
の
側
」
と
い
う
補
足
は
、〔
イ
〕
で
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
、〔
イ
〕
で
「
本
来
的
志
向
」
に
替
わ
る
も
の
と
し
て
登
場
す
る
「
ど
の
よ

う
な
種
の
も
の
で
あ
れ
表
現
可
能
な
思
考
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。〈
問
題
に
な
っ

て
い
る
の
は
空
虚
な
志
向
と
充
実
し
た
志
向
の
間
の
関
係
で
は
な
く
、
意
味
に
向

か
う
志
向
と
対
象
に
向
か
う
志
向
の
関
係
で
あ
る
〉
と
い
う
前
段
落
で
述
べ
た
見

解
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
思
考
は
〈
空
虚
な
も
の
で
あ

れ
充
実
し
た
も
の
で
あ
れ
、
意
味
を
介
し
て
対
象
に
向
か
う
よ
う
な
す
べ
て
の
思

考
〉
で
あ
る
。
す
る
と
こ
こ
に
は
、〔
ア
〕
で
は
「
本
来
的
志
向
」
に
属
さ
な
い
と

さ
れ
て
い
た
意
味
志
向
α
と
意
味
志
向
β
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。そ
れ
ゆ
え
、

そ
の
よ
う
な
「
表
現
可
能
な
思
考
」
の
対
と
な
る
「
意
味
志
向
」
は
、〔
イ
〕
で
は

意
味
志
向
γ
に
限
定
さ
れ
る
。

B
版
第
四
研
究
で
の
引
用
〔
イ
〕
に
つ
い
て
の
上
の
解
釈
を
踏
ま
え
る
な
ら
、

B
版
第
六
研
究
に
お
い
て
も
上
記
の
三
つ
の
意
味
志
向
に
つ
い
て
の
区
別
が
な
さ

れ
る
は
ず
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
一
九
二
一
年

に
公
刊
さ
れ
た
B
版
第
六
研
究
は
A
版
の
微
修
正
版
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
そ
の
よ

う
な
区
別
を
読
み
取
る
こ
と
が
難
し
い
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
公
刊
さ
れ
たB

版

に
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
意
味
志
向
の
区
別
の
詳
細
を
、
二
種
の
テ
ク
ス
ト
に
即
し

て
確
認
し
た
い
。

第
一
に
確
認
す
べ
き
は
、『
論
研
』
の
書
き
換
え
の
た
め
の
草
稿
の
う
ち
、
特

に
一
九
一
三
年
か
ら
一
四
年
の
間
に
執
筆
さ
れ
た
草
稿
に
見
ら
れ
るsignitive	

Intention

とsignifikative	Intention

の
区
別
で
あ
る
。『
論
研
』
A
版
で

はsignitiv

とsignifikativ

と
い
う
形
容
詞
は
区
別
な
く
用
い
ら
れ
て
い
た
が

（X
IX

/1,	A
506

）、
一
九
一
三
年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
草
稿

に
お
い
て
は
、「intuitive	Intentionen

を
、
空
虚
に
外
側
を
示
す
志
向
の
す
べ

てalle	leer	hinausw
eisenden	Intentionen

に
拡
張
す
る
」
と
い
う
A
版
の

試
み
が
誤
っ
て
い
た
こ
と
が
注
記
さ
れ
る
（X

X
/1,	91

）。
そ
し
て
こ
の
誤
り

を
修
正
す
る
た
め
に
、
一
九
一
四
年
の
草
稿
に
お
い
てsignitive	Intention

と

signifikative	Intention

の
区
別
が
な
さ
れ
る
（X

X
/2,	204

）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

signitive	Intention

と
は
記
号
が
与
え
ら
れ
た
と
き
に
私
た
ち
が
最
初
に
も
つ
志

向
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
記
号
を
何
ら
か
の
意
味
を
も
つ
表
現
と
見
な
し
、
そ
の
表

現
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
対
象
に
向
か
う
志
向
で
あ
る
。
特
筆
す
べ
き
は
、
そ
の

よ
う
な
志
向
は
、
対
象
が
直
観
的
に
与
え
ら
れ
る
に
先
立
っ
て
、
た
だ
表
現
の
意

味
が
理
解
さ
れ
、
表
現
が
指
示
す
る
対
象
へ
の
志
向
が
可
能
に
な
る
だ
け
で
「
充

実
」
に
至
る
と
い
う
点
で
あ
る
（X

X
/2,	204

）。
そ
し
て
、
そ
の
あ
と
に
つ
づ

くsignifikative	Intention

は
、
対
象
が
「
直
観
の
中
で
」
与
え
ら
れ
る
こ
と
で

「
充
実
」
に
至
る
（X

X
/2,	205.	

な
お
以
下
で
は
吉
川
に
な
ら
っ
て
、signitive	

Intention

を
「
記
号
的
志
向
」、signifikative	Intention

を
「
表
意
的
志
向
」

と
訳
し
分
け
る	

⑹

）。
こ
れ
に
よ
り
、
A
版
で
区
別
な
く
「
表
意
的
志
向
」
と
呼

ば
れ
て
い
た
意
味
志
向
α
と
β
の
区
別
が
可
能
に
な
る
。
す
な
わ
ち
意
味
志
向
β

は
記
号
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
て
は
い
る
が
未
だ
ま
っ
た
く
直
観
さ
れ
て
い
な
い
対

象
に
向
か
う
志
向
で
あ
る
と
い
う
点
で
記
号
的
志
向
で
あ
り
、
意
味
志
向
α
は
、

記
号
的
志
向
が
充
実
し
た
あ
と
で
さ
ら
に
部
分
的
に
直
観
さ
れ
た
対
象
に
向
か
う

志
向
で
あ
る
と
い
う
点
で
表
意
的
志
向
で
あ
る
。

第
二
に
確
認
す
べ
き
は
、『
イ
デ
ー
ン
I
』（
一
九
一
三
）
で
確
立
し
たSinn

と

Bedeutung

の
区
別
で
あ
る
。
公
刊
さ
れ
た
『
論
研
』
に
お
い
て
は
、
両
者
は
同

義
と
さ
れ
る
が
（X

IX
/1,	A

52;	B
1 52

）、『
イ
デ
ー
ン
I
』
に
お
い
て
は
、
両
者

は
次
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
（
な
お
以
下
で
は
、
邦
訳
に
な
ら
っ
てSinn

を
「
意

味
」、Bedeutung

を
「
意
義
」
と
訳
し
分
け
る
）。
同
書
で
は
意
味
は
専
ら
「
ノ

エ
マ
的
意
味noem

atisher	Sinn

」
と
し
て
扱
わ
れ
る
（III/1,	301

）。
そ
れ
は
、
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現
象
学
的
還
元
の
後
に
作
用
の
志
向
的
相
関
者
と
し
て
反
省
的
に
見
出
さ
れ
る
ノ

エ
マ
か
ら
、
存
在
の
仕
方
等
に
関
わ
る
「
性
格
」
と
、
明
晰
に
意
識
さ
れ
て
い

る
か
否
か
等
の
「
意
識
の
さ
れ
方
」
を
捨
象
し
た
後
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

「
し
か
じ
か
の
も
の
と
し
て
思
念
さ
れ
た
も
のGem

eintes	als	solches

」
と
表

さ
れ
る
（III/1,	297,	300,	286

）。
よ
っ
て
志
向
的
体
験
は
、
何
か
を
思
念
し
て

い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
す
べ
て
ノ
エ
マ
的
意
味
を
も
つ
。
こ
れ
に
対
し
、「
意
義

Bedeutung

」
は
、
例
え
ば
知
覚
の
後
に
つ
づ
け
て
「
思
考
し
た
りdenken

」、「
言

表
し
た
りaussagen

」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ノ
エ
マ
に
付
け
加
わ
る
「
新
た
な

層
」
で
あ
る
（III/1,	285-286

）。
た
だ
し
そ
れ
は
単
に
付
け
加
わ
る
だ
け
で
な

く
、
ノ
エ
マ
的
意
味
に
「
適
合
し
」、
そ
れ
を
「「
ロ
ゴ
ス
」
の
領
分
、
す
な
わ
ち
、

概
念
的
か
つ
「
普
遍
的
」
な
も
の
の
領
分
へ
と
高
め
る
」
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る

（III/1,	286

）。
そ
の
よ
う
に
ノ
エ
マ
的
意
味
に
適
合
し
つ
つ
そ
れ
を
別
の
領
分

に
お
い
て
映
し
だ
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
意
義
と
ノ
エ
マ
的
意
味

の
関
係
は
、『
論
研
』
に
お
け
る
意
味
と
対
象
の
関
係
と
同
様
に
、
前
者
が
後
者
を

「
鏡
映
す
るw

iderspiegeln

」
と
い
う
関
係
で
あ
る
と
さ
れ
る
（III/1,	286

）。

こ
の
鏡
映
関
係
と
い
う
論
点
に
お
い
て
、
方
法
論
や
用
語
法
に
関
す
る
違
い
を

考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
い
え
、『
イ
デ
ー
ン
I
』
は
、『
論
研
』
と
密
接
に
関
わ

る
。
実
際
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
一
九
一
三
年
七
月
の
草
稿
に
お
い
て
、
B
版
第
五
研

究
に
お
け
る
志
向
的
体
験
の
「
質
料
と
志
向
的
本
質
」
に
つ
い
て
の
記
述
を
踏
ま

え
、
B
版
第
六
研
究
を
、
そ
れ
ら
に
相
関
す
る
「
対
象
の
与
え
ら
れ
方
」
と
し
て

の
「
ノ
エ
マ
」
の
記
述
を
行
う
も
の
と
し
て
構
想
し
て
い
る
（X

X
/1,	58

）。
こ

の
事
実
を
踏
ま
え
る
と
、『
論
研
』
A
版
で
の
意
味
志
向Bedeutungsintention

の
一
種
と
し
て
の
意
味
志
向
γ
は
、
正
確
に
言
え
ば
、『
イ
デ
ー
ン
I
』
で
の
「
意

義Bedeutung

」
に
相
当
す
る
も
の
に
向
か
う
志
向
で
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
。

こ
の
解
釈
は
、『
論
研
』
で
の
意
味
志
向
を
め
ぐ
る
論
述
を
『
イ
デ
ー
ン
I
』
に
接

続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
書
に
お
け
る
ノ
エ
マ
的
意
味
と
意
義
の
鏡
映
関
係
を

問
い
直
す	

⑺

た
め
の
新
た
な
視
座
を
提
供
し
う
る
。

三　

結
び

本
論
文
が
冒
頭
で
設
定
し
た
問
題
は〈『
論
研
』第
四
研
究
第
四
節
に
お
け
る「
鏡

映
」
の
比
喩
の
書
き
換
え
は
、
第
六
研
究
に
お
け
る
「
意
味
志
向
」
の
書
き
換
え

を
、
ど
の
よ
う
に
予
告
し
て
い
る
か
〉で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
、

ま
ず
本
論
文
第
一
節
は
、
同
書
で
の
鏡
映
の
比
喩
の
役
割
が
、〈
文
法
法
則
に
よ
っ

て
表
現
の
範
囲
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
な
意

味
の
範
囲
と
合
致
さ
せ
、
狭
義
の
論
理
法
則
に
よ
っ
て
意
味
の
範
囲
を
制
限
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
な
対
象
の
範
囲
と
合
致
さ
せ
る
〉

と
い
う
関
係
を
表
す
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
の
上
で
本
論
文
第
二
節
は
、
特

に
意
味
と
対
象
の
鏡
映
関
係
に
関
わ
る
A
版
の
記
述
〔
ア
〕
と
B
版
の
記
述
〔
イ
〕

の
比
較
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、「
意
味
志
向
」を
α
、
β
、
γ
の
三
つ
に
分
け
、

本
来
こ
の
鏡
映
関
係
に
お
い
て
扱
わ
れ
る
べ
き
意
味
志
向
が
γ
で
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
〔
ア
〕
で
は
そ
れ
が
α
あ
る
い
は
β
で
あ
る
か
の
よ
う
な
言
い
回
し
が

な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
、
こ
の
意
味
志
向
を
意
味
志
向
γ
に
限
定
し
よ
う

と
す
る
試
み
を
〔
ア
〕
か
ら
〔
イ
〕
へ
の
書
き
換
え
に
お
い
て
読
み
取
っ
た
。
そ

し
て
こ
の
試
み
に
よ
り
、
第
六
研
究
に
お
け
る
「
意
味
志
向
」
の
書
き
換
え
は
次

の
よ
う
に
予
告
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
A
版
で
は
区
別
な
く
用
い
ら
れ
て
い
た
意

味
志
向
と
い
う
語
が
、
書
き
換
え
の
後
に
は
、
表
意
的
志
向
（
＝
意
味
志
向
α
）、

記
号
的
志
向
（
＝
意
味
志
向
β
）、
意
義
に
向
か
う
志
向
（
＝
意
味
志
向
γ
）
と

な
る
は
ず
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
全
集X

X
/1

巻
所
収
の
体
系
的
叙
述
の
欠
落
部
分

を
補
完
し
て
『
論
研
』
書
き
換
え
の
構
想
を
推
測
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
区

別
が
一
つ
の
指
針
と
な
る
だ
ろ
う	

⑻

。



136

注※　

H
usserliana

か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
、
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア

数
字
で
表
す
。
た
だ
しLogische U

ntersuchungen

に
つ
い
て
は
、
第
一
版（
A
版
）

と
第
二
版
（
B
版
）
の
頁
数
を
記
す
。

⑴　

こ
の
一
度
目
の
書
き
換
え
の
詳
細
に
つ
い
て
は
佐
藤
二
〇
一
六
を
参
照
。

⑵　

こ
の
関
係
を
志
向
的
本
質
の
実
的
な
内
容
へ
の
「
例
化
」
と
し
て
整
理
し
た
研
究

と
し
て
、D

rum
m

ond	1990,	p.	34-37

を
参
照
。

⑶　

意
味
志
向
α
と
β
に
対
応
す
る
区
別
が
A
版
に
欠
け
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
、Bernet	2008,	S.	198

に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑷　

特
に
『
論
研
』
と
の
関
連
を
述
べ
た
箇
所
と
し
て
はH

usserliana,	Bd.	X
V

I,	S.35

を
参
照
。

⑸　

特
にH

usserliana,	Bd.	X
X

V
I,	S.	30-38

を
参
照
。
ま
た
『
論
研
』
と
『
イ
デ
ー

ン
I
』
と
の
関
連
で
同
講
義
の
位
置
づ
け
を
論
じ
た
研
究
と
し
て
植
村
二
〇
〇
九
、

富
山
二
〇
一
〇
を
参
照
。

⑹　

吉
川
二
〇
一
一
、二
三
八
頁
。
ま
た
こ
れ
ら
の
志
向
に
つ
い
て
の
詳
説
と
し
て

M
elle	1999

、
佐
藤
二
〇
一
六
を
参
照
。

⑺　

例
え
ばT

engelyi	2007

は
ノ
エ
マ
的
意
味
の
意
義
に
対
す
る
余
剰
の
可
能
性
を
指

摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
論
研
』
で
フ
ッ
サ
ー
ル
が
懸
念
し
て
い
た
余
剰
と
は
逆
方

向
の
余
剰
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑻　

本
論
文
を
準
備
す
る
段
階
で
三
村
尚
彦
、
小
林
道
太
郎
、
山
口
弘
多
郎
、
栁
川
耕

平
の
各
氏
か
ら
有
益
な
助
言
を
頂
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
付
記
）
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費16J03429

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

躁
（m

ania

）
状
態
は
、
双
極
性
障
害
（
躁
う
つ
病
）
の
症
状
の
一
つ
で
あ
る
。

国
際
的
な
診
断
基
準
で
あ
るD

SM
-5

（A
PA

	2013
）
に
よ
る
定
義
で
は
、
双
極

性
障
害
は
、
躁
状
態
と
う
つ
（depression

）
状
態
を
繰
り
返
す
精
神
障
害
で
あ

る
。
気
力
の
減
退
や
活
動
力
の
低
下
を
示
す
う
つ
状
態
と
は
対
照
的
に
、
躁
状
態

は
多
幸
感
あ
る
い
は
苛
立
っ
た
気
分
を
基
本
と
し
、
目
的
志
向
的
行
動
の
増
加
や

睡
眠
欲
求
の
減
退
と
い
っ
た
変
化
を
伴
う
、
い
わ
ば
「
活
動
的
に
な
り
過
ぎ
る
」

症
状
で
あ
る
。

だ
が
、
通
常
は
精
神
医
学
的
問
題
だ
と
さ
れ
る
躁
状
態
が
、
な
ぜ
哲
学
の
問
題

と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
躁
状
態
の
主
観
的
側
面
に
つ
い
て
二
つ
の
解
釈

が
対
立
す
る
か
ら
で
あ
る	

⑴

。
一
つ
目
の
解
釈
は
、
①
躁
状
態
（
特
に
多
幸
感

を
伴
う
も
の
）
は
、
主
観
的
に
は
否
定
的
な
契
機
を
欠
い
た
「
理
想
の
」
状
態
で

あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
当
事
者
は
し
ば
し
ば
躁
状
態
を
社
会
的
に
価
値
の
あ

る
活
動
の
増
加
な
ど
に
結
び
つ
け
、
病
識
を
持
た
な
い
。
心
理
学
者
で
あ
り
、
双

極
性
障
害
の
当
事
者
で
あ
る
ジ
ャ
ミ
ソ
ン
は
、
自
身
の
躁
状
態
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
書
い
て
い
る
。「
わ
た
し
の
躁
病
は
［
…
］
と
て
も
愉
快
な
気
分
と
思
考
の

奔
流
、
新
し
い
ア
イ
デ
ア
を
論
文
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
実
ら
せ
る
無
尽
蔵
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
生
む
陶
酔
境
の
よ
う
だ
っ
た
」（Jam

ison	1995;	

邦
訳p.	4

）。
現
象
学

的
精
神
病
理
学
の
伝
統
の
中
で
も
、
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
ー
は
躁
状
態
を
「
気
分
・
認

識
の
楽
観
主
義
」（Binsw

anger	1933

）
と
特
徴
付
け
、
不
安
と
い
っ
た
一
切

の
否
定
的
な
契
機
を
欠
い
た
状
態
で
あ
る
と
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
と
は
両
立
し
難
い
側
面
も
ま
た
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
ク
ラ
ウ
ス
（K

raus	1977

）
は
躁
状
態
に
は
潜
在
的
な
不
安
が
あ
る
と
述
べ

て
い
る
上
に
、
ガ
ミ
ー
（Ghaem

i	2013

）
は
躁
状
態
の
中
核
的
特
徴
と
し
て
精

神
運
動
焦
燥
（psychom

otor	agitation;	

不
安
か
ら
く
る
苛
立
ち
）
を
挙
げ
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
、
②
躁
状
態
に
は
否
定
的
な
契
機
が
あ
り
、
躁
状
態
は
い
わ
ば

「
不
安
の
裏
返
し
」
で
あ
る
と
い
う
も
う
一
つ
の
解
釈
に
ま
と
め
上
げ
ら
れ
る
。

こ
の
症
状
の
背
後
に
は
、
た
と
え
多
く
の
場
合
明
示
的
で
な
く
と
も
、
不
安（
や
、

そ
れ
と
相
互
的
に
関
わ
る
孤
独
感
や
対
人
関
係
な
ど
で
の
ス
ト
レ
ス
）
の
よ
う
な

否
定
的
な
契
機
が
隠
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

躁
状
態
が
不
安
な
の
か
ど
う
か
に
答
え
る
た
め
に
は
、
必
ず
し
も
実
験
や
質
問

紙
か
ら
得
ら
れ
た
定
量
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
く
統
計
的
手
法
な
ど
だ
け
で
は
十
分

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
対
立
は
不
安
や
気
分
の
良
さ
と
い
っ
た
概
念
を

ど
う
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
と
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
解
決
の
た

双
極
性
障
害
の
躁
状
態
に
お
け
る
不
合
理
な
物
語
的
自
己
と
幸
福谷

内

洋

介
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め
に
は
、
人
間
の
主
観
性
の
構
造
に
つ
い
て
の
考
察
、
特
に
現
象
学
、
が
必
要
と

な
る
。

ま
た
、
こ
の
解
釈
の
対
立
は
、
さ
ら
な
る
哲
学
的
問
題
を
も
孕
む
。
そ
れ
は
、

躁
状
態
は
主
観
的
に
見
た
際
に
、
幸
福
と
言
え
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
で
あ

る
。
た
だ
し
、
本
論
考
の
中
で
は
、
躁
状
態
が
幸
福
と
言
え
る
の
か
ど
う
か
に
つ

い
て
、
回
答
は
出
せ
な
い	
⑵

。
だ
が
そ
の
代
わ
り
、
不
安
に
つ
い
て
の
論
考
か

ら
幸
福
の
問
題
に
つ
い
て
一
定
の
展
望
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
は
こ
れ
ら
の
課
題
を
、
解
釈
学
的
現
象
学
の
立
場
か
ら
、
当
事
者
の
手
記

を
頼
り
に
遂
行
す
る
。
本
稿
は
手
記
を
デ
ー
タ
と
し
て
用
い
る
の
で
は
な
く
、
病

理
経
験
の
「
証
言
（testim

ony

）」（Ratcliffe	2015

）、
つ
ま
り
、
当
事
者
の
主

観
的
経
験
を
再
構
成
す
る
た
め
の
証
拠
と
し
て
扱
う
。（
手
記
の
他
に
も
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
や
質
問
紙
な
ど
、
様
々
な
証
言
が
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
こ
で
は
後

述
の
理
由
に
よ
り
、
手
記
記
述
を
用
い
る
）⑶

。
手
法
と
し
て
は
、
リ
ク
ー
ル

（Ricœ
ur	1983,	1985,	1990

）
の
物
語
的
自
己
論
の
概
念
を
応
用
す
る	

⑷

。
な

ぜ
な
ら
、
リ
ク
ー
ル
の
理
論
は
、
手
記
の
自
己
物
語
を
解
釈
す
る
上
で
有
効
だ
か

ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
以
下
で
の
主
な
目
標
は
、
リ
ク
ー
ル
の
正
確
な
解
釈
で
は

な
く
、
上
記
の
対
立
を
解
消
す
る
上
で
役
立
つ
概
念
を
抽
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。

以
下
で
は
ま
ず
、
物
語
的
自
己
に
関
す
る
リ
ク
ー
ル
の
理
論
を
本
稿
の
課
題
に

即
し
て
抽
出
し
（
１
節
）、
次
に
当
事
者
に
よ
る
躁
状
態
の
手
記
か
ら
不
安
の
問

題
と
関
わ
る
特
徴
を
挙
げ
（
２
節
）、
リ
ク
ー
ル
の
理
論
か
ら
分
析
す
る
。
結
果
、

②
の
解
釈
が
支
持
さ
れ
る	

⑸

。
ま
た
、
以
上
で
の
結
論
を
踏
ま
え
て
幸
福
に
つ

い
て
の
対
立
を
解
決
す
る
た
め
に
何
を
問
う
べ
き
か
を
考
察
す
る
（
３
節
）。

１	

リ
ク
ー
ル
の
物
語
的
自
己
論

リ
ク
ー
ル
は
、『
時
間
と
物
語I

』（Ricœ
ur	1983

）
の
中
で
、
時
間
論
の
一
部

と
し
て
物
語
一
般
（
歴
史
や
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
の
性
質
に
つ
い
て
の
論
考
を
展
開

し
、『
時
間
と
物
語III

』（Ricœ
ur	1985

）
で
は
、
さ
ら
に
こ
れ
を
自
己
の
問
題

に
応
用
す
る
必
要
性
を
論
じ
た
。
そ
し
て『
他
者
の
よ
う
な
自
己
自
身
』（Ricœ

ur	
1990

）
に
て
、
こ
れ
ら
の
著
書
で
の
成
果
や
問
題
を
継
承
し
て
自
己
物
語
に
焦
点

を
当
て
た
自
己
論
を
展
開
し
た
。

リ
ク
ー
ル
は
物
語
の
発
展
構
造
の
中
で
も
「
統
合
形
象
化
（configuration

）」、

つ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
を
、
一
貫
し
た
筋
を
も
っ
た
話
へ
と
ま
と
め
あ

げ
る
働
き
を
重
視
し
た
。
統
合
形
象
化
は
、「
不
調
和
を
起
こ
し
つ
つ
の
調
和

（discordant	concordance

）」
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
調
和
は
、
筋
が
ま

と
ま
る
方
向
へ
と
物
語
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
を
回
収
す
る
働
き
で
あ
り
、
不
調
和

は
そ
う
し
た
筋
の
ま
と
ま
り
を
乱
す
要
因
で
あ
る
。
以
下
、
両
者
の
躁
状
態
と
関

わ
る
側
面
を
ま
と
め
る
。

・
全
体
性
を
持
つ
こ
と
と
し
て
の
調
和

物
語
が
物
語
と
し
て
「
ま
と
ま
っ
て
い
る
（
＝
調
和
し
て
い
る
）」
と
言
え
る

た
め
に
は
何
が
必
要
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
あ
る
日
太
郎
が
A
を
行
い
、
次
の
日

B
を
行
い
、
三
日
目
に
C
を
し
た
と
い
う
記
述
は
、
リ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
そ
れ
自

体
で
は
物
語
で
は
な
く
、
単
に
時
系
列
順
に
並
べ
ら
れ
た
年
代
記
に
過
ぎ
な
い
。

年
代
記
で
の
、「
あ
る
出
来
事
が
起
き
た
次
に
、
他
の
出
来
事
が
起
き
た
」
と
い
う

関
係
で
は
、
出
来
事
同
士
は
単
に
偶
然
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、「
全
体

性
」
を
形
作
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
全
体
性
の
あ
る
物
語
の
中
で
は
、
出

来
事
同
士
は
「
あ
る
出
来
事
が
起
き
た
か
ら
他
の
出
来
事
が
起
き
た
」
と
い
う
必

然
的
あ
る
い
は
蓋
然
的
な
関
係
を
結
ぶ
。「
王
が
死
ん
だ
。
そ
し
て
女
王
が
死
ん

だ
。」
と
い
う
叙
述
は
単
な
る
年
代
記
だ
が
、「
王
が
死
ん
だ
。
そ
の
悲
し
み
で
女

王
が
死
ん
だ
」は
物
語
で
あ
る（Ricœ

ur	1983

）。
こ
の
よ
う
な
関
係
を
、
リ
ク
ー

ル
は
「
論
理
的
な
」
関
係
と
呼
ん
だ
が
、
こ
の
呼
び
方
は
物
語
の
出
来
事
の
間
に
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演
繹
的
で
普
遍
的
な
意
味
を
込
め
て
し
ま
う
き
ら
い
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ

で
は
「
合
理
的
な
」
関
係
と
い
う
呼
び
方
に
変
更
し
よ
う
。
た
だ
し
、
リ
ク
ー
ル

の
言
う
「
論
理
的
な
」
関
係
は
、
物
語
の
持
つ
調
和
の
関
係
の
一
部
で
し
か
な
く
、

そ
の
中
に
は
完
結
性
や
適
切
な
大
き
さ
と
い
っ
た
要
素
も
含
ま
れ
る
。

・
不
調
和
と
し
て
の
期
待
外
れ

だ
が
、
物
語
の
出
来
事
は
常
に
ま
と
ま
り
を
成
す
の
で
は
な
く
、
時
に
そ
の
調

和
を
崩
す
要
因
に
脅
か
さ
れ
る
。
こ
れ
が
不
調
和
で
あ
る
。
不
調
和
に
は
、
ど
ん

で
ん
返
し
や
主
人
公
の
持
つ
意
図
の
間
の
対
立
な
ど
様
々
な
も
の
が
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
「
期
待
外
れ
」
と
私
が
呼
び
た
い
要
因
に
着
目
す
る
。
以
下
の
引
用
か
ら

分
か
る
通
り
、
リ
ク
ー
ル
は
期
待
外
れ
を
不
調
和
の
う
ち
に
含
め
て
い
る
。

　

単
純
な
生
起
と
し
て
の
出
来
事
は
、
以
前
の
出
来
事
の
経
過
に
よ
っ
て
つ
く

り
だ
さ
れ
た
期
待
を
は
ぐ
ら
か
す
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
は
単
に
、
思
い
も
か

け
な
い
、
意
外
な
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
ス
ト
ー
リ
ー
を
構
成
す
る
一

部
と
な
る
の
は
、
そ
の
終
点
に
達
し
た
時
間
の
全
体
か
ら
発
す
る
、
い
わ
ば

う
し
ろ
む
き
の
必
然
性
に
よ
っ
て
、
ひ
と
た
び
変
容
さ
れ
て
、
事
後
に
理
解

さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
必
然
性
は
物
語
的
必
然
性
で
あ
っ
て
、

そ
の
意
味
効
果
は
統
合
形
象
化
の
行
為
そ
の
も
の
か
ら
発
す
る
。（Ricœ

ur	
1990,	p.	170;	

邦
訳p.	184

）

彼
の
言
う
期
待
と
は
、
人
生
の
流
れ
の
中
で
必
然
的
に
起
き
る
出
来
事
を
予
測

す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
偶
然
的
な
出
来
事
は
期
待
を
は
ぐ
ら

か
し
た
後
、
物
語
の
中
へ
統
合
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

・
調
和
と
不
調
和
と
の
関
係

調
和
と
不
調
和
の
関
係
を
ま
と
め
る
。
物
語
が
展
開
し
て
い
く
上
で
、
筋
に
対

し
て
不
調
和
な
要
素
が
必
ず
関
わ
る
。
こ
の
不
調
和
を
調
和
へ
と
回
収
す
る
作
用

が
統
合
形
象
化
で
あ
る
。こ
こ
で
は
、
不
調
和
の
中
で
は
期
待
外
れ
と
い
う
契
機
、

そ
し
て
調
和
の
中
で
は
全
体
性
と
い
う
要
素
の
み
に
着
目
し
た
が
、
こ
れ
は
自
己

物
語
の
展
開
の
仕
方
を
表
し
た
一
つ
の
重
要
な
モ
デ
ル
だ
と
言
え
る
。
期
待
外
れ

が
起
き
て
も
、
そ
れ
を
合
理
的
に
つ
な
が
っ
た
物
語
へ
回
収
す
る
運
動
が
起
き
る

こ
と
に
よ
り
、
自
己
物
語
が
形
作
ら
れ
る
。

２	

双
極
性
障
害
当
事
者
の
手
記
に
見
ら
れ
る
自
己
物
語
の
特
異
性

リ
ク
ー
ル
が
扱
う
物
語
は
、
正
常
な
自
己
物
語
や
、
良
く
書
か
れ
た
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
や
歴
史
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
躁
状
態
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
上
記
の

よ
う
な
正
常
な
物
語
か
ら
の
偏
差
が
何
か
を
突
き
止
め
、
そ
れ
を
分
析
す
る
こ
と

が
有
効
で
あ
る
。
ま
ず
、
手
記
か
ら
躁
状
態
の
特
異
性
を
確
認
す
る
。

双
極
性
障
害
者
の
躁
状
態
に
関
す
る
手
記
に
は
、
通
常
の
自
己
記
述
と
は
異
な

る
要
素
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
が
①
非
合
理
性
と
、
②
不
完
全
性
の
拒
否
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
双
極
性
障
害
に
関
す
る
心
理
学
的
な
研
究
の
中
で
も
す
で
に
言
わ

れ
て
お
り
、
例
え
ば
ラ
ム
ら
（Lam

	et	al.	2004

）
は
、
双
極
性
患
者
に
は
「
非

機
能
的
認
知
（
認
知
行
動
療
法
の
術
語
で
あ
り
、
不
合
理
な
認
知
と
言
い
換
え
得

る
）」
の
傾
向
、
特
に
「
達
成
目
標
（
完
璧
主
義
、
こ
こ
で
論
じ
る
不
完
全
性
の

拒
否
と
関
連
す
る
。）」
の
傾
向
が
う
つ
病
患
者
と
比
較
し
て
高
い
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
解
釈
学
的
現
象
学
的
な
研
究
に
お
い
て
は
、
具
体
的
な
手
記
記

述
を
も
と
に
、
非
合
理
性
や
完
全
性
と
い
っ
た
概
念
と
の
関
係
を
問
い
な
お
す
こ

と
が
な
お
必
要
で
あ
る
。

①
非
合
理
性

非
合
理
性
に
つ
い
て
は
、
双
極
性
障
害
当
事
者
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
が
、
自
伝

のI

’m not Crazy but just Bipolar

（W
illiam

son	2009

）
に
記
し
た
自
己
記

述
が
そ
の
特
徴
を
捉
え
て
い
る
。

　

私
は
あ
ま
り
に
多
く
の
こ
と
を
と
て
も
た
く
さ
ん
の
レ
ベ
ル
で
行
な
お
う
と
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し
て
い
ま
し
た
。［
…
］
た
く
さ
ん
の
「
べ
き
（shoulds

）」
を
行
い
、
行

な
お
う
と
し
、
起
こ
そ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
「
べ
き
」
は
も
っ
と
も

な
こ
と
に
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ら
を
足
し
合
わ
せ
、
ち
ょ
っ
と
し
た

パ
ラ
ノ
イ
ア
を
挟
み
込
む
と
、
も
は
や
野
心
と
名
付
け
ら
れ
る
代
物
で
は
な

く
な
っ
て
い
ま
し
た
。	

（W
illiam

son	2009	p.	26-27

）

こ
の
記
述
か
ら
は
彼
女
の
躁
状
態
に
つ
い
て
二
つ
の
特
徴
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
。
一
つ
が
、（
あ
ま
り
に
）
多
く
の
も
の
ご
と
を
こ
な
そ
う
と
し
て
お
り
、

そ
れ
が
「
べ
き
」、
つ
ま
り
、
為
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
が
、
そ
れ
ら
を
ま
と
ま
り
と
し
て
捉
え
た

時
に
、
全
体
と
し
て
何
ら
か
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
意

図
（
野
心
）
を
形
成
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
手
記
記
述
が
非
合
理
性
を
示
す
証
言
で
あ
る
と
解
釈
す
る
に
際
し
て
二
つ

の
点
を
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
点
目
は
合
理
性
の
基
準
で
あ
る
。
言
動
が
合

理
的
だ
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
一
定
の
意
図
・
信
念
・
欲
求
な
ど
に
基
づ
い

て
物
語
的
に
整
理
さ
れ
得
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
の

記
述
は
非
合
理
的
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
点
目
は
、
こ
の
記
述
が
回
顧

的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
関
わ
る
。
当
時
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
の
経
験
と
、

記
述
の
時
点
で
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
の
整
理
と
は
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
こ
こ
で
は
、
経
験
は
一
定
の
理
論
的
な
枠
組
み
に
基
づ
い
て
整
理
さ
れ
る
と
い

う
点
を
指
摘
し
た
い
。
手
記
か
ら
は
、
お
そ
ら
く
彼
女
自
身
の
中
で
躁
状
態
の
時

に
、
自
分
自
身
の
行
動
の
ま
と
ま
り
が
全
体
と
し
て
の
意
図
を
形
成
し
て
い
る
か

ど
う
か
を
見
る
枠
組
み
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
だ
が
彼
女
は
事
後
的
に
そ
の
枠

組
み
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
過
去
の
経
験
を
記
述
し
直
し
て
い
る
。
当
時
に

そ
の
枠
組
み
が
な
か
っ
た
点
、
お
よ
び
、
現
在
の
視
点
か
ら
見
た
際
に
、
当
時
の

経
験
が
ま
と
ま
っ
た
野
心
が
あ
る
も
の
と
見
ら
れ
な
い
と
い
う
懸
隔
自
体
が
、
当

時
の
言
動
の
あ
り
方
の
非
合
理
性
を
示
す
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
症
状
の
最
中
に
書

か
れ
た
手
記
な
ど
よ
り
も
整
理
さ
れ
た
手
記
記
述
が
優
れ
て
い
る
点
は
（
生
の
情

動
経
験
を
歪
ん
で
伝
え
る
と
い
う
欠
点
は
あ
る
も
の
の
）、
手
記
自
体
が
当
事
者

に
よ
る
こ
う
し
た
（
解
釈
学
的
現
象
学
的
）
理
論
化
を
含
ん
で
い
る
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
現
象
学
者
に
よ
る
理
論
化
よ
り
も
経
験
に
即
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

②
不
完
全
性
の
拒
否

次
に
、
躁
状
態
の
自
己
記
述
に
見
ら
れ
る
第
二
の
特
徴
を
指
摘
し
た
い
。
そ
れ

は
、
不
完
全
性
の
拒
否
と
私
が
呼
び
た
い
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
躁
状
態
で
は

当
事
者
は
自
己
に
つ
い
て
否
定
的
な
も
の
を
示
す
も
の
ご
と
・
出
来
事
が
未
来
に

生
じ
る
こ
と
を
忌
避
し
た
り
、
そ
う
し
た
も
の
ご
と
・
出
来
事
が
す
で
に
生
起
し

た
事
実
自
体
を
認
め
ま
い
と
し
た
り
す
る
傾
向
を
意
味
す
る
。

ク
ラ
ウ
ス
（K

raus	1977

）
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
患
者
Z
の
言
葉
は
前
者
の

点
を
非
常
に
明
瞭
に
示
唆
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
ク
ラ
ウ
ス
は
、
躁
病
者
が

規
範
的
な
あ
り
か
た
に
過
剰
に
同
一
化
す
る
こ
と
は
た
し
か
に
自
信
に
他
な
ら
な

い
が
、
同
時
に
背
後
に
潜
在
的
な
不
安
が
あ
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
と
述
べ

る
。
そ
の
例
と
し
て
、
患
者
Z
の
以
下
の
よ
う
な
言
葉
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

躁
の
と
き
は
私
が
物
事
の
尺
度
で
す
。
あ
る
も
の
が
本
当
か
否
か
、
よ
い

か
ど
う
か
が
ま
る
で
私
の
恩
寵
の
み
に
か
か
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
私

が
あ
ま
り
に
も
完
全
で
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
あ
ま
り
に
も
賢
い
の
で
、
他
の

人
々
す
べ
て
を
批
判
で
き
る
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
　

私
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
こ
と
は
、
私
の
賢
明
さ
、
私
の
非
の
打
ち
ど

こ
ろ
の
無
い
振
る
舞
い
、
私
の
善
行
、
私
の
正
し
さ
に
つ
い
て
他
の
人
々
か

ら
確
証
を
得
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
を
結
局
の
と
こ
ろ
誇
張
す
る
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こ
と
に
よ
っ
て
、
ほ
か
の
人
々
に
納
得
さ
せ
よ
う
と
必
死
に
努
力
し
ま
す
。

私
が
そ
の
確
証
を
他
の
人
々
か
ら
引
き
出
せ
な
い
と
き
に
は
、
私
は
彼
ら
に

―
見
捨
て
ら
れ
た
よ
う
に
―
何
の
希
望
も
な
く
引
き
渡
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と

感
じ
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
い
つ
も
実
際
以
上
の
自
分
を

示
す
こ
と
を
む
ね
と
し
、
是
が
非
で
も
私
の
正
当
性
を
高
め
て
、
私
の
威
光

と
強
大
さ
に
比
べ
る
と
他
の
人
々
が
い
か
に
間
違
い
だ
ら
け
で
、
く
だ
ら
な

く
、
何
と
弱
い
か
を
立
証
し
よ
う
と
つ
と
め
ま
す
。（K

raus	1977	p.	35;	

邦
訳	p.70;	

傍
線
は
引
用
者
）。

躁
状
態
の
Z
は
非
常
に
強
い
自
信
を
持
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
の
振
る
舞
い

は
他
者
か
ら
決
し
て
不
完
全
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
悟
ら
れ
ま
い
と
す
る
努
力
に

よ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
自
分
の
不
完
全
性
を
示
す
事
柄
を
起
こ
さ
な
い
た
め
の
努
力
と

同
時
に
、
不
完
全
性
を
示
す
よ
う
な
出
来
事
が
起
き
た
際
に
そ
れ
が
あ
た
か
も
起

き
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
解
釈
も
行
な
わ
れ
る
。
例
え
ば
躁
状
態
の
中
核
的
な
症

状
の
一
つ
で
も
あ
る
怒
り
は
、
不
完
全
性
を
自
己
で
は
な
く
、
世
界
や
他
者
の

側
に
帰
属
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
を
守
る
た
め
の
認
知
的
対
処
法
だ
と
言
え

る	

⑹

。

３	

手
記
に
見
ら
れ
た
特
徴
の
根
底
に
あ
る
、
調
和
と
不
調
和
の
あ
り
方
の
変
容

こ
の
二
つ
の
特
徴
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
リ

ク
ー
ル
の
調
和
と
不
調
和
の
関
係
の
観
点
か
ら
、
不
完
全
性
の
拒
否
が
非
合
理
性

の
根
底
に
あ
る
と
述
べ
る
。

ま
ず
前
者
の
非
合
理
性
は
、
自
己
物
語
の
調
和
の
喪
失
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
不
完
全
性
を
示
す
出
来
事
の
拒
否
は
、
不
調
和
の
あ
り
方
の
変
化
を
示

す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
期
待
外
れ
の
結
果
に
対
す
る
否
定
的
な
価
値
付
け
が
重
く

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
重
い
と
言
え
る
根
拠
は
、
不
調
和
な
出
来
事

が
な
く
な
る
ま
で
徹
底
し
た
仕
方
で
予
防
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
Z
の
よ
う
な
期

待
外
れ
が
起
き
な
い
よ
う
に
す
る
徹
底
し
た
努
力
は
、
期
待
外
れ
が
起
き
た
際
、

そ
れ
が
自
己
物
語
自
体
を
維
持
で
き
な
い
程
の
強
い
不
調
和
の
要
因
と
な
る
と
い

う
期
待
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
も
し
不
調
和
が
起
き
た
と

し
て
も
そ
れ
が
あ
た
か
も
不
調
和
で
は
な
い
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
点
も
同
様

に
、
不
調
和
を
不
調
和
と
し
て
認
め
る
こ
と
自
体
が
も
は
や
物
語
の
存
続
を
危
う

く
す
る
事
態
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
背
後
に
あ
る
の
だ
と
解
釈
で
き
る
。

不
調
和
に
対
す
る
否
定
的
な
重
み
付
け
の
強
さ
と
表
裏
一
体
の
現
象
だ
と
考
え

ら
れ
る
の
が
、
不
調
和
の
閾
値
の
低
さ
、
つ
ま
り
、
不
調
和
の
起
き
や
す
さ
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
が
多
く
の
「
べ
き
」
を
こ
な
し
て
い
た
と
述
べ

て
い
た
こ
と
の
背
後
に
控
え
て
い
る
現
象
で
あ
る
。「
べ
き
」
は
、「
べ
き
で
な
い
」

あ
る
い
は
「
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
も
の
ご
と
の
可
能
性
を
暗
に
想
定
し
て
い
る
。

「
べ
き
」
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
出
来
事
を
日
常
の
多
く

の
領
域
で
暗
黙
の
う
ち
に
想
定
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
Z
の

証
言
か
ら
も
こ
の
点
が
う
か
が
え
る
。

そ
れ
で
は
、
統
合
形
象
化
の
働
き
全
体
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
不
調
和
に
関

す
る
変
化
は
ど
う
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
不
調
和
は
、
背
景
で
通
常
よ
り
も

多
く
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
否
定
的
な
価
値
付
け
が
非
常
に
重
い
た
め
に
、

な
か
っ
た
こ
と
に
さ
れ
る
た
め
、
現
実
的
な
認
識
の
中
で
は
、
あ
た
か
も
調
和
し

か
存
在
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
な
認
識
が
形
成
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
が
自

分
の
完
全
性
を
証
明
す
る
か
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
な
る
。
こ
れ

は
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
ー
（Binsw

anger	1933

）
の
「
気
分
・
認
識
の
楽
観
主
義
」

と
い
う
躁
状
態
の
見
方
と
一
致
す
る
。

だ
が
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
調
和
は
断
片
的
で
あ
る
。
そ
の
瞬
間
瞬
間
に
は
当
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事
者
は
疑
問
を
抱
い
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
の
言
う
よ
う

に
、
全
体
的
に
見
た
際
に
は
意
図
を
形
成
せ
ず
、
合
理
的
と
は
み
な
さ
れ
得
な

い
。
多
く
の
当
事
者
の
手
記
に
は
、
事
後
的
に
見
た
際
に
躁
状
態
の
時
の
自
分
が

何
を
考
え
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
包
括

的
に
み
た
際
に
調
和
が
崩
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
非
合
理
性
あ
る
い
は
調

和
の
崩
れ
と
前
節
で
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
不
調
和
の
あ
り
方
と
、
そ

れ
の
調
和
へ
の
回
収
の
仕
方
が
通
常
と
は
あ
ま
り
に
も
異
な
る
仕
方
に
変
化
し
て

い
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
的
に
は
調
和
の
あ
り
方
が
特
異
で
理
解
し
難
い
も
の
へ

と
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。一
群
の
言
動
が
あ
る
意
図
な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
ず
、

他
の
群
の
言
動
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
。

躁
状
態
の
主
観
性
の
背
後
に
否
定
的
な
契
機
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
最

初
の
問
い
に
立
ち
戻
ろ
う
。躁
状
態
の
不
合
理
な
言
動
の
背
後
に
は
、
期
待
外
れ
、

あ
る
い
は
自
分
の
不
完
全
性
を
拒
否
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
不
安
と
呼

ぶ
べ
き
否
定
的
な
要
素
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
②
不
安
の
裏
返
し
で
あ
る
と
い
う

解
釈
が
正
し
い
と
考
え
ら
え
る	

⑺

。

躁
状
態
の
背
後
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
不
安
は
、
多
く
の
躁
状
態
に
見
ら
れ
、

症
状
の
根
底
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
か
は
実
証
的
に
明
ら
か

に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
不
安
は
、
必
ず
し
も
双
極
性
障
害
の
み
に

見
ら
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
類
似
す
る
他
の
精
神
障
害
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。実
証
的
な
側
面
は
何
で
あ
れ
、
躁
状
態
に
は
不
安
が
関
わ
っ
て
お
り
、

そ
れ
が
不
完
全
性
の
拒
否
を
根
底
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
の
モ
デ
ル
を

提
出
し
た
点
が
以
上
の
議
論
で
の
要
点
で
あ
る
。

最
後
に
、
以
上
を
踏
ま
え
て
躁
状
態
は
主
観
的
な
意
味
で
幸
福
か
ど
う
か
と
い

う
問
題
を
解
く
上
で
得
ら
れ
る
展
望
を
述
べ
る
。
躁
状
態
が
不
安
で
あ
る
か
ら
と

い
っ
て
、
躁
状
態
が
幸
福
で
は
な
い
と
は
言
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
種
の

不
安
と
幸
福
と
が
両
立
す
る
と
考
え
得
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
躁
状
態
が

幸
福
か
否
か
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
幸
福
の
概
念
を
反
省
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ

こ
で
問
う
必
要
が
あ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
不
安
が
な
い
こ
と
は
幸
福

で
あ
る
こ
と
に
と
っ
て
必
須
な
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
不

安
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
十
分
幸
福
と
言
え
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
二
つ
の
問
い

で
あ
る
。

二
つ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
に
つ
い
て
予
備
的
な
考
察
を
加
え
よ
う
。
両
者

に
対
す
る
答
え
は
、
幸
福
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
採
用
す
る
か
に
よ
っ
て

変
わ
る
。
そ
の
中
で
も
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ズ
ム
（
大
ま
か
に
言
っ
て
、
幸
福
を
最
善

の
自
己
や
真
の
自
己
を
実
現
す
る
こ
と
と
考
え
る
立
場
）
を
取
る
な
ら
ば
、
幸
福

に
と
っ
て
不
安
で
な
い
こ
と
は
、
必
要
条
件
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
エ
ウ
ダ
イ

モ
ニ
ズ
ム
で
は
、
論
者
に
よ
っ
て
定
義
は
多
様
で
あ
る
も
の
の
、
幸
福
は
自
分
の

行
為
の
意
味
の
理
解
、
他
者
と
の
つ
な
が
り
な
ど
を
含
む
と
考
え
ら
れ
（H

uta	
2014

）、
上
記
の
手
記
か
ら
も
当
事
者
ら
は
不
安
で
あ
る
こ
と
で
そ
う
し
た
人
生
の

側
面
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
幸
福
に
は

そ
の
他
に
も
様
々
な
側
面
が
あ
り
、
不
安
が
な
い
こ
と
は
十
分
条
件
で
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
不
安
で
な
い
こ
と
は
幸
福
に
と
っ
て
必
要
で
は
な

い
と
考
え
る
立
場
も
考
え
ら
れ
る
。
本
論
で
い
う
と
こ
ろ
の
不
安
は
、
躁
状
態
に

特
有
の
爽
快
で
多
幸
感
に
あ
ふ
れ
た
状
態
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た

め
、
幸
福
で
あ
る
要
件
と
し
て
快
感
を
重
視
す
る
立
場
（
あ
る
種
の
へ
ド
ニ
ズ
ム

（
快
楽
主
義
）
が
考
え
ら
え
る
）
に
お
い
て
は
、
こ
の
意
味
で
の
不
安
が
な
い
こ

と
は
幸
福
に
と
っ
て
必
要
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ま
た
不
安
が
な
い
こ

と
が
む
し
ろ
快
感
を
失
わ
せ
る
と
す
ら
考
え
ら
れ
る
た
め
、
十
分
性
も
疑
わ
れ
る
。
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結
論以

上
、
リ
ク
ー
ル
の
理
論
に
依
拠
し
な
が
ら
、
躁
状
態
に
つ
い
て
書
か
れ
た
自

伝
的
な
語
り
の
解
釈
を
通
じ
て
、
躁
状
態
に
見
ら
れ
る
二
つ
の
特
徴
と
そ
の
関
係

を
考
察
し
た
。
躁
状
態
の
言
動
に
は
、
非
合
理
性
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
物
語

が
作
っ
て
い
る
は
ず
の
出
来
事
同
士
の
合
理
的
な
つ
な
が
り
が
失
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
非
合
理
性
は
、
不
完
全
性
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
態
度
か
ら
生
ま
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
不
完
全
性
の
拒
否
は
、
不
調
和
に
対
す
る
態
度
の
変
容
、

つ
ま
り
、
期
待
外
れ
に
対
す
る
閾
値
の
低
さ
及
び
否
定
的
価
値
付
け
の
重
さ
と
し

て
解
釈
さ
れ
た
。
こ
れ
が
不
安
と
呼
ぶ
べ
き
否
定
的
な
要
素
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

不
調
和
の
あ
り
方
が
こ
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
た
め
に
、
断
片
的
な
調
和
が
常

に
生
み
出
さ
れ
、
全
体
的
な
調
和
に
よ
る
物
語
の
首
尾
一
貫
性
が
損
な
わ
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
不
安
で
あ
る
当
事
者
は
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ズ
ム
的
な
立

場
を
と
れ
ば
幸
福
で
は
な
い
の
に
対
し
、
ヘ
ド
ニ
ズ
ム
的
な
立
場
を
と
れ
ば
幸
福

と
呼
び
得
る
。

本
論
文
で
は
論
じ
き
れ
な
か
っ
た
点
の
中
で
も
、
以
下
の
問
題
は
特
に
別
の
機

会
で
論
じ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
：
一
つ
目
は
ど
の
よ
う
な
幸
福
概
念
が
適
切
で

あ
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
次
に
、
手
記
以
外
の
記
述
を
証
言
と
し
て
取

り
上
げ
た
考
察
を
し
た
時
に
、
同
様
の
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
確
認

す
る
必
要
が
あ
る
。
最
後
の
点
が
、
こ
こ
で
論
じ
た
不
安
が
双
極
性
障
害
の
う
つ

状
態
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の

現
在
の
展
望
に
関
し
て
述
べ
る
と
、
不
安
は
う
つ
状
態
で
も
見
ら
れ
、
か
た
ち
を

変
え
て
病
状
に
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

註⑴　

ガ
ミ
ー
（Ghaem

i	2013

）
は
、
躁
状
態
の
病
理
性
の
基
準
を
当
事
者
が
社
会
的
な

問
題
を
起
こ
す
こ
と
と
、
躁
状
態
に
よ
っ
て
後
の
う
つ
状
態
が
悪
化
す
る
こ
と
に
限

定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
主
観
的
側
面
か
ら
見
た
際
に
躁
状
態
の
病
理
性
が
曖
昧
に
な

る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
観
性
に
関
す
る
適
切
な
理
論
を
得
れ
ば
、
主
観
的
側

面
か
ら
躁
状
態
の
病
理
性
を
考
察
で
き
る
だ
ろ
う
。

⑵　

双
極
性
障
害
の
当
事
者
は	

（
寛
解
期
に
お
い
て
も
）
主
観
的
な
幸
福
感
（w

ell-
being

）
やQ

O
L

が
低
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
例
え
ば
、Fagiolini	et	al.	

2005

）

⑶　

手
記
を
用
い
た
と
し
て
も
、
精
神
障
害
当
事
者
の
意
識
を
な
ぜ
現
象
学
的
に
探
求

で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
は
残
る
。
し
か
し
、
手
記
に
対
し
て
妥
当
性
を
持
つ
可
能

な
解
釈
を
一
つ
打
ち
立
て
る
と
い
う
目
標
で
あ
れ
ば
達
成
可
能
で
あ
り
、
そ
の
た
め

に
は
解
釈
学
的
現
象
学
は
適
切
な
理
論
的
枠
組
み
だ
と
言
え
る
。

⑷　

リ
ク
ー
ル
の
哲
学
を
精
神
障
害
の
理
解
に
応
用
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
は
、
ス
タ

ン
ゲ
リ
ー
ニ
と
ロ
ス
フ
ォ
ー
ル
（Stanghellini	and	Rosfort	2013

）
が
挙
げ
ら
れ

る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
具
体
的
な
症
例
と
し
て
は
統
合
失
調
症
や
境
界
性
人
格
障
害

と
い
っ
た
精
神
障
害
を
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
の
、
双
極
性
障
害
を
主
題
的
に
取
り

扱
っ
た
論
考
は
行
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
彼
ら
の
考
察
は
物
語
自
己
論
だ
け
で
は

な
く
、
リ
ク
ー
ル
の
哲
学
全
体
を
道
具
立
て
と
し
て
用
い
る
。

⑸　

現
象
学
的
精
神
病
理
学
の
伝
統
で
は
、
躁
状
態
の
時
間
性
の
あ
り
方
は
、
ビ
ン
ス

ワ
ン
ガ
ー
（1933

）
の
観
念
奔
逸
と
い
う
特
徴
付
け
の
他
に
、
現
在
の
幅
が
短
く
な
っ

て
い
る
状
態
（M

inkow
ski1968

）
や
、
イ
ン
ト
ラ
・
フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
（
祭
り
の
最

中
に
あ
る
よ
う
な
状
態
）（
木
村2001

）、
な
ど
と
特
徴
付
け
ら
れ
て
き
た
。
本
稿
で

指
摘
す
る
「
不
安
」
は
、
こ
う
し
た
時
間
性
の
変
化
の
基
礎
に
あ
る
も
の
だ
と
私
は

考
え
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
別
途
考
察
を
要
す
る
。

⑹　

不
完
全
性
の
拒
否
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
意
味
で
の
他
者
か
ら
の
承
認
と
深
く
関

わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
治
癒
の
文
脈
に
お
け
る
議
論
で
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論
じ
ら
れ
る
べ
き
点
で
あ
る
た
め
、
別
の
機
会
に
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

⑺　

た
だ
し
、
こ
の
不
安
は
気
分
の
良
さ
と
両
立
し
う
る
上
に
、
必
ず
し
も
そ
の
時
々

に
当
事
者
が
意
識
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
不
安
と
い
う
概
念
の
通
常
の
使

い
方
と
は
異
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
途
情
動
論
的
な
考
察
を
要
す
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一

部
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

科
学
史
家
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
開
始
し
た
ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
（1884-

1962

）
は
、
同
時
代
の
物
理
学
に
お
け
る
実
在
性
へ
の
問
い
を
共
有
し
つ
つ
、
精

神
現
象
と
の
相
補
的
関
係
に
お
い
て
か
か
る
実
在
性
を
探
求
し
た
。
物
理
的
な

も
の
と
心
的
な
も
の
の
相
補
的
関
係
に
同
じ
く
着
目
し
、
超
越
論
的
な
も
の
が

有
す
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
次
元
へ
の
問
い
を
た
て
た
の
が
、
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ

サ
ー
ル
（1859-1938

）
で
あ
る
。
か
か
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
次
元
は
ま
た
、
無

意
識
的
な
も
の
の
力
動
的
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
ジ
グ
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト

（1856-1939

）
の
精
神
分
析
で
も
探
求
さ
れ
た

（
注
一
）。

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
夢
想

の
現
象
学
の
立
場
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
同
時
代
的
な
関
心
を
背
景
に
し
つ
つ
、

現
象
学
な
ら
び
に
精
神
分
析
へ
の
批
判
が
そ
の
契
機
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
詩
的
想
像
力
の
多
彩
な
描
写
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
バ
シ
ュ

ラ
ー
ル
の
夢
想
の
現
象
学
の
意
義
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
フ
ロ
イ
ト
、
両
者
に
お

け
る
想
像
力
の
理
解
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
確
認
し
た
い
。

一　

夢
想
の
特
異
性

（
一
）　

再
想
起
と
夢
想
―
再
想
起
と
想
像
力
の
力
動
的
関
係
―

夢
想
と
は
い
か
な
る
体
験
で
あ
ろ
う
か
。
夢
想
は
、
単
に
再
想
起
す
る
こ
と
で

は
な
い
。夢
想
に
お
い
て
再
想
起
と
想
像
力
は
分
離
不
可
能
な
仕
方
で
結
び
つ
き
、

そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
は
相
互
に
働
き
か
け
、
そ
こ
に
新
た
な
価
値
を
与
え
て
い
る

（PE.	26

）。
夢
想
に
は
こ
の
よ
う
に
再
想
起
と
想
像
力
が
同
時
に
働
い
て
い
る
が
、

両
者
の
間
に
基
づ
け
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
（PE.	143,	208

）（
注
二
）。

つ
ま

り
、
知
覚
さ
れ
た
も
の
（
だ
け
）
を
素
材
と
し
て
夢
想
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。

（
二
）　

虚
構
と
夢
想
―
夢
想
す
る
人
と
世
界
の
絶
対
的
な
直
接
的
関
係
―

記
憶
と
想
像
力
が
密
接
に
結
び
つ
く
夢
想
で
は
、
思
い
出
が
様
々
な
イ
マ
ー

ジ
ュ
と
な
っ
て
再
体
験
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、
虚
構
や
幻
覚

で
は
な
い
と
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
注
意
を
う
な
が
す
（PE.	161

）。
つ
ま
り
イ
マ
ー

ジ
ュ
は
、
虚
構
的
な
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
た
対
象
の
知
覚
で
は
な
い

（
注
三
）。

彼

に
よ
れ
ば
、
夢
想
す
る
眼
は
知
覚
す
る
の
で
は
な
く
、「
先
行
―
知
覚
的
」（PR.	

149
）
で
あ
る
。
知
覚
に
先
行
す
る
と
は
、
夢
想
家
の
眼
は
世
界
を
客
体
と
し
て

知
覚
す
る
の
で
は
な
く
、
世
界
と
の
直
接
的
な
関
係
に
入
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
（PR.150
）。
こ
の
「
先anté-

」
を
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
夢
想
に
よ
る
脱
時
間

作
用
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
垂
直
の
次
元
と
し
て
語
る
（PR.	95

）（
注
四
）。

垂
直

方
向
へ
の
脱
時
間
化
の
働
き
が
示
し
て
い
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
時
間
地

白
昼
夢
と
夢
想

―
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
夢
想
の
現
象
学
に
お
け
る
想
像
力
の
問
題

―
中

山

純

一
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平
上
の
水
平
的
方
向
へ
の
動
性
で
は
な
く
、
こ
の
時
間
地
平
を
開
示
す
る
根
源
的

時
間
化
の
働
き
で
あ
る
。
か
か
る
脱
時
間
化
の
働
き
は
、
オ
イ
ゲ
ン
・
フ
ィ
ン
ク

の
脱
現
在
化
を
我
々
に
思
い
起
こ
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
（FIN

K

［2008

］,	16f.

）。

フ
ィ
ン
ク
に
お
い
て
は
、
時
間
地
平
そ
の
も
の
を
開
示
す
る
働
き
（
振
幅
振
動
）

で
あ
っ
た
が
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
に
お
い
て
も
脱
時
間
作
用
の
「
脱
」
は
、
時
間
地

平
を
前
提
と
し
た
水
平
的
な
動
性
と
し
て
理
解
さ
れ
て
は
い
な
い
。
彼
に
と
っ
て

「
脱
」
で
表
現
さ
れ
る
垂
直
性
の
次
元
は
、
存
在
に
先
行
す
る
見
え
な
い
次
元
、

具
体
的
に
は
、
夢
想
が
生
き
生
き
と
体
験
さ
れ
て
い
た
幼
少
時
代
で
あ
る
（PR.	

95

）。
か
か
る
次
元
を
開
示
す
る
の
が
夢
想
家
の
眼
と
さ
れ
る
。

（
三
）　

隠
喩
と
夢
想

夢
想
の
具
体
的
な
体
験
と
し
て
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
詩
作
や
詩
の
朗
読
を
範
と

す
る
。
詩
作
や
詩
の
朗
読
に
お
い
て
は
、
夢
想
さ
れ
た
も
の
が
詩
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
と

し
て
体
験
さ
れ
て
い
る
。
詩
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
言
葉
と
な
っ
て
か
た
ら
れ
る
が
、
そ

れ
は
表
現
技
法
と
し
て
の
隠
喩
と
は
異
な
る
。
隠
喩
は
類
比
的
表
現
を
用
い
て
直
接

的
な
意
味
か
ら
距
離
を
と
る
が
、
詩
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
詩
人
が
体
験
し
た
そ
の
も
の

を
直
接
的
に
体
験
さ
せ
、
夢
想
の
主
体
へ
と
同
化
さ
せ
る
（PE.	115
）。
夢
想
に
お

い
て
は
「
夢
想
を
つ
づ
け
る
〈
わ
た
し
〉
は
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
詩
人
を
発
見
す
る

の
で
は
な
く
、〈
詩
化
す
る
わ
た
し
〉
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
」（PR.	20
）。

（
四
）　

夢
想
の
具
体
的
体
験
と
し
て
の
詩
人

以
上
、
夢
想
の
内
実
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
想
起
、
虚
構
、
隠
喩
そ
れ
ぞ
れ

と
夢
想
の
相
違
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
知
覚
を
原

本
と
し
て
前
提
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
基
づ
け
ら
れ
た
想
起
や
虚
構
と
い
っ
た
も

の
、
ま
た
言
語
の
表
現
技
法
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
も
の
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
夢

想
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
夢
想
に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
る
詩
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、

概
念
と
綜
合
の
関
係
に
は
入
ら
な
い
と
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
言
う
。
詩
的
イ
マ
ー

ジ
ュ
は
感
性
の
よ
う
に
概
念
に
素
材
を
提
供
し
な
い
（PE.	3

）。
む
し
ろ
概
念
が

詩
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
安
定
性
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
は
、
詩
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
死

を
意
味
す
る
（PR.	45

）。
つ
ま
り
、
概
念
把
握
し
、
説
明
す
る
と
い
う
態
度
は
、

夢
想
の
体
験
で
は
な
い
の
だ
。
詩
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、
把
握
さ
れ
、
説
明
さ
れ
る

対
象
で
は
な
い
。
詩
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
創
造
す
る
行
為
と
詩
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
組

織
的
に
結
合
し
て
い
る
（PE.	3

）。
夢
想
に
は
、
対
象
認
識
の
基
本
的
な
構
図
で

あ
る
、
作
用
―
内
容
と
い
う
図
式
が
適
用
さ
れ
え
な
い
。
詩
人
は
夢
想
し
つ
つ
、

原
初
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
世
界
を
か
た
る
の
で
あ
っ
て
（PR.	162

）（
注
五
）、

認

識
さ
れ
う
る
対
象
性
と
し
て
世
界
を
説
明
し
な
い
（PR.	163

）。
世
界
が
情
動
的

な
色
彩
を
変
え
る
こ
と
で
、
詩
人
の
情
念
が
揺
り
動
か
さ
れ
、
お
も
わ
ず
口
か
ら

音
と
な
っ
て
出
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
魂
と
結
び
つ
い
た
詩
人
の
言
葉
は
非
志
向

的
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
（PE,	5

）。

二　

白
昼
夢
と
夢
想
―
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
精
神
分
析
批
判
―

夢
想
の
体
験
は
、
非
志
向
的
に
世
界
に
直
接
入
り
込
む
。
こ
れ
は
具
体
的
に
は

ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
以
下
、
二
つ
の
小
説
に
お
け
る
白
昼

夢
の
象
徴
的
な
描
写
を
読
解
す
る
こ
と
で
、
夢
想
の
体
験
の
か
か
る
特
異
性
を
描

き
出
し
て
み
た
い
。

（
一
）　

小
説
『
グ
ラ
デ
ィ
ー
ヴ
ァ
』
の
白
昼
夢
の
描
写
と
フ
ロ
イ
ト
の
解
釈

『W
.

イ
ェ
ン
ゼ
ン
著
『
グ
ラ
デ
ィ
ー
ヴ
ァ
』
に
お
け
る
妄
想
と
夢
』
に
お
い
て

フ
ロ
イ
ト
は
、
イ
ェ
ン
ゼ
ン
が
著
し
た
小
説
『
グ
ラ
デ
ィ
ー
ヴ
ァ
』
の
主
人
公
ノ

ル
ベ
ル
ト
の
体
験
す
る
白
昼
夢
を
解
釈
し
て
い
る
。
作
中
、
主
人
公
ノ
ル
ベ
ル
ト

は
、
理
想
の
女
性
グ
ラ
デ
ィ
ー
ヴ
ァ
の
姿
を
ポ
ン
ペ
イ
の
街
角
で
目
撃
す
る
。
そ

の
さ
い
に
彼
は
、「
第
六
感
に
よ
っ
て
さ
め
た
意
識
と
意
識
喪
失
と
の
ほ
ぼ
中
間
に

位
置
す
る
あ
る
ふ
し
ぎ
な
夢
幻
状
態T

raum
hafter	Zustand

」（
イ
ェ
ン
ゼ
ン
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［2014
］、
52
頁
）
に
入
り
込
む
。
こ
れ
が
白
昼
夢
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
夢
や
幻
覚

と
は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
現
実
の
体
験
の
な
か
に
生
き
つ
つ
、
対
象
世
界
が
感
情

に
よ
っ
て
触
知
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
（
イ
ェ
ン
ゼ
ン
［2014

］、
51
頁
）。
こ

の
よ
う
に
白
昼
夢
は
、
現
実
の
世
界
を
生
き
つ
つ
夢
を
体
験
す
る
状
態
で
あ
る
。

フ
ロ
イ
ト
は
『
詩
人
と
空
想
』
で
「
詩
人
は
白
昼
夢
を
見
る
人
、
詩
的
創
作
は
白

昼
夢
」（GW

.	V
II,	221

）
と
も
表
現
し
、
白
昼
夢
の
状
態
に
あ
る
人
に
、
夢
想

す
る
詩
人
の
創
造
的
な
想
像
力
の
働
き
を
認
め
る
。
と
は
い
え
フ
ロ
イ
ト
は
、
か

か
る
白
昼
夢
の
体
験
を
、
そ
れ
を
神
経
症
発
症
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
解
釈
し
て
し

ま
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
白
昼
は
夢
と
同
じ
く
願
望
充
足
を
目
指
し
て
お
り
、
し
た

が
っ
て
幸
福
な
人
は
空
想
し
な
い
と
す
ら
主
張
さ
れ
る
（GW

.	V
III,	216f.

）。
フ

ロ
イ
ト
は
、
白
昼
夢
は
空
想
と
等
し
い
も
の
と
理
解
し
、
そ
の
よ
う
な
白
昼
夢
は

夢
と
同
様
に
願
望
充
足
で
あ
る
こ
と
を
導
い
た
。

（
二
）　

小
説
『
青
い
花
』
の
夢
の
描
写
と
そ
の
意
義

ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
派
の
詩
人
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
小
説
『
青
い
花
』
で
は
、
母
親
の

故
郷
で
あ
る
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
に
旅
立
つ
際
に
、
主
人
公
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
青
い
花

の
夢
を
み
る
（
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
［1989

］、
18
頁
以
下
）。
こ
の
夢
を
み
た
ハ
イ
ン

リ
ヒ
は
、
夢
の
中
の
青
い
花
の
こ
と
が
気
に
か
か
り
、「
ま
る
で
今
夢
か
ら
覚
め
た

と
こ
ろ
と
で
も
い
う
か
、
眠
っ
て
い
る
う
ち
に
別
の
世
界
へ
連
れ
て
い
か
れ
た
か

の
よ
う
」（
同
上
、
14
頁
）
な
状
態
に
な
り
、「
す
べ
て
が
ず
っ
と
身
近
に
感
じ
ら

れ
だ
し
た
」（
同
上
、
15
頁
）。
覚
め
た
意
識
に
お
け
る
夢
幻
状
態
、『
青
い
花
』
で

は
夢
か
ら
覚
醒
し
た
直
後
の
半
眠
状
態
、
こ
こ
に
体
験
と
し
て
の
夢
想
と
の
近
さ

が
あ
る
。
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
こ
の
作
品
で
は
、
か
か
る
状
態
に
母
親
が
常
に
関
与

し
て
い
る
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
旅
の
終
着
点
で
あ
る
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
で
少
女
マ

テ
ィ
ル
ダ
と
出
会
い
恋
に
お
ち
る
が
、
か
か
る
場
面
の
描
写
に
も
母
親
が
関
与
し

て
い
る
（
同
上
、167

頁
）。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
夢
幻
状
態
に
常
に
母
親
の
存
在
が
あ

る
こ
と
は
、
夢
想
の
体
験
の
際
の
内
密
さ
を
快
い
匂
い
と
表
現
す
る
バ
シ
ュ
ラ
ー

ル
に
と
っ
て
、
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
（PR.	118

）。
少
女
マ
テ
ィ
ル
ダ
が
「
わ

た
し
は
、
思
い
お
こ
せ
な
い
ほ
ど
前
か
ら
あ
な
た
を
知
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
す

る
わ
」（
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
［1989

］、189

頁
）
と
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
語
る
と
き
、
母

親
と
い
う
幸
福
な
空
間
が
も
つ
内
密
さ
が
、
少
女
マ
テ
ィ
ル
ダ
に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（
三
）　

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
に
よ
る
精
神
分
析
批
判
の
意
図

以
上
、
白
昼
夢
や
、
夢
か
ら
覚
醒
し
た
直
後
の
状
態
が
、
現
実
性
と
非
現
実
性

が
相
互
に
浸
透
し
つ
つ
生
き
ら
れ
て
い
る
夢
幻
状
態
と
し
て
確
認
さ
れ
た
。
か
か

る
体
験
が
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
夢
想
の
現
象
学
に
対
し
て
有
す
る
意
義
を
さ
ら
に
明

確
に
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
に
よ
る
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
批
判

の
射
程
を
見
極
め
た
い
。
フ
ロ
イ
ト
の
周
知
の
命
題
「
夢
は
あ
る
（
抑
え
込
ま
れ
、

抑
圧
さ
れ
た
）
欲
望
の
、（
偽
装
さ
れ
た
）
成
就
で
あ
る
」（GW

.	II/III,166

）
に

は
、
往
々
に
し
て
性
愛
的
な
解
釈
の
施
さ
れ
た
幼
少
時
代
の
心
的
外
傷
体
験
が
刻

印
さ
れ
て
い
る
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
フ
ロ
イ
ト
に
お
け
る
幼
少
時
代
は
、
心
的

外
傷
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る

（PE.157

）。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
夢
想
は
非
社
会
的
で
孤
独
な
空
間
で
あ
る
と
し

（PE.	pp.227

）、
し
か
も
か
か
る
空
間
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
い
う
よ
う
な
心
的
外
傷

が
起
因
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
で
は
な
く
、
心
地
よ
く
幸
せ
な
空
間
で
あ
る
と

す
る
（PE.	29

）。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
に
と
っ
て
幼
少
時
代
は
孤
独
で
あ
っ
て
幸
福

な
空
間
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
フ
ロ
イ
ト
に
抗
し
て
、
夢
想
す
る
た
め
に
は
幸
福

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
彼
は
言
う
（PR.	11

）。「
願
望
が
充
足
さ
れ
た
人
は
空

想
し
な
い
」
と
い
う
フ
ロ
イ
ト
の
命
題
と
、「
夢
想
す
る
に
は
幸
福
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
い
う
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
命
題
が
こ
こ
で
鋭
く
対
立
す
る
。

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
フ
ロ
イ
ト
を
批
判
す
る
に
あ
た
り
、
自
ら
の
立
場
を
「
詩
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的
‐
精
神
分
析
」
と
名
づ
け
た
。
こ
れ
は
、
夢
想
に
対
し
て
幼
少
時
代
が
持
つ
ポ

ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
義
を
評
価
す
る
立
場
で
あ
る
。
彼
は
、
孤
独
な
幼
少
時
代
の
生
き

生
き
し
た
夢
想
と
、
過
去
の
心
的
外
傷
体
験
と
の
混
同
を
解
き
ほ
ぐ
す
。
バ
シ
ュ

ラ
ー
ル
の
言
う
幼
少
時
代
は
、
時
間
地
平
上
の
過
去
で
は
な
く
、
い
わ
ば
歴
史
の

外
部
に
あ
り
、
詩
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
充
溢
す
る
そ
の
瞬
間
に
し
か
存
在
し
な
い

（PR.	85

）。
か
か
る
幼
少
時
代
は
孤
独
で
あ
っ
て
幸
せ
で
あ
り
、
孤
独
で
あ
っ
て

健
康
な
の
だ
（PE.	34
）。「
ひ
と
し
れ
ぬ
孤
独
な
夢
想
の
な
か
で
は
、
暗
い
影
が

生
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
夜
明
け
を
照
ら
し
だ
す
愛
の
ほ
の
か
な
光
が
は

ぐ
く
ま
れ
る
の
で
あ
る
」（PR.	64
）。
孤
独
で
あ
っ
て
満
ち
足
り
て
い
る
、
か
か

る
幸
福
な
幼
少
時
代
が
「
か
れ
〔
詩
人
〕
の
夢
想
を
活
気
づ
け
る
力
動
性
」（PR.	

117

）
と
な
る

（
注
六
）。

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分

析
批
判
は
こ
の
よ
う
に
、
孤
独
で
幸
福
な
幼
少
時
代
と
い
う
、
夢
想
の
体
験
の
内

密
さ
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
た

（
注
七
）。

三　

夢
想
す
る
体
験

（
一
）　

体
験
の
可
塑
性

夢
想
と
い
う
体
験
に
お
い
て
活
動
し
て
い
る
人
間
の
能
力
が
想
像
力
で
あ
る
。

か
か
る
想
像
力
は
、
あ
ら
ゆ
る
表
象
作
用
の
任
を
解
除
さ
れ
て
、
純
粋
に
内
発
的

な
運
動
で
あ
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
介
し
て
豊
か
な
体
験
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を

記
述
す
る
と
い
う
、
創
造
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
か
か
る
記
述
ス
タ
イ
ル
を

と
る
現
象
学
を
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
「
想
像
力
の
現
象
学
」（PE.	2

）、「
微
視
的

現
象
学
」（PE.	4

）
と
名
付
け
、
そ
の
課
題
を
「
か
た
る
存
在
の
創
造
性
の
問
題
」

の
根
源
が
「
創
造
す
る
意
識
」
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
す
る
（PE.	

8

）。具
体
的
に
は
、
多
彩
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
、
常
に
経
験
の
動
き
の
さ
な
か
か
ら
、

そ
の
動
き
に
身
を
寄
り
添
わ
せ
る
よ
う
に
想
像
力
を
創
造
的
に
活
用
し
つ
つ
記
述

さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
生
成
し
つ
つ
あ
る
生
け
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
た
ち
現
れ
る（

注
八
）。

か
か
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
た
ち
現
れ
に
伴
っ
て
、
コ
ギ
ト
も
そ
の
思
索
的
な
性
格
を

変
え
、
幼
少
時
代
の
孤
独
を
核
に
も
つ
夢
想
の
コ
ギ
ト
に
な
る
。こ
れ
は
い
わ
ば
、

コ
ギ
ト
が
非
現
実
機
能
を
獲
得
す
る
こ
と
で
も
あ
る

（
注
九
）。

夢
想
の
コ
ギ
ト
が
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
生
き
て
い
る
世
界
、
非
現
実
性
と
現
実
性
が

混
交
さ
れ
た
「
中
間
的
世
界
」
を
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
人
間
と
世
界
の
可
塑
性
が

実
現
す
る
場
、「
や
さ
し
い
可
塑
性
」
と
表
現
す
る
（PR.	144

）。
こ
こ
で
は
、
非

現
実
性
と
現
実
性
と
の
明
確
な
区
別
や
定
義
づ
け
が
も
は
や
無
意
味
と
な
り
、「
今

度
は
現
実
が
も
は
や
想
像
さ
れ
た
も
の
の
反
映
に
す
ぎ
な
く
な
る
」（PR.	172

）。

つ
ま
り
中
間
的
世
界
で
は
、
む
し
ろ
想
像
世
界
の
ほ
う
に
優
先
性
が
あ
る
。
夢
想

に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
る
中
間
的
世
界
に
お
い
て
初
め
て
、
非
現
実
性
と
現
実
性
は

い
わ
ゆ
る
優
劣
関
係
を
逆
転
す
る
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
想
像
力
の
現
象
学
は
、
イ

マ
ー
ジ
ュ
を
媒
介
に
世
界
と
相
互
浸
透
し
つ
つ
自
己
変
貌
し
た
わ
た
し
の
体
験

を
、
そ
の
変
貌
の
さ
な
か
か
ら
記
述
し
よ
う
と
試
み
る
現
象
学
で
あ
る
。
そ
の
記

述
の
仕
方
も
、
生
き
ら
れ
る
元
型
で
あ
る
ア
ニ
マ
を
捉
え
て
い
く
こ
と
で
あ
ら
ゆ

る
感
覚
を
覚
醒
さ
せ
る
、
夢
想
の
自
己
記
述
に
な
る
（PR.pp.5

）。
そ
の
際
に
バ

シ
ュ
ラ
ー
ル
が
現
象
学
者
に
要
請
す
る
の
が
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
出
現
の
予
測
不
可

能
性
に
対
し
て
経
験
を
柔
軟
に
し
、
可
塑
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
る
（PE.	

1

）。
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
自
己
変
貌
す
る
事
象
の
典
型
で
あ
り
、
か
か
る
事
象
そ
の
も

の
が
自
己
変
貌
す
る
運
動
に
現
象
学
者
の
経
験
は
巻
き
込
ま
れ
、
抵
抗
へ
の
誘
惑

に
抗
い
、
精
神
分
析
的
な
表
現
を
用
い
れ
ば
無
意
識
の
抵
抗
に
気
づ
い
て
い
く
こ

と
で
、
経
験
の
緊
張
を
解
除
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

（
二
）　

ア
ニ
マ
の
現
象
学
へ

体
験
の
可
塑
性
と
同
時
に
、
想
像
力
の
現
象
学
の
方
法
の
特
異
性
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
の
が
、
詩
人
の
創
造
的
意
識
と
交
わ
る
こ
と
、
つ
ま
り
反
響
す
る
イ
マ
ー
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ジ
ュ
に
自
己
を
没
入
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る

（
注
十
）。

自
己
没
入
に
よ
っ
て
夢
想
の
コ

ギ
ト
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
密
接
に
結
合
さ
れ
、
幸
せ
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
現
在
を
生
き

る
こ
と
が
で
き
る
（PR.	55,	136

）（
注
十
一
）。

こ
の
よ
う
に
、
女
性
的
な
内
密
の

暖
か
さ
、
優
し
さ
と
し
て
イ
マ
ー
ジ
ュ
さ
れ
る
、
休
息
の
内
部
の
原
理
が
ア
ニ
マ

で
あ
る
（PR.	59
）。
我
々
の
存
在
の
内
奥
で
夢
想
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
こ
の

ア
ニ
マ
を
、
事
象
そ
の
も
の
と
し
て
探
究
す
る
立
場
を
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
「
ア

ニ
マ
の
現
象
学
」（PR.	53
）
と
命
名
す
る
。
夢
想
の
コ
ギ
ト
は
中
間
的
世
界
に

自
己
没
入
す
る
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
感
覚
が
繊
細
化
さ
れ
、「
そ
の
頂
点
に
お
い
て

は
、
内
密
に
忘
我
の
感
情
の
な
か
で
う
ま
れ
た
無
限
性
が
い
わ
ば
感
覚
界
を
解
体

し
吸
収
す
る
。」（PE.	177

）。
こ
の
段
階
に
至
っ
て
、
夢
想
の
コ
ギ
ト
は
内
密
な

空
間
が
存
在
の
強
度
で
あ
る
こ
と
を
知
る
（PE.	176

）。
内
密
の
空
間
と
い
う
無

限
性
を
存
在
の
強
度
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
、
そ
れ
も
感
覚
的
実
在
の
世
界
を
解

体
、
吸
収
し
つ
つ
、
中
間
的
世
界
に
自
己
没
入
さ
せ
、
交
感
の
高
ま
り
の
な
か
で

強
度
を
経
験
す
る
こ
と
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
ア
ニ
マ
の
現
象
学
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
た
の
は
、
か
よ
う
に
特
異
で
は
あ
る
が
、
ま
た
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
で
も
あ
る

夢
想
の
コ
ギ
ト
の
経
験
で
あ
る
。

お
わ
り
に

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
夢
想
の
現
象
学
に
お
い
て
描
き
出
さ
れ
た
の
は
、
夢
想
の
コ

ギ
ト
が
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
変
貌
に
巻
き
込
ま
れ
つ
つ
自
己
変
貌
を
遂
げ
て
い
く
と
い

う
特
異
な
生
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
夢
想
の
コ
ギ
ト
に
要
請
さ
れ
て
い
た
の
は
、

イ
マ
ー
ジ
ュ
の
予
測
不
可
能
性
に
備
え
て
経
験
を
柔
軟
に
し
て
お
く
こ
と
で
あ
り

（
体
験
の
可
塑
性
）、
か
か
る
態
度
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
感
覚
の
繊
細
化
が
受
け

入
れ
ら
れ
、
交
感
の
高
ま
り
に
お
い
て
内
密
の
空
間
の
無
限
性
が
存
在
の
強
度
と

し
て
経
験
さ
れ
る
。
こ
の
段
階
で
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
言
葉
は
、
関
連
す
る
諸
々
の

詩
作
品
を
引
用
、
読
解
し
つ
つ
、
象
徴
的
な
語
り
へ
と
変
貌
し
て
い
く
。
フ
ッ

サ
ー
ル
の
テ
キ
ス
ト
内
部
に
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
事
象
そ
の
も
の
の
自
己
変
貌

に
と
も
な
っ
て
、
現
象
学
者
の
方
法
の
転
回
が
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
夢
想
の
現
象
学
が
と
り
わ
け
か
た
る
技
法
に
関
し
て
果
す

意
義
も
ま
た
大
き
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

【
凡
例
】

一　

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
テ
キ
ス
ト
の
引
用
は
以
下
の
略
記
を
用
い
、
邦
訳
に
従
っ
た
。

　

PE.	La poétique de l

’espace,	8e	édition,	PU
F.,	1974.

（『
空
間
の
詩
学
』、
岩
村

行
雄
訳
、
筑
摩
書
房
、2002

年
）

　

PR.	La poétique de la reverie,	7e	édition	PU
F.,	2013.

（『
夢
想
の
詩
学
』、
及

川　

馥
訳
、
筑
摩
書
房
、2004

年
）

二　

フ
ッ
サ
ー
ル
の
テ
キ
ス
ト
の
引
用
は
『
フ
ッ
サ
ー
ル
著
作
集
』（
�Husserliana

”	
ab1950ff.	M

artinus	N
ijhoff,	D

en	H
aag,	ab1987ff.	K

luw
er	A

cadem
ic	

D
ordrecht/Boston/London

）
か
ら
行
い
、H

ua.	

と
略
記
し
、
巻
数
、
頁
数
の
順

で
記
し
た
。
邦
訳
の
あ
る
も
の
は
そ
れ
に
従
っ
た
。

三　

フ
ロ
イ
ト
の
テ
キ
ス
ト
の
引
用
は
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
社
に
よ
る
全
集
（Sigm

und	
Freud,	G

esam
m

elte W
erke,	I-X

V
III,	S.	Fischer,	Frankfurt	am

	M
ain.

）
か

ら
行
い
、GW

.

と
略
記
し
、
巻
数
、
頁
数
の
順
で
記
し
た
。
邦
訳
は
岩
波
書
店
に
よ

る
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
』
に
従
っ
た
。

四　

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
キ
ス
ト
の
引
用
は
ク
ロ
ス
タ
ー
マ
ン
社
に
よ
る
全
集
（M

artin	
H

eidegger,	G
esam

tausgabe,	V
ittorio	K

losterm
ann,	Frankfurt	am

	M
ain.

）

か
ら
行
い
、GA

.

と
略
記
し
、
巻
数
、
頁
数
の
順
で
記
し
た
。
邦
訳
は
創
文
社
『
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
』
に
従
っ
た
。
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注（
一
）
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
と
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
の
事

象
的
な
相
関
関
係
を
め
ぐ
る
主
な
分
析
は
、
精
神
分
析
の
現
象
学
的
な
基
礎
づ
け
を

図
る
こ
と
で
、
精
神
分
析
で
主
題
化
さ
れ
た
無
意
識
や
欲
動
を
超
越
論
的
な
概
念
と

し
て
規
定
し
、
精
神
分
析
を
現
象
学
に
よ
っ
て
補
完
し
よ
う
と
す
る
動
機
に
導
か
れ

て
い
る
（V

gl.	BERN
ET

［2002

］）。

（
二
）
像
意
識
と
空
想
が
、
素
材
に
よ
っ
て
も
そ
れ
ら
の
統
握
の
仕
方
に
よ
っ
て
も
区

分
で
き
な
い
こ
と
が
フ
ッ
サ
ー
ル
に
自
覚
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
像
意
識
分
析
の
時

間
意
識
分
析
へ
の
展
開
が
必
然
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
伊
集
院
が
明
ら
か
に
し
て
い

る
（
伊
集
院
［2001

］、107

頁
以
下
）。
空
想
の
時
間
性
格
の
展
開
に
つ
い
て
は

M
A

RBA
CH

	

［2006

］
と
、FEREN

ZC-FLA
T

Z

［2009

］
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
三
）
澤
田
に
よ
る
と
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
も
、
知
覚
と
の
類
比
か
ら
は
説
明
さ
れ

な
い
幻
想Illusion

や
仮
象Schein

が
取
り
出
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
両
者
は
、
審

美
的
な
観
賞
の
態
度
に
お
け
る
芸
術
活
動
の
構
成
要
素
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
両
者

は
設
定
立
性
が
中
立
化
さ
れ
て
、
実
在
的
な
特
徴
が
排
除
さ
れ
た
擬
似
的
な
性
格
を

持
つ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
（
澤
田
［2010

］、122

頁
）。

（
四
）
周
知
の
よ
う
に
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
も
、
地
平
的
な
思
惟
か
ら
退
去
し
つ
つ
、
見

え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
の
「
隔
た
り
」（M

ERLEA
U

-PO
N

T
Y

	

［1964
］,326

）、

存
在
の
「
裂
け
目
」（
同
上
、289

）
を
開
示
さ
せ
る
「
精
神
に
つ
い
て
の
垂
直
的
な

見
方
」（ibd.

）
を
提
示
し
て
い
る
。

（
五
）
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
詩
作
の
分
析
に
お
い
て
も
、
詩
作
に
対
す
る

想
像
力Einbildungskraft

の
関
与
が
強
調
さ
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
詩
作
と
は
「
体

験
を
想
像
す
る
」
こ
と
で
あ
る
（GA

.39,	S.26

）。
具
体
的
に
は
、
彼
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ

ン
解
釈
に
お
い
て
示
さ
れ
た
よ
う
に
、「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
し
た
と
こ
ろ
の
事
を

思
案
し
、
そ
れ
を
思
索
し
つ
つ
知
に
も
た
ら
そ
う
と
す
る
こ
と
」（GA

.52,	S5

）
と

い
う
作
業
に
な
る
。

（
六
）
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
こ
う
し
た
幼
少
時
代
の
孤
独
の
持
つ
意
義
に
つ
い
て
は
、

イ
ェ
ー
ガ
ー
に
よ
る
先
行
研
究
が
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
孤
独
は
、
人
間
そ
れ
じ
た
い

に
触
れ
る
体
験
で
あ
り
、
幸
福
と
は
、
知
と
真
理
の
体
験
と
し
て
生
命
が
生
起
す
る

こ
と
で
あ
る
（V

gl.	JÄ
GER

［2009

］,	110f.

）。

（
七
）
フ
ッ
サ
ー
ル
の
発
生
的
現
象
学
に
お
い
て
も
、
子
ど
も
が
重
要
な
テ
ー
マ
の
ひ
と

つ
に
な
っ
て
い
る
（V

gl.	PU
GLIESE	

［2009

］）。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
受
動
的
構
成

の
端
緒
に
お
い
て
作
動
し
て
い
る
主
体
、
先
自
我
を「
原
子
ど
も
」と
名
づ
け
る（H

ua.
X

V
,	173,	604

）。
原
子
ど
も
は
本
能
の
主
体
で
あ
り
、
い
か
な
る
表
象
世
界
も
も
た

ず
、
も
っ
と
も
根
源
的
な
連
合
と
構
成
の
領
土
で
あ
る（H

ua.X
IV

,	334

）。フ
ッ
サ
ー

ル
の
子
ど
も
理
解
に
お
い
て
は
、
喃
語
の
事
例
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
己

身
体
に
根
ざ
す
ゼ
ロ
の
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
と
い
う
欠
如
へ
の
気
づ
き
を
介
し
て
、
意
識

化
が
解
明
さ
れ
て
い
る（H

ua.X
V

,	606

）。フ
ッ
サ
ー
ル
の
か
か
る
子
ど
も
の
分
析
と
、

認
知
心
理
学
や
発
達
心
理
学
と
の
協
働
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
山
口［2011

］を
参
照
。

（
八
）
現
象
学
的
還
元
を
遂
行
す
る
現
象
学
者
の
経
験
に
対
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
が

持
つ
意
義
が
、
永
井
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
そ
の
意
義
は
、「『
無

限
そ
の
も
の
』
の
経
験
を
覆
い
隠
す
あ
ら
ゆ
る
媒
介
を
徹
底
し
て
絶
ち
切
り
、
そ
の

平
面
か
ら
無
起
源
的/

隔
時
的
に
退
去
し
、
ず
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
開
か
れ
る

新
た
な
経
験
次
元
に
お
け
る
、
非
連
続
的/

跳
躍
的
な
『
意
味
の
動
き
』(signifiance)

と
し
て
の
無
限
の
経
験
」（
永
井
［2008

］、48

頁
）
を
切
り
拓
い
た
こ
と
に
あ
る
。

か
か
る
現
象
学
で
は
、「
解
体
し
つ
つ
語
る
と
い
う
還
元
の
遂
行
そ
の
も
の
が
語
り
の

ス
タ
イ
ル
と
な
る
」（
同
上
、
56
頁
）
点
で
、
本
稿
で
の
夢
想
の
現
象
学
に
と
っ
て
示

唆
的
で
あ
る
。

（
九
）
夢
想
の
コ
ギ
ト
と
し
て
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
例
に
挙
げ
る
の
が
錬
金
術
師
で
あ
る

（PR.	62

）。
彼
に
よ
れ
ば
、
実
験
室
で
の
錬
金
術
師
の
言
語
は
夢
想
の
言
語
で
あ
り
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（PR.	60

）、「
ア
ニ
マ
と
ア
ニ
ム
ス
の
対
話
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
る
言
語
」（ibd.

）

と
な
り
、「
ひ
と
は
錬
金
の
書
を
読
む
と
き
ほ
ど
孤
独
な
こ
と
は
な
い
。
ひ
と
は
〈
世

界
に
た
っ
た
ひ
と
り
〉
で
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
そ
し
て
た
だ
ち
に
世
界
を

夢
想
し
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
の
始
ま
り
の
言
語
を
話
し
だ
す
の
で
あ
る
」(ibd.)

。

（
十
）
精
神
分
析
の
臨
床
で
起
こ
る
転
移
‐
逆
転
移
が
、
現
象
学
者
の
経
験
に
対
し
て
持

つ
意
義
を
ブ
ル
ジ
ン
ス
カ
も
指
摘
し
て
い
る
（BRU

D
ZI Ń

SK
A

［2012

］,	pp.37

）。

彼
女
が
フ
ロ
イ
ト
の
方
法
概
念
で
評
価
し
て
い
る
の
が「
平
等
に
漂
う
意
識
」で
あ
る
。

「
こ
の
技
法
は
現
象
学
に
と
っ
て
、
共
‐
パ
ト
ス
的
な
経
験
の
非
常
に
興
味
深
い
認
知

的
な
構
造
を
拓
く
か
も
し
れ
な
い
。」（
同
上
、p.45)

（
十
一
）
武
内
に
よ
っ
て
、
ユ
ン
グ
心
理
学
の
元
型
的
想
像
力
が
現
象
学
に
対
し
て
有
す

る
意
義
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
ン
ク
の
コ
ス
モ
ロ
ギ
ー
的
な
世

界
遊
戯
に
お
け
る
主
観
性
の
脱
自
の
構
造
に
、
こ
う
し
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
働
き
が
関

与
し
て
お
り
、
意
識
の
構
造
そ
の
も
の
が
か
か
る
元
型
的
想
像
力
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
て
い
る
（
武
内
［2010

］、168

頁
）。
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序
ア
ン
リ
の
自
己
触
発
概
念
は
、「
感
情
」
や
「
身
体
運
動
」
と
い
っ
た
感
性
的
印

象
の
分
析
を
起
点
と
し
、「
受
容
性
」
の
本
質
に
実
質
的
内
容
を
与
え
る
と
さ
れ
る

概
念
で
あ
る
。
従
来
の
ア
ン
リ
解
釈
は
、
こ
の
自
己
触
発
概
念
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル

の
内
的
時
間
意
識
の
理
論
的
空
白
を
埋
め
る
概
念
と
し
て
理
解
し
て
き
た
。
し
か

し
、
実
際
、
自
己
触
発
概
念
は
、
感
性
的
世
界
か
ら
独
立
し
た
領
域
の
現
出
様
態

を
規
定
し
、
最
終
的
に
は
自
我
の
「
自
立
性
」
に
意
味
を
与
え
る
概
念
と
し
て
機

能
す
る
。
そ
れ
は
、
感
性
的
世
界
だ
け
で
な
く
、
時
間
の
流
れ
そ
の
も
の
か
ら
も

独
立
し
た
無
時
間
的
な
存
在
を
確
立
す
る
に
い
た
る
。
こ
の
逆
説
的
な
事
態
を
ど

の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
。
確
か
に
近
年
の
研
究
は
、
ア
ン
リ
の
「
力
（force
）」

概
念
の
前
史
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
事
態
を
歴
史
的
文
脈
か
ら
説
明

す
る	

⑴

。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
自
己
触
発
概
念
の
内
的
構
造
と
そ
の
哲
学
的

前
提
が
、
こ
の
逆
説
的
事
態
を
生
み
出
し
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ

不
明
確
な
ま
ま
で
あ
る
。
本
論
は
、
ア
ン
リ
の
自
己
触
発
概
念
の
再
検
討
を
通
じ

て
、
こ
の
逆
説
的
事
態
に
分
け
入
り
、
そ
れ
を
も
た
ら
す
ア
ン
リ
哲
学
の
根
本
前

提
の
解
明
と
そ
の
意
味
づ
け
を
目
指
す
。考
察
の
手
順
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

本
論
は
、
ま
ず
『
顕
現
の
本
質
』
第
二
十
五
節
に
着
目
し
、
従
来
行
わ
れ
て
き

た
自
己
触
発
解
釈
を
問
い
直
し
、
自
己
触
発
概
念
の
中
心
に「
超
越
の
形
成
作
用
」

を
読
み
込
む
（
第
一
節
）。
次
に
、
こ
の
自
己
触
発
概
念
の
導
出
が
、
カ
ン
ト
と

対
立
し
つ
つ
、
思
惟
の
純
化
を
経
由
し
て
意
志
へ
遡
行
す
る
こ
と
を
確
認
し
（
第

二
節
）、
こ
の
操
作
の
背
後
に
デ
カ
ル
ト
的
コ
ギ
ト
の
残
滓
を
看
取
す
る
（
第
三

節
）。
最
後
に
、
コ
ギ
ト
か
ら
ス
ム
へ
至
る
ア
ン
リ
の
歩
み
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
時
間
か
ら
の
根
本
的
離
脱
を
企
図
す
る
ア
ン
リ
の
自

己
触
発
概
念
の
新
た
な
意
味
づ
け
を
試
み
る
（
第
四
節
）。

第
一
節　

受
容
作
用
か
、
形
成
作
用
か

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
カ
ン
ト
書
に
お
い
て
、
超
越
論
的
構
想
力
を
、
悟
性
と
直
観

と
の
「
二
つ
の
幹
の
根
」
と
し
て
解
釈
し
、
こ
の
自
発
性
と
受
容
性
の
両
性
格
を

備
え
た
超
越
論
的
構
想
力
の
内
的
時
間
性
格
を
、
純
粋
直
観
の
内
的
構
造
の
な
か

に
見
出
す
。
こ
の
周
知
の
カ
ン
ト
解
釈
に
つ
い
て
、
ア
ン
リ
は
、『
顕
現
の
本
質
』

第
二
十
四
節
に
お
い
て
分
析
し
、
特
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
純
粋
直
観
の
構
造
を
時

間
の
自
己
触
発
と
し
て
理
解
す
る
地
点
に
注
目
す
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
純
粋
直
観
に
お
い
て
、
い
か
に
時
間
そ
の
も
の
が
自
ら
今
系

列
の
純
粋
継
起
と
し
て
の
時
間
を
産
出
し
つ
つ
、
そ
れ
を
受
容
す
る
か
を
問
う
。

ア
ン
リ
の
自
己
触
発
概
念
の
再
検
討

服

部

敬

弘
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「
純
粋
継
起
」
と
し
て
の
時
間
が
、
時
間
自
身
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
時
間
自
ら
形
成
し
た
時
間
を
時
間
が
受
容
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
時
間
に
よ

る
時
間
の
自
己
触
発
が
、
純
粋
直
観
の
構
造
と
し
て
取
り
出
さ
れ
る
。

ア
ン
リ
は
、
こ
の
構
造
を
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
。
ア
ン
リ
は
ま
ず
、
一
方
で

純
粋
継
起
と
し
て
の
時
間
を
「
純
粋
時
間
」
や
「
地
平
」
と
呼
び
、
他
方
で
こ
の

純
粋
時
間
を
産
出
す
る
時
間
、
ま
た
自
ら
産
出
し
た
純
粋
時
間
に
よ
っ
て
触
発
さ

れ
る
時
間
を
、「
根
源
的
時
間
」
や
「
超
越
」
と
呼
ぶ
。
次
に
、
純
粋
時
間
に
よ
る

根
源
的
時
間
の
触
発
、
地
平
に
よ
る
超
越
の
触
発
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
提
出
す
る

時
間
の
自
己
触
発
の
構
造
と
し
て
理
解
す
る
。
根
源
的
時
間
は
、
純
粋
時
間
を
前

も
っ
て
形
成
し
、
そ
れ
を
自
己
に
関
係
さ
せ
て
保
持
す
る
が
ゆ
え
に
、
自
発
的
思

惟
と
受
容
的
直
観
の
二
つ
の
幹
の
根
た
り
う
る
。

こ
こ
で
ア
ン
リ
は
、
純
粋
時
間
と
根
源
的
時
間
と
の
区
別
の
確
定
に
注
力
し
、

こ
の
区
別
の
確
定
に
よ
っ
て
、
根
源
的
時
間
の
現
出
様
態
の
未
規
定
性
を
抉
出
し

よ
う
と
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
は
、
一
方
で
、
純
粋
時
間
が
根
源
的
時
間
を

触
発
す
る
仕
方
に
つ
い
て
は
規
定
す
る
が
、
他
方
で
、
純
粋
時
間
に
よ
っ
て
触
発

さ
れ
る
根
源
的
時
間
そ
の
も
の
が
い
か
に
現
出
す
る
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し

な
い
か
ら
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
自
己
触
発
解
釈
の
不
十
分
さ
は
、
す
で
に
第
二
十
三
節

の
超
越
論
的
構
想
力
解
釈
へ
の
批
判
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
根
源
的
時
間

と
純
粋
時
間
と
の
関
係
は
、
超
越
論
的
構
想
力
の
作
用
と
そ
の
所
産
と
の
関
係
と

し
て
理
解
さ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
構
想
力
の
所
産
の
現
出
様
態
に
つ
い
て
は

規
定
し
な
が
ら
、
構
想
力
の
作
用
そ
の
も
の
の
現
出
様
態
を
未
規
定
の
ま
ま
放
置

す
る
。

カ
ン
ト
書
及
び
そ
れ
に
関
す
る
ア
ン
リ
の
読
解
の
詳
細
な
再
現
や
そ
の
正
否
の

判
断
は
、
こ
こ
で
は
問
題
で
は
な
い
。
本
論
の
問
題
関
心
に
照
ら
し
て
重
要
な
点

は
、
ア
ン
リ
の
自
己
触
発
概
念
の
彫
琢
が
、
超
越
論
的
構
想
力
の
備
え
る
二
重
の

能
力
、
す
な
わ
ち
地
平
の
形
成
作
用
（
能
力
）
と
そ
の
受
容
作
用
（
能
力
）
と
を

め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
点
で
あ
る
。

ア
ン
リ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
の
批
判
に
お
い
て
、
こ
の
二
重
の
能
力
の
う
ち
、

ま
ず
は
後
者
に
照
準
す
る
。
ア
ン
リ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
自
己
触
発
を
支
え
る
も

の
、「
自
己
触
発
の
究
極
的
可
能
性
」（EM

233

）
を
、
超
越
論
的
構
想
力
の
受
容

作
用
、
す
な
わ
ち
超
越
論
的
構
想
力
が
そ
の
所
産
を
受
容
す
る
能
力
の
な
か
に
見

出
す
。
実
際
、
ア
ン
リ
は
、
第
二
十
四
節
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
し

か
し
な
が
ら
、
超
越
の
純
粋
作
用
に
対
立
を
喚
起
す
る
こ
と
は
、
時
間
地
平
を
形

成
す
る
限
り
で
の
こ
の
作
用
の
事
実
で
は
な
く
、
時
間
地
平
を
受
容
す
る

0

0

0

0

限
り

で
の
作
用
の
事
実
で
あ
る
。〔
・
・
・
〕
そ
れ
ゆ
え
、
存
在
の
超
越
論
的
地
平
の

顕
現
は
、
そ
の
根
拠
を
、
地
平
を
形
成
す
る
時
間
で
は
な
く
、
地
平
を
受
容
す
る

0

0

0

0

時
間
の
な
か
に
見
出
す
」（EM

233

、
傍
点
筆
者
）⑵

。
超
越
（
超
越
論
的
構
想

力
）
は
、
地
平
を
形
成
し
、
そ
れ
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
平
を
顕
現
さ
せ

る
が
、
こ
こ
で
強
調
す
べ
き
は
、
こ
の
地
平
の
顕
現
に
お
い
て
、
超
越
に
よ
る
地

平
の
形
成
作
用
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
受
容
作
用
が
重
視
さ
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
ア
ン
リ
は
、
超
越
の
現
出
様
態
の
未
規
定
性
の
克

服
に
は
、
超
越
の
受
容

0

0

作
用
の
規
定
こ
そ
必
要
だ
、
と
主
張
し
て
い
る
か
に
み
え

る
。ア

ン
リ
は
、
第
三
十
一
節
に
お
い
て
、
こ
の
受
容
作
用
を
一
層
細
分
化
す
る
。

ま
ず
地
平
を
受
け
取
る
超
越
の
受
容
作
用
を
「
超
越
の
受
容
性
」
と
呼
び
、
一
層

根
源
的
な
受
容
作
用
を「
内
在
に
お
け
る
受
容
性
」と
呼
ぶ（EM

299

）。
こ
の「
内

在
に
お
け
る
受
容
性
」
に
つ
い
て
、
ア
ン
リ
は
「
本
質
が
自
分
自
身
を
受
容
す
る

可
能
性
」（Ibid.

）
と
定
義
す
る
。「
本
質
」
と
は
、「
超
越
論
的
構
想
力
」、
あ
る

い
は
「
超
越
」
と
同
義
で
あ
る
。
本
質
の
自
己
受
容
と
は
、
超
越
の
自
己
受
容
を
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意
味
す
る
。超
越
は
そ
の
所
産
を
受
容
す
る
前
に
、
自
分
自
身
を
受
容
す
る
。「
超0

越
は
受
容
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

」（EM
292

）。

次
に
ア
ン
リ
は
、
こ
の
「
受
容
性
概
念
の
二
分
化
」（EM

280

）
に
従
い
、
受

容
性
の
内
容
に
つ
い
て
も
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
「
超
越
的
内
容
」
と
「
内
在
的
内

容
」と
呼
ぶ
。最
終
的
に
超
越
そ
の
も
の
の
現
出
様
態
に
規
定
を
与
え
る
の
は
、「
内

在
的
内
容
」
が
、「
内
在
に
お
け
る
受
容
性
」
に
お
い
て
受
容
さ
れ
る
構
造
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
自
己
触
発
が
、
純
粋
時
間
に
よ
る
根
源
的
時
間
の
触
発
、「
自
己
に

よ
る
触
発
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
自
己
に
よ
る
触
発
が
逸
失
し
た
根
源
的
時

間
自
身
の
現
出
様
態
は
、
超
越
自
身
の
自
己
受
容
、
す
な
わ
ち
超
越
自
身
の
自
己

触
発
に
よ
っ
て
、
十
全
な
表
現
を
得
る
。
こ
の
後
者
の
自
己
触
発
を
、
ア
ン
リ
は

「
自
己
の
触
発
」
と
呼
び
、
真
の
自
己
触
発
と
み
な
す
。

し
た
が
っ
て
、
自
己
触
発
概
念
は
、
超
越
の
自
己
受
容
へ
の
遡
行
に
よ
っ
て
の

み
、
そ
の
内
実
を
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
超
越
の
自
己
受
容
」
と
は
、
両
義
的

表
現
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
、
超
越
の
形
成

0

0

作
用
の
自
己

受
容
と
超
越
の
受
容

0

0

作
用
の
自
己
受
容
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
許
容
し
う
る
か
ら

で
あ
る
。
超
越
は
、「
内
在
に
お
け
る
受
容
性
」
に
お
い
て
、
地
平
を
形
成
す
る
作

用
を
受
容
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
地
平
を
受
容
す
る
作
用
を
受
容
す
る
の
か
、
曖

昧
で
あ
る
。第
三
十
一
節
の
受
容
性
の
定
義
は
、
こ
の
点
を
明
示
し
て
は
い
な
い
。

し
か
し
、
超
越
が
二
重
の
能
力
に
区
分
さ
れ
る
以
上
、「
内
在
に
お
け
る
受
容
性
」

を
定
義
す
る
超
越
の
自
己
受
容
の
意
味
は
確
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

「
超
越
の
自
己
受
容
」
が
超
越
の
現
出
様
態
の
未
規
定
性
を
克
服
す
る
以
上
、

こ
の
問
い
は
自
己
触
発
概
念
の
核
心
に
か
か
わ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
従
来
、

超
越
の
自
己
受
容
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
受
容
作
用
の
自
己
受
容
と
し
て
解
釈
さ
れ

て
き
た
。
実
際
、
第
二
十
四
節
の
立
場
は
、
こ
の
解
釈
を
正
当
化
す
る
。
し
か
し
、

第
二
十
五
節
は
、
こ
の
解
釈
に
再
考
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
受
容
作
用

の
形
成
作
用
に
対
す
る
先
行
性
を
明
示
的
に
否
定
し
、
従
来
の
解
釈
と
食
い
違
う

記
述
を
提
示
す
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
十
五
節
は
、
ま
ず
地
平
の
顕
現
が
、
超
越
に
よ
る
地
平
の
受
容
作
用
に
基

づ
く
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
（EM

240

）。
で
は
、
こ
の
地
平
の
受
容
作
用
は
、

地
平
の
形
成
作
用
に
先
行
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
ア
ン
リ
に
よ
れ

ば
、
地
平
の
顕
現
は
、「
本
質
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
地
平
を
本
質
の
前
に
置
く
と

こ
ろ
の
作
用
に
お
い
て
、
地
平
が
可
視
的
と
な
る
事
実
」（Ibid.

）
を
前
提
す
る
。

こ
の
「
前
に
置
く
（poser	devant

）」
と
い
う
作
用
は
、「
見
る
（voir

）」
作
用

で
あ
り
、
こ
の
作
用
の
な
か
に
、
受
容
作
用
の
可
能
性
が「
直
接
的
に
含
ま
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

」

（EM
244

）
の
で
あ
る
。

ア
ン
リ
は
、「
前
に
置
く
作
用
」
を
地
平
の
形
成
作
用
と
同
義
と
み
な
し
た
う
え

で
、
地
平
の
形
成
は
す
で
に
地
平
の
受
容
を
含
む
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
形
成
作

用
は
受
容
作
用
に
先
行
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
第
二
十
四
節
の
テ
ー
ゼ
を
覆
す

次
の
決
定
的
自
問
は
、
こ
の
主
張
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。「
そ
れ
ゆ
え
、
地

平
の
実
効
的
形
成
が
受
容
性
の
な
か
に
あ
る
と
す
る
テ
ー
ゼ
は
、
転
倒
さ
れ
ね
ば

0

0

0

0

0

0

な
ら
な
い
も
の

0

0

0

0

0

0

と
し
て
現
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」（EM

244

）。

ア
ン
リ
は
、
即
座
に
次
の
よ
う
に
断
言
す
る
。「
地
平
の
受
容
は
、
本
質
が
、

自
分
の
前
に
地
平
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
地
平
を
形
成
す
る

0

0

0

0

と
こ
ろ
の
作
用
の
な

か
に
存
す
る
」（EM

244

、
傍
点
筆
者
）。
ア
ン
リ
は
、
自
己
触
発
の
場
を
、
も

は
や
地
平
を
受
容
す
る
作
用
の
な
か
に
求
め
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
地
平
を
形
成

す
る
作
用
の
な
か
に
求
め
る
。
超
越
の
自
己
現
出
に
お
い
て
欠
け
て
い
た
も
の

は
、
地
平
を
受
容
す
る
作
用
の
自
己
現
出
で
は
な
く
、
超
越
の
受
容
性
の
自
己
現

出
で
は
な
く
、
超
越
の
自
発
性
の
自
己
現
出
、「
地
平
の
根
源
的
に
形
成
的
な
作
用

（acte	originairem
ent	form

ateur	de	l

’horizon

）」（EM
245

）
の
自
己
現
出

で
あ
る
。
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『
顕
現
の
本
質
』
第
二
十
五
節
は
、
超
越
の
受
容
性
が
、
超
越
の
自
発
性
に
基

づ
く
こ
と
を
明
確
に
主
張
す
る
。
地
平
を
受
け
取
る
力
で
は
な
く
、「
地
平
を
開
く

力
の
忘
却
」（EM

243

）
こ
そ
、
ア
ン
リ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
向
け
る
批
判
の
本
質

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
超
越
の
受
容
」（EM

256

）
と
は
、
も
は
や
超
越
の
「
受

容
作
用
」
の
受
容
で
は
な
く
、
超
越
の
「
形
成
作
用
」
の
受
容
を
意
味
す
る
。

従
来
、
超
越
の
自
己
現
出
の
問
い
を
、
地
平
の
形
成
作
用
の
自
己
現
出
に
求
め

る
解
決
は
、「
ア
ン
リ
の
受
け
容
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
い
」⑶

と
み
な
さ
れ
て

き
た
。し
か
し
、
ア
ン
リ
自
身
、
こ
の
解
決
を
積
極
的
に
受
け
容
れ
る
の
で
あ
る
。

ア
ン
リ
は
、
後
の
諸
節
で
は
、
自
己
触
発
を
、
客
観
化
作
用
の
自
分
自
身
に
よ
る

触
発
（EM

304

）
と
呼
び
、「
超
越
の
実
在
性
」
を
「
地
平
の
根
源
的
に
形
成
的

な
作
用
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
た
実
在
性
」（EM

312

）
と
呼
ぶ
。
超
越
の
自
己
現

出
と
し
て
の
自
己
触
発
と
は
、
ま
さ
に
地
平
を
形
成
す
る

0

0

0

0

超
越
の
自
発
性
そ
の
も

の
を
受
容
す
る
自
己
受
容
と
し
て
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節　

直
観
に
対
す
る
思
惟
の
独
立

以
上
の
通
り
、
自
己
触
発
概
念
の
再
検
討
は
、
こ
の
概
念
の
再
定
義
を
求
め

る
。
そ
れ
は
、
従
来
の
ア
ン
リ
理
解
に
対
す
る
瑣
末
な
指
摘
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ア

ン
リ
理
解
を
根
本
か
ら
捉
え
直
す
動
機
を
与
え
る
。
こ
こ
で
自
己
触
発
に
至
る
ア

ン
リ
の
歩
み
を
一
瞥
し
よ
う
。
ア
ン
リ
は
、
超
越
論
的
構
想
力
か
ら
形
成
作
用
そ

の
も
の
を
取
り
出
す
と
き
、
地
平
の
所
産
か
ら
分
離

0

0

さ
れ
た
純
粋
作
用
を
取
り
出

す
。
こ
の
と
き
ア
ン
リ
は
事
実
上
、
純
粋
思
惟
と
純
粋
直
観
と
の
相
属
性
を
断
ち

切
る
。
こ
う
し
て
直
観
か
ら
の
思
惟
の
分
離
を
経
る
こ
と
な
し
に
は
「
地
平
の
根

源
的
に
形
成
的
な
作
用
」
へ
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
作
用
は
、
受
容
的
思

惟
で
は
な
く
、
自
発
的
思
惟
の
作
用
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
作
用
に
つ
い
て
、
ア

ン
リ
は
「
作
用
の
内
的
統
一
」（EM

335

）
の
規
定
を
求
め
る
。
こ
の
「
同
一
性
」

は
「
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
空
虚
な
同
一
性
」
で
は
な
く
（EM

271

）、
実
質
的
内
容

を
備
え
た
、
自
発
的
思
惟
の
自
己
同
一
性
で
あ
る
。

自
己
触
発
概
念
へ
至
る
ア
ン
リ
の
歩
み
は
、
自
発
的
思
惟
の
同
一
性
に
対
し
て

実
質
的
内
容
を
付
与
す
る
歩
み
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。
こ
こ
で
「
思
惟
」
と

は
、
一
方
で
、
対
象
関
係
的
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
、「
自
発
的
統
合
」、「
統
一

の
機
能
」
を
担
う
と
す
れ
ば
、
ア
ン
リ
が
、
純
粋
形
成
作
用
の
「
統
一
」、「
内
的

ま
と
ま
り
」
を
問
う
た
と
き
、
ア
ン
リ
は
、
思
惟
の
二
つ
の
機
能
の
う
ち
、
も
っ

ぱ
ら
「
統
一
の
機
能
」
に
照
準
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
自
己
触
発
が

思
惟
の
統
一
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
己
触
発
は
、
思
惟

の
統
一
の
「
根
拠
」
で
あ
り
、
ア
ン
リ
は
、
自
己
触
発
の
「
情
感
性
（
触
発
性
、

affectivité

）」
に
関
し
て
、「
情
感
性
と
思
惟
と
の
現
象
学
的
異
質
性
」（EM

686

）

を
た
え
ず
主
張
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
自
己
触
発
と
思
惟
と
の
微
妙
な
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
。
一
方

で
、
自
己
触
発
へ
の
遡
行
は
、
思
惟
の
直
観
へ
の
依
存
の
遮
断
、
思
惟
の
対
象
関

係
的
な
契
機
の
遮
断
を
意
味
す
る
。他
方
、
自
発
性
は
温
存
し
な
が
ら
、
そ
の「
統

一
の
機
能
」
に
関
し
て
は
、
確
か
に
そ
の
形
式
性
が
批
判
さ
れ
る
。
し
か
し
、
決

し
て
思
惟
そ
の
も
の
が
放
棄
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
形
式
的
統
一

に
内
実
を
与
え
る
こ
と
こ
そ
が
企
図
さ
れ
る
。

で
は
、
統
一
を
担
い
な
が
ら
も
、
直
観
と
の
関
連
を
断
っ
た
自
発
的
思
惟
と
は

何
か
。
ア
ン
リ
は
こ
れ
を
「
意
志
」
と
み
な
す
。
例
え
ば
、『
顕
現
の
本
質
』
は
、

自
己
触
発
を
、「
実
践
的
な
も
の
と
し
て
の
理
性
そ
の
も
の
の
情
感
性
に
お
け
る
、

律
法
を
定
立
す
る
作
用
の
自
己
触
発
」（EM

666

）
と
み
な
す
。
ま
た
、
こ
の
作

用
を
「
力
」（EM

246

）、「
努
力
」、「
プ
ラ
ク
シ
ス
」
等
の
術
語
で
表
し
、
そ
の
統

一
を
「
意
志
の
自
己
関
係
性
」（GP208

）⑷

と
表
現
す
る
。

自
己
触
発
は
、
対
象
関
係
的
思
惟
を
、
あ
ら
か
じ
め
対
象
な
き
思
惟
の
自
発



157 アンリの自己触発概念の再検討

性
、
す
な
わ
ち
「
意
志
」
に
ま
で
純
化
す
る
こ
と
を
求
め
る
。「
情
感
性
と
思
惟

と
の
異
質
性
」と
い
う
主
張
は
、
確
か
に
自
己
触
発
と
思
惟
と
の
異
質
性
を
示
す
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
自
己
触
発
が
、
感
覚
や
感
情
と
い
っ
た
感
性
的
で
身
体
的
な

次
元
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
異
質
性

は
、
自
発
的
思
惟
の
現
出
様
態
と
、（
直
観
依
存
的
な
）
受
容
的
思
惟
の
そ
れ
と
の

異
質
性
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ア
ン
リ
は
、
思
惟
を
退

け
な
が
ら
、
自
己
触
発
を
「
世
界
な
き
意
識
」（EM

331

）、「
魂
の
〔
自
己
〕
認
識
」

（GP30

）
と
い
う
精
神

0

0

の
只
中
に
位
置
づ
け
う
る
の
で
あ
る
。

自
己
触
発
の
再
検
討
は
、
超
越
の
根
源
的
に
形
成
的
な
作
用
と
し
て
の
意
志
の

領
域
を
照
射
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
志
は
、
必
ず
直
観
か
ら
の
思
惟
の
純
化
を

経
由
す
る
。
自
己
触
発
へ
の
接
近
は
、
直
観
へ
の
い
か
な
る
参
照
も
本
質
的
に
含

ま
な
い
思
惟
の
自
発
性
の
純
化
を
要
求
す
る
。
そ
し
て
、
自
発
的
思
惟
の
純
粋
同

一
性
が
、
直
観
へ
の
参
照
な
し
に
成
立
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
自
明
の
前
提
で
あ

る
。
自
己
触
発
概
念
の
再
検
討
が
照
射
す
る
の
は
、
こ
の
ア
ン
リ
の
暗
黙
の
前
提

で
あ
る
。

第
三
節　

デ
カ
ル
ト
的
コ
ギ
ト
の
残
滓

自
発
的
思
惟
と
受
容
的
思
惟
の
区
別
に
つ
い
て
、
改
め
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
自
己

触
発
概
念
に
立
ち
戻
っ
て
お
こ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
カ
ン
ト
書
に
先
立
つ
講
義

に
お
い
て
、
直
観
の
思
惟
へ
の
依
存
以
上
に
、
思
惟
の
直
観
へ
の
依
存
を
描
く
こ

と
に
注
力
す
る
。「
思
惟

0

0

の
本
質
に
は
、
規
定
さ
れ
る
べ
き
或
る
も
の
へ
と
関
係

づ
け
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
」（PIK

267

）⑸

こ
と
、
さ
ら
に
は
、
思
惟
の
同

一
性
が
「
ア
プ
リ
オ
リ
に
す
で
に
多
様
の
綜
合
の
う
ち
に
存
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」（PIK

383

）
こ
と
を
描
き
出
す
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
統
一
を
担
う
思
惟

が
、
そ
れ
自
体
で

0

0

0

0

0

、
同
時
に
対
象
関
係
的
で
受
容
的
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
。

カ
ン
ト
書
で
は
、
こ
の
テ
ー
ゼ
を
、
純
粋
悟
性
概
念
自
身
が
、
そ
の
規
則
の

描
出
の
た
め
に
、
必
ず
「
図
式
‐
形
象
」
と
し
て
理
解
さ
れ
た
時
間
へ
の
助
力

を
要
求
す
る
と
み
な
す
解
釈
に
よ
っ
て
補
完
す
る
。
そ
れ
が
、
最
終
的
に
、
統

覚
の
統
一
が
、
綜
合
を
前
提
と
し
、
綜
合
を
担
う
構
想
力
が
、
統
覚
に
先
立

0

0

つ0

（A
118

）
と
い
う
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
一
節
の
テ
ー
ゼ
か
ら
確
証
さ
れ
る

（K
M

79-80

）⑹

。
す
な
わ
ち
、
思
惟
は
、
多
様
な
表
象
の
綜
合
と
い
う
道
を
経

る
こ
と
な
し
に
は
、
い
か
な
る
同
一
性
の
意
識
も
も
ち
え
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
発
的
悟
性
は
、
自
ら
そ
の
自
立
性
を
放
棄
す
る
（K

M
84

）。

こ
こ
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
カ
ン
ト
が
遂
行
す
る
「
伝
統
的
意
味
に
お
け
る
概
念

の
根
源
的
破
壊
」
を
読
み
解
く
（K

M
288

）。

こ
の
直
観
と
悟
性
の
根
源
的
共
属
性
と
し
て
の
自
己
触
発
こ
そ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

に
と
っ
て
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
あ
ら
ゆ
る
綜
合
判
断
の
最
高
原
則
」
の
現
象

学
的
表
現
で
あ
る
（K

M
202

）。
そ
れ
に
対
し
、
ア
ン
リ
は
、
他
の
箇
所
で
、
統

覚
の
分
析
的
統
一
に
対
す
る
総
合
的
統
一
の
先
行
性
と
い
う
カ
ン
ト
認
識
論
の
根

本
テ
ー
ゼ
を
転
倒
し
、
分
析
的
統
一
の
優
位
を
主
張
す
る	

⑺

。
ア
ン
リ
は
、
こ

う
し
て
「
伝
統
的
意
味
に
お
け
る
概
念
」
を
擁
護
す
る
。

こ
う
し
た
ア
ン
リ
の
立
場
は
、
ラ
シ
エ
ー
ズ
＝
レ
イ
の
カ
ン
ト
解
釈
の
立
場
と

共
鳴
す
る
。
彼
は
、
カ
ン
ト
の
批
判
的
読
解
を
通
じ
て
、「
分
析
的
方
法
の
た
め
に

総
合
的
方
法
を
放
棄
す
る
」⑻

こ
と
を
試
み
、
合
理
的
心
理
学
へ
の
カ
ン
ト
的
批

判
を
退
け
よ
う
と
す
る
。
ラ
シ
エ
ー
ズ
＝
レ
イ
に
よ
れ
ば
、
い
か
な
る
時
間
へ
の

依
存
も
必
要
と
し
な
い
純
粋
思
惟
は
、
分
析
判
断
に
お
い
て
こ
そ
、
そ
の
「
能

動
的
形
式
」
を
開
示
し	

⑼

、「
思
惟
の
分
析
的
条
件
」
と
し
て
の
「
我
思
う
」⑽

、

す
な
わ
ち
「
非
時
間
的
コ
ギ
ト
」
こ
そ
、「
最
高
原
則
」
と
し
て
探
求
す
べ
き
点
を

強
調
す
る
。
そ
し
て
、
彼
が「
精
神
的
活
動
性（activité	spirituelle

）」と
呼
ぶ
、

分
析
判
断
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
能
動
的
形
式
の
発
見
こ
そ
、
デ
カ
ル
ト
的
コ
ギ
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ト
の
偉
大
な
発
見
で
あ
り
、
こ
の
自
発
的
コ
ギ
ト
を
、
直
観
に
従
属
す
る
カ
ン
ト

の
受
容
的
コ
ギ
ト
に
対
置
す
る
。
思
惟
の
直
観
へ
の
依
存
は
、
デ
カ
ル
ト
の
思
惟

に
と
っ
て
は
「
暫
定
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
」⑾

か
ら
で
あ
る
。

確
か
に
ア
ン
リ
は
、
ラ
シ
エ
ー
ズ
＝
レ
イ
的
コ
ギ
ト
解
釈
が
自
己
の
対
象
化
を

残
す
が
ゆ
え
に
、
自
身
の
自
己
触
発
と
同
一
視
す
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
（EM

232,	
GP145note

）。
し
か
し
、
自
己
触
発
へ
の
道
が
、
直
観
か
ら
の
思
惟
の
純
化
を

経
由
す
る
限
り
に
お
い
て
、
ア
ン
リ
は
、
デ
カ
ル
ト
的
コ
ギ
ト
を
カ
ン
ト
的
コ
ギ

ト
に
対
置
す
る
ラ
シ
エ
ー
ズ
＝
レ
イ
の
図
式
を
ひ
そ
か
に
継
承
す
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
自
己
触
発
が
経
由
す
る
思
惟
は
、
そ
れ
自
体
で
直
観
に
依
存
的

で
あ
る
の
に
対
し
、
ア
ン
リ
の
そ
れ
は
、
自
己
の
外
へ
の
わ
ず
か
の
参
照
も
必
要

と
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
前
者
の
自
己
触
発
は
脱
自
を
本
質
と
す
る
の
に
対
し

て
、
後
者
の
そ
れ
は
い
か
な
る
脱
自
も
含
ま
な
い
。
な
お
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
再

認
の
綜
合
で
記
述
さ
れ
た
「
自
己
同
一
化
」
の
契
機
を
、
そ
れ
も
ま
た
「
時
間

的
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
（K

M
185-186

）。
分
析
判
断
の
最
高
原
則
も
ま

た
、
無
時
間
的
で
は
な
く
再
認
の
同
一
化
に
属
す
よ
う
な
時
間
性
格
を
表
現
す
る

（K
M

195

）。
分
析
判
断
の
原
理
は
、
そ
の
自
立
性
を
失
い
、
総
合
判
断
の
原
理

と
の
連
関
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
綜
合
判
断
の
最
高
原
則
を
自
己
触
発
と
し
て
彫
琢
し
た
と
き
、

形
式
論
理
学
と
超
越
論
的
論
理
学
の
根
源
的
な
相
補
関
係
、
両
者
の
「
必
然
的
連

0

0

0

0

関0

（notw
endigen	Zusam

m
enhang

）」（PIK
267

）
が
視
野
に
収
め
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
の
地
盤
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
範
疇
的
直
観
の
分
析
を
は
じ
め
と
す
る

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
論
理
学
上
の
成
果
に
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
相
補
関

係
を
、
ア
ン
リ
は
、
思
惟
の
自
発
性
の
純
化
を
経
由
す
る
こ
と
で
退
け
る
。
思
惟

の
真
理
は
世
界
経
験
へ
の
参
照
を
必
要
と
せ
ず
、
そ
の
統
一
の
機
能
は
純
粋
直
観

へ
の
参
照
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
、
こ
の
前
提
を
、
ア
ン
リ
は
、
ラ
シ
エ
ー
ズ
＝

レ
イ
と
と
も
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
理
解
に
対
置
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、

「『
純
粋
理
性
批
判
』
を
〔
・
・
・
〕
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
を
背
景
に
し
な
が
ら

読
む
」（PIK
431

）
の
に
対
し
て
、
ア
ン
リ
は
、
ラ
シ
エ
ー
ズ
＝
レ
イ
と
と
も
に
、

デ
カ
ル
ト
を
背
景
に
し
て
カ
ン
ト
を
読
む
。
自
己
触
発
概
念
の
再
検
討
が
照
射
す

る
の
は
、
ア
ン
リ
の
思
考
に
刻
ま
れ
た
こ
の
デ
カ
ル
ト
的
コ
ギ
ト
の
残
滓
で
あ

る
。

第
四
節　

ス
ム
の
開
示

こ
こ
で
、
従
来
の
ア
ン
リ
解
釈
に
立
ち
戻
ろ
う
。
従
来
、
ア
ン
リ
の
自
己
触
発

は
、
地
平
を
受
容
す
る
作
用
の
自
己
受
容
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
理
解

は
、
自
己
触
発
と
時
間
地
平
と
の
関
係
を
捨
象
し
な
い
。
ま
さ
に
自
己
触
発
が
、

地
平
の
受
容
能
力
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
す
な
わ
ち
地
平
を
受
容
し
な
い
限
り
触
発

は
生
じ
な
い
か
ら
こ
そ
、
自
己
触
発
は
、
時
間
と
し
て
の
純
粋
直
観
と
不
可
分
な

関
係
に
置
か
れ
う
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
自
己
触
発
理
解
が
、
従
来
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
時
間
意
識
の
自

己
構
成
と
ア
ン
リ
的
自
己
触
発
と
の
関
連
づ
け
を
可
能
に
し
、
さ
ら
に
は
キ
ネ

ス
テ
ー
ゼ
感
覚
の
構
造
を
ア
ン
リ
的
自
己
触
発
に
読
み
込
む
解
釈
を
支
え
て
き

た	

⑿

。
し
か
し
、
ア
ン
リ
は
、
自
己
触
発
を
「
ど
ん
な
志
向
性
か
ら
も
独
立
的
」

（I224

）⒀

で
あ
り
、
自
我
と
身
体
と
の
根
源
的
連
関
を
開
示
す
る
キ
ネ
ス
テ
ー

ゼ
す
ら
「
皮
相
的
」
で
あ
る
と
批
判
し
、
自
ら
自
己
触
発
と
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
と
の

連
関
を
断
ち
切
る
。
そ
れ
は
、
わ
ず
か
の
志
向
性
も
含
ま
な
い
「
肉
の
運
動
」
へ

と
送
り
返
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
肉
」
は
、
む
し
ろ
「
精
神
」
で
は
な
い
か
と

す
る
批
判
は
、
決
し
て
誤
解
で
は
な
い	

⒁

。
こ
の
精
神
の
先
反
省
性
と
は
、
一

層
正
確
に
は
、
無
時
間
性
で
あ
り
、
時
間
と
の
決
定
的
な
分
離
を
意
味
す
る
。
自

己
触
発
の
構
造
に
、
い
か
な
る
印
象
的
意
識
の
痕
跡
も
見
出
せ
な
い
と
す
る
指
摘
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は
、
ア
ン
リ
の
哲
学
的
前
提
を
一
層
浮
き
彫
り
に
す
る	

⒂

。

重
要
な
点
は
、
自
発
性
の
純
化
を
経
る
自
己
触
発
概
念
が
、
時
間
と
の
関
連
を

徹
底
し
て
排
除
し
、
自
己
自
身
以
外
の
い
か
な
る
審
級
に
も
依
存
し
な
い
点
に
あ

る
。
こ
れ
を
、
ア
ン
リ
は
「
自
立
性
（autonom

ie	/	Selbständigkeit

）」
と
表

現
す
る
。
そ
れ
は
、
意
志
の
自
律
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
己
触
発
の
完
全
な
自
己

充
足
性
を
意
味
す
る
。ア
ン
リ
は
、
デ
カ
ル
ト
的
コ
ギ
ト
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、

そ
の
自
立
性
を
徹
底
化
す
る
。
自
立
性
を
、
自
己
へ
の
釘
づ
け
、「
同
一
性
の
完
全

な
密
着
（adhérence

）」（EM
830

）
と
言
い
換
え
た
う
え
で
、
ア
ン
リ
は
、
こ

の
密
着
、
す
な
わ
ち
自
己
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
「
受
苦
」
に
お
い
て
、「
エ
ゴ

0

0

の
存

在
」、
す
な
わ
ち
ス
ム

0

0

が
開
示
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。

ス
ム
は
、
自
己
触
発
に
よ
っ
て
時
間
地
平
と
の
い
か
な
る
関
係
も
な
し
に
現
実

化
さ
れ
る
。
こ
の
エ
ゴ
の
存
在
は
、
時
間
の
外
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
永
遠
の
自
己

合
致
、「
永
遠
の
現
在
」（I91

）
で
あ
る
。
こ
の
点
を
示
す
こ
と
こ
そ
、
自
己
触
発

の
議
論
が
そ
の
根
本
に
お
い
て
指
向
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
己
触
発
は
、
デ
カ
ル

ト
的
コ
ギ
ト
か
ら
外
部
依
存
的
契
機
を
一
掃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
ス
ム
の

永
遠
の
自
己
現
前
に
現
象
学
的
規
定
を
与
え
る
こ
と
を
企
図
す
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ス
ム
の
問
い
を
放
置
し
た
わ
け
で

は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ア
ン
リ
と
同
じ
く
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
統
覚
に
は
、

「
存
立
し
と
ど
ま
る
自
己
」、「
自
‐
立
性
」
が
属
し
て
い
る
点
、
こ
れ
が
「
我
能
う
」

に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
た
「
叡
智
」
と
し
て
の
「
我
」
で
あ
る
点
を
想
起
さ
せ

る
（PIK

378

）。
た
だ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の
叡
智
と
し
て
の
「
我
」
は
、
む

し
ろ
脱
自
的
な
自
己
触
発
、
あ
る
い
は
時
間
化
の
運
動
の
只
中
で
、
事
後
的
に
形

成
さ
れ
る
派
生
態
と
み
な
す
。

実
際
、
デ
リ
ダ
の
強
調
す
る
通
り
、
カ
ン
ト
的
コ
ギ
ト
が
、
無
時
間
的
で
恒
常

的
と
な
り
う
る
の
は
、
あ
く
ま
で
、
脱
自
的
時
間
性
を
起
点
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
非
本
来
的
」
と
み
な
し
た
コ
ギ
ト

の
無
時
間
性
は
、
ア
ン
リ
に
と
っ
て
は
、
自
己
触
発
に
よ
っ
て
積
極
的
に
規
定

し
、
起
点
と
さ
れ
る
べ
き
本
源
的
事
態
な
の
で
あ
る
。
ア
ン
リ
的
自
己
触
発
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
の
批
判
に
よ
っ
て
、
非
本
来
的
な
無
時
間
性
を
む
し
ろ
起
点
に
据

え
る
こ
と
に
な
る
。
無
時
間
性
が
時
間
性
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
逆
な

の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
ア
ン
リ
の
無
時
間
的
自
己
触
発
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
退
け
る

ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
絶
対
者
、〈
現
前
〉
を
招
来
す
る
が
ゆ
え
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
自
己

触
発
へ
の
そ
の
対
置
は
「
無
益
」	 ⒃
で
あ
る
と
デ
リ
ダ
は
み
な
す
。
し
か
し
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
（「
眼
前
に
あ
る
も
の
」
と
命
名
さ
れ
た
）
時
間
と

不
可
分
の
「
叡
智
」
が
、
脱
自
的
時
間
性
か
ら
い
か
に
導
出
さ
れ
る
か
は
明
ら
か

に
し
な
い
。
カ
ン
ト
書
も
ま
た
、「
と
ど
ま
る
今（nunc	stans

）」、
す
な
わ
ち「
恒

常
的
現
前
性
」
が
、「
時
間
へ
の
存
在
の
企
投
に
お
い
て
維
持
さ
れ
る
の
で
は
な
い

か
」（K

M
240

）
と
疑
問
文
で
終
わ
ら
せ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
ス
ム
」

の
意
味
の
未
規
定
性
を
批
判
す
る
と
き
、
ア
ン
リ
は
、
無
時
間
性
と
時
間
性
の
関

係
逆
転
を
は
か
り
な
が
ら
、
恒
常
的
現
前
性
の
不
完
全
な
意
味
づ
け
を
は
か
ら
ず

も
照
射
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
以
上
、
本
論
は
、
ア
ン
リ
の
自
己
触
発
の
再
検
討
を
通
じ
て
、
自
己
触
発
を
、

超
越
に
よ
る
地
平
の
根
源
的
な
形
成
作
用
の
自
己
現
出
と
し
て
再
定
義
す
る
と

同
時
に
、
自
己
触
発
が
、
自
発
性
の
純
化
を
経
由
し
た
結
果
、
デ
カ
ル
ト
的
コ

ギ
ト
、
さ
ら
に
は
ス
ム
の
永
遠
の
自
己
現
前
に
規
定
を
与
え
る
概
念
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
自
己
触
発
概
念
と
の
対
立
の

意
味
を
際
立
た
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
受
容
性
」
と
い
う
名
の
も
と
で
情
感
性
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や
身
体
と
い
う
感
性
的
外
装
を
ま
と
う
ア
ン
リ
の
自
己
触
発
概
念
は
、
実
の
と
こ

ろ
、
自
発
性
の
純
化
を
経
由
し
て
無
時
間
的
ス
ム
の
復
権
を
は
か
る
が
ゆ
え
に
、

逆
説
的
帰
結
と
し
て
「
純
粋
思
惟
の
王
国
」
を
も
復
権
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。

永
遠
の
自
己
現
前
を
起
点
と
し
て
据
え
る
ア
ン
リ
の
自
己
触
発
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的

な
帰
結
に
逢
着
す
る
が
ゆ
え
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
と
し
て
は
無
益
だ
、
と
す
る

デ
リ
ダ
の
批
判
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
を
突
い
た
も
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
は
、
全
く
の
無
益
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
ア
ン
リ
は
、

こ
の
自
己
触
発
の
開
示
す
る
ス
ム
を
、
哲
学
史
の
様
々
な
場
面
の
な
か
に
見
出
し

て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
、
ス
ム
を
「
支
配
的
な
存
在
理
解
」
と
認
め
る
。
た

と
え
そ
れ
を
出
発
点
に
お
く
い
か
な
る
方
法
論
的
地
盤
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と

し
て
も
、
そ
れ
を
放
置
す
る
こ
と
も
ま
た
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
点
こ
そ
、

ア
ン
リ
が
、
そ
の
問
い
の
意
味
を
自
覚
し
な
い
ま
ま
、
自
己
触
発
の
探
求
に
お
い

て
漠
然
と
問
題
視
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ア
ン
リ
の
自
己
触
発
は
、
一
方
で
カ

ン
ト
書
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
時
間
性
の
派
生
態
と
み
な
し
た
無
時
間
的
ス
ム
を
復
権

さ
せ
つ
つ
、
他
方
で
そ
の
由
来
を
め
ぐ
る
問
題
に
独
自
の
視
座
を
与
え
る
の
で
あ

る
。
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は
じ
め
に

目
的
論
と
は
、
目
的
と
い
う
観
点
に
従
っ
て
事
物
や
事
態
を
説
明
す
る
仕
方
の

こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
に
見
て
、「
何
の
た
め
」
と
い
う
目
的
因
は
中
世
ま
で
は
重

要
視
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
近
代
に
な
っ
て
機
械
論
的
な
自
然
観
が
優
位
に
な
る

と
、
自
然
現
象
の
説
明
に
お
い
て
目
的
因
は
排
除
さ
れ
、
専
ら
作
用
因
が
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近
代
以
降
、
機
械
論
と
の
棲
み
分
け
に
よ
り
、
目
的
論
の

領
分
を
確
保
す
る
試
み
が
為
さ
れ
て
来
た
。
だ
が
、
科
学
の
発
展
に
伴
っ
て
機
械

論
へ
の
還
元
が
進
ん
で
、
目
的
論
の
適
用
分
野
や
役
割
は
小
さ
く
な
っ
た
。
そ
う

し
た
中
で
、
現
象
学
は
目
的
論
に
属
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
現
象
学
全
般
の
目
的

論
的
性
格
を
論
ず
る
こ
と
な
ど
到
底
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
本
稿
で
は
、
メ
ル
ロ

-

ポ
ン
テ
ィ
の
議
論
の
目
的
論
的
性
格
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
現
象
学
の
目
的
論

性
の
一
端
を
示
し
た
い
。

メ
ル
ロ-

ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
は
目
的
論
的
か
、
と
の
問
い
に
対
し
て
、
以
下

の
よ
う
に
議
論
を
進
め
る
。
ま
ず
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
ど
こ
が
目
的
論
的
な

の
か
を
検
討
し
て
、「
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
理
念
」
と
い
う
概
念
を
取
り
出
す
。

そ
し
て
、
こ
の
概
念
の
働
き
を
確
認
す
る
（
一
節
）。
次
に
、
メ
ル
ロ-

ポ
ン
テ
ィ

の
言
語
論
に
お
け
る
意
味
作
用
の
役
割
を
確
認
し
た
上
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う

「
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
理
念
」
と
の
繋
が
り
か
ら
、
目
的
論
的
性
格
を
そ
こ
に

認
め
る
。
ま
た
、
意
味
作
用
の
制
度
化
と
い
う
事
態
の
、
言
語
論
に
お
け
る
含
意

を
検
討
す
る
（
二
節
）。
最
後
に
、
メ
ル
ロ-

ポ
ン
テ
ィ
の
目
的
論
の
特
徴
を
考
察

す
る
（
お
わ
り
に
）。

一　

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
ど
こ
が
目
的
論
的
か

一-

一　

問
題
の
所
在

意
識
と
は
何
か
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
志
向
性
は
意

識
の
根
本
的
な
特
徴
で
あ
る
。
或
る
も
の
に
自
ら
を
向
け
る
と
い
う
方
位
性
格
を

持
っ
て
い
る
点
で
、
志
向
性
は
既
に
目
的
論
的
で
あ
る
。
ま
た
、
現
わ
れ
る
も
の

を
何
か
と
し
て
意
味
規
定
し
、
こ
の
よ
う
に
思
念
さ
れ
た
意
味
を
充
実
し
よ
う
と

す
る
志
向
性
の
傾
向
も
目
的
論
的
で
あ
る
。
志
向
性
に
つ
い
て
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の

洞
察
の
中
に
目
的
論
的
な
考
え
方
が
見
て
取
れ
る
訳
で
、
意
識
の
目
的
論	

⑴

と

捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

意
識
の
目
的
論
の
中
で
も
、
対
象
の
与
え
ら
れ
具
合
を
示
す
明
証
性	

⑵

が
一

番
の
問
題
と
な
る
。
明
証
性
に
は
程
度
が
あ
っ
て
、
存
在
と
知
と
が
完
全
に
一
致

す
る
理
想
的
な
形
態
が
十
全
的
明
証
で
あ
る
。
不
十
全
な
形
態
に
留
ま
る
実
際
の

メ
ル
ロ-

ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
は
目
的
論
的
か

山

倉

裕

介
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意
識
に
と
っ
て
、
十
全
的
な
明
証
を
巡
っ
て
目
的
論
的
な
経
験
が
現
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
対
象
の
或
る
規
定
が
対
象
そ
の
も
の
の
完
全
な
規
定
を
目

指
す
経
験
の
場
面
で
あ
る
。
新
田	

⑶

に
よ
る
と
、
そ
こ
に
は
「
対
象
の
完
全
な

知
的
所
有
へ
の
意
志
が
対
象
へ
の
規
定
作
用
（
認
識
作
用
）
を
貫
い
て
働
い
て
い

る
」（
前
掲
書285
頁
）。
け
れ
ど
も
、「
対
象
の
完
全
な
る
自
己
所
与
性
は
、
対
象

の
現
出
が
原
理
的
に
一
面
的
で
あ
る
限
り
、
け
っ
し
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
…
（
中
略
）
…
余
す
と
こ
ろ
な
く
対
象
を
規
定
し
尽
く
す
こ
と
は
、
現
出

者
と
そ
の
現
出
と
の
差
異
が
止
揚
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
的

現
出
の
原
理
そ
の
も
の
の
自
己
否
定
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
」（
同
前
）。
つ
ま

り
、
自
己
否
定
を
孕
ん
で
い
て
実
現
不
可
能
な
究
極
の
目
標
、
そ
れ
を
目
指
し
て

の
認
識
の
過
程
に
目
的
論
的
性
格
が
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
究
極
の
目
標
と
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
持
ち
出
す
の
が
「
カ
ン
ト
的
な
意

味
で
の
理
念
」（
同
前
）
だ
と
さ
れ
る
。

以
上
よ
り
、「
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
理
念
」
を
実
現
不
可
能
な
目
的
と
す
る

認
識
の
過
程
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
目
的
論
の
問
題
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
、

フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
記
述
を
検
討
し
て
み
る
。

一-

二　
「
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
理
念
」
と
統
制
的
原
理

「
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
理
念
」
と
は
、
字
義
通
り
に
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』

の
中
で
示
さ
れ
る
「
純
粋
理
性
概
念
」・「
超
越
論
的
理
念
」⑷

で
あ
っ
て
、
悟
性

使
用
を
原
理
的
に
規
定
す
る
働
き
の
こ
と
で
あ
る
。
制
約
を
制
約
す
る
絶
対
的
な

制
約
者
で
あ
っ
て
そ
れ
自
体
は
無
制
約
の
も
の
の
こ
と
で
あ
り
、
認
識
は
さ
れ
な

い
も
の
の
実
践
的
に
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
こ
の
用
語
を
フ
ッ

サ
ー
ル
は
ど
う
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』⑸

第
一
四
三
節
で

の
議
論
を
簡
単
に
見
て
み
る
。

知
覚
の
場
面
に
お
い
て
対
象
は
不
十
全
に
し
か
現
出
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
不
十

全
に
し
か
知
覚
さ
れ
な
い
、
と
さ
れ
る
中
で
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

　
「（
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
）「
理
念

0

0

」
と
い
う
あ
り
さ
ま
に
お
い
て
な
ら
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
完
全

0

0

な
所
与
性
は

0

0

0

0

0

、
そ
の
下
図
を
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

―
す
な
わ
ち
、
連
続
的
な

現
出
作
用
の
果
て
し
な
い
諸
過
程
の
一
体
系
が
そ
の
本
質
典
型
に
お
い
て
絶
対
的

に
規
定
さ
れ
た
姿
と
し
て
、
も
し
く
は
、
右
の
諸
過
程
の
領
野
の
姿
と
し
て
、
実

は
、
種
々
様
々
で
は
あ
る
が
し
か
し
規
定
さ
れ
た
諸
次
元
を
伴
う
と
こ
ろ
の
、
し

か
も
確
固
た
る
本
質
法
則
性
に
よ
っ
て
隅
々
ま
で
支
配
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
ア
プ

リ
オ
リ
に
規
定
さ
れ
た
、
諸
現
出
の

0

0

0

0

一
連
続
体

0

0

0

が
、
そ
の
下
図
を
描
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
」（
前
掲
書331

頁/303

頁
）。

果
て
し
な
く
続
く
「
諸
現
出
の

0

0

0

0

一
連
続
体

0

0

0

」
は
決
し
て
完
結
せ
ず
、
し
た
が
っ
て

「
完
全
な
所
与
性

0

0

0

0

0

0

」
に
は
到
達
し
な
い
。
だ
が
「
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う

し
た
連
続
体
と
い
う
理
念
、
お
よ
び
、
こ
の
連
続
体
に
よ
っ
て
予
示
さ
れ
て
い
る

完
全
な
所
与
性
と
い
う
理
念
は
、
洞
察
さ
れ
う
る

0

0

0

0

0

0

も
の
と
し
て
成
り
立
つ
」（
同

書331

頁/304

頁
）。
諸
現
出
が
果
て
し
な
く
与
え
ら
れ
て
も
完
全
な
所
与
性
に
は

達
し
な
い
の
だ
が
、
そ
の
下
図
と
し
て
の
理
念
は
「
洞
察
さ
れ
う
る

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
役

割
を
果
た
す
も
の
と
さ
れ
る
。

「
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
理
念
」
を
フ
ッ
サ
ー
ル
が
用
い
る
時
、
到
達
不
可
能

な
目
的
の
位
置
に
そ
れ
は
置
か
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
無
際
限
の

過
程
の
先
に
目
的
が
在
る
こ
と
を
示
す
役
割
を
担
っ
て
も
い
る
。
目
的
論
的
過
程

に
お
い
て
「
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
理
念
」
が
果
た
す
役
割
つ
い
て
、「
十
全
的
な

自
己
所
与
性
は
、
経
験
の
過
程
に
と
っ
て
は
理
念
的
な
極リ

ー
メ
ス限

な
の
で
あ
り
、
こ
の

極
限
理
念
が
統
制
的
（regulativ

）
原
理
と
し
て
働
く
」（
新
田
前
掲
書286

頁
）、

と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
統
制
的
原
理
た
る
「
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
理
念
」
が
目

的
論
的
過
程
を
導
く
の
で
あ
る
。
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「
認
知
の
目
的
論
的
な
過
程
と
し
て
の
知
覚
」⑹

と
い
う
論
文
の
中
で
、
十
全

な
所
与
性
を
「
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
理
念
」
と
す
る
こ
と
の
巧
妙
さ
を
ベ
ル
ネ

は
指
摘
す
る
。す
な
わ
ち
、
果
て
し
な
い
認
知
過
程
の
先
に
理
念
を
置
く
こ
と
で
、

対
象
の
十
全
な
所
与
性
が
与
え
ら
れ
る
可
能
性
は
実
質
的
に
零
に
な
る
一
方
で
、

「
絶
対
的
な
明
証
性
に
お
い
て
こ
の
果
て
し
な
さ
の
理
念

0

0

が
そ
れ
で
も
把
握
さ
れ

得
る
」（
前
掲
書124

頁
）、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
本
来
認
識
不
可
能

な
理
念
と
い
う
形
で
事
物
の
十
全
な
所
与
性
が
確
保
さ
れ
て
、「
経
験
的
な
過
程
の

動
的
な
構
造
を
当
該
理
念
が
統
制
す
る
」（
同
前
）
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
共

に
、
当
該
理
念
は
経
験
的
な
与
件
で
は
な
い
こ
と
も
併
せ
て
明
ら
か
に
な
る
、
と

ベ
ル
ネ
は
言
う
。
理
念
と
い
う
特
徴
と
共
に
統
制
的
原
理
と
い
う
特
徴
を
「
カ
ン

ト
的
な
意
味
で
の
理
念
」
に
認
め
て
い
る
点
で
、
ベ
ル
ネ
の
指
摘
は
新
田
の
先
の

指
摘
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

一
節
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
目
的
論
的
な
所
と
い
う
こ
と
で
「
カ
ン

ト
的
な
意
味
で
の
理
念
」に
着
目
し
、
そ
の
用
い
ら
れ
方
を
検
討
し
た
。
そ
し
て
、

「
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
理
念
」
が
無
際
限
な
過
程
の
目
的
と
な
る
と
同
時
に
、

そ
う
し
た
過
程
を
統
制
す
る
役
割
を
果
た
す
、
と
い
う
点
を
確
認
し
た
。

二　

意
味
作
用
と
目
的
論

前
節
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
（
殊
に
知
覚
論
）
の
目
的
論
的
な
点
を

確
認
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
本
節
で
問
う
の
は
、
メ
ル
ロ-

ポ
ン
テ
ィ
の
言
語

論
に
目
的
論
的
な
性
格
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

『
シ
ー
ニ
ュ
』⑺

所
収
の
論
文
「
言
語
の
現
象
学
に
つ
い
て
」
を
検
討
す
る
。

二-

一　

意
味
作
用
の
役
割

論
者
の
見
る
と
こ
ろ
、「
言
語
の
現
象
学
に
つ
い
て
」
で
は
意
味
作
用signification

と
い
う
用
語
を
軸
に
し
て
言
語
論
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
意
味
作

用
の
役
割
に
着
目
し
て
み
る
。

ソ
シ
ュ
ー
ル
言
語
学
に
学
ん
だ
成
果
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
が
こ
の
論
文
の
特

徴
の
一
つ
な
の
だ
が
、
記
号
は
弁
別
的
で
あ
る
し
、
国
語langue

の
中
に
は
「
意

味
作
用
の
諸
差
異
し
か
存
在
し
な
い
」（SG110

頁
）、
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

諸
記
号
の
全
体
が
或
る
意
味
作
用
を
仄
め
か
す
の
で
あ
っ
て
、
記
号
と
意
味
作
用

が
対
応
し
た
関
係
に
あ
る
訳
で
は
な
い
。
意
味
作
用
の
差
異
が
存
在
し
、
諸
記
号

の
全
体
と
の
関
係
の
中
で
各
記
号
は
意
味
作
用
を
伝
え
る
の
で
あ
る
。
表
さ
れ
る

べ
き
何
か
が
始
め
か
ら
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
に
相
応
し
い
表
現
手
段
と
対
応
さ

せ
る
、
と
い
う
の
で
は
な
い
と
す
る
と
、
意
味
作
用
は
ど
の
よ
う
に
働
く
の
か
。

　
「
言
語
の
《
言
語
的
な
》
意
味
作
用
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
未
だ
無
言
の
私
の
志

向
と
諸
々
の
語
と
の
間
の
媒
介
を
果
た
す
」（SG111

頁
）。

何
か
を
意
味
し
よ
う
と
い
う
志
向
と
語
（
表
現
）
の
間
を
媒
介
す
る
の
が
意
味
作

用
の
役
割
だ
と
さ
れ
る
。
志
向
は
あ
っ
て
も
未
だ
無
言
で
あ
る
た
め
、
意
味sens

や
表
現
は
本
人
す
ら
与
り
知
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
無
言
の
こ
の
志
向
を
言
語
的
な

意
味
作
用
が
媒
介
し
て
表
現
へ
と
齎
す
こ
と
で
初
め
て
、
思
惟
や
発
話
が
本
人
に

も
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
媒
介
」
が
為
さ
れ
る
の
か
。

言
葉
を
用
い
る
、
言
語
で
何
か
を
表
現
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
を
メ
ル
ロ-

ポ

ン
テ
ィ
は
身
体
運
動
の
一
環
と
し
て
捉
え
る
。
そ
し
て
、
意
味
作
用
の
果
た
す
役

割
も
身
体
運
動
と
の
対
比
で
説
明
さ
れ
る
。例
え
ば
何
か
物
を
掴
も
う
と
す
る
時
、

そ
の
対
象
の
こ
と
を
と
り
た
て
て
思
い
描
い
た
り
、
そ
の
対
象
ま
で
の
距
離
を
計

算
し
た
り
す
る
ま
で
も
な
く
、
手
を
伸
ば
し
て
そ
れ
を
掴
む
こ
と
が
出
来
る
。
自

分
の
身
体
と
世
界
と
の
関
係
は
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
話parole

と
い
う
表

現
行
為
の
中
で
或
る
意
味
作
用
が
強
く
訴
え
る
の
も
同
様
の
仕
方
で
で
あ
る
。
発

話
の
所
作
の
ち
ょ
っ
と
し
た
流
れ
で
意
味
作
用
は
表
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
何
か
考
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え
た
り
計
算
し
た
り
し
て
調
整
す
る
ま
で
も
な
く
、
心
の
機
微
や
体
の
具
合
な
ど

で
意
味
作
用
は
変
わ
る
。
つ
ま
り
、
目
標
を
目
指
し
て
所
作
を
行
え
ば
自
ず
と
目

標
に
達
す
る
の
と
同
様
に
、
意
味
作
用
を
目
指
し
て
発
話
を
行
え
ば
自
ず
と
目
標

に
達
す
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
無
声
の
現
前
」（SG112

頁
）に
よ
っ
て
意
味
作
用
が
志
向
を
目
覚
め
さ
せ
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

表
現
活
動
が
身
体
運
動
と
同
様
に
捉
え
ら
れ
る
中
で
目
標
が
重
視
さ
れ
る
。
そ
の

目
標
の
位
置
に
置
か
れ
る
世
界
・
意
味
作
用
の
側
か
ら
、
身
体
運
動
・
表
現
活
動

へ
の
働
き
掛
け
が
為
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二-

二　

意
味
作
用
の
定
義
と
目
的
論

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、
意
味
作
用
が
目
標
の
位
置
に
置
か
れ
る
こ
と
で
、
何

か
を
意
味
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
表
現
へ
と
齎
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ

た
。
そ
し
て
、
志
向
が
表
現
へ
と
齎
さ
れ
る
具
合
は
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
。

　
「
私
の
中
の
意
味
深
い
志
向
と
は
…
（
中
略
）
…
―
諸
々
の
語
で
充
た
す
べ
き
規
定

0

0

さ
れ
た
空
虚

0

0

0

0

0

の
こ
と
に
過
ぎ
ず
、
―
言
わ
れ
る
こ
と
或
い
は
既
に
言
わ
れ
た
こ
と

に
対
す
る
私
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
の
余
剰
分
で
あ
る
」（SG112
頁
）。

そ
し
て
こ
の
件
の
含
意
が
三
つ
に
分
け
て
示
さ
れ
る
。

　
「
a)
発
話
の
諸
々
の
意
味
作
用
と
は
常
に
、
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
諸
理
念
の
こ
と

で
あ
る
」（
同
前
）。

実
は
こ
こ
で
意
味
作
用
の
定
義
が
示
さ
れ
る
。
発
話
の
意
味
作
用
と
は
、
そ
れ
と

し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
談
話
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
幾
つ
か
の
表
現
行

為
が
収
斂
す
る
、
そ
の
先
の
極
の
こ
と
だ
と
、
専
ら
カ
ン
ト
に
依
拠
し
て
解
釈
す

る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
当
該
論
文
の
成
り
立
ち	

⑻

か
ら
し

て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
倣
っ
て
「
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
理
念
」
を
解
釈
す
る
の
は

妥
当
な
こ
と
だ
、
と
論
者
は
考
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
知
覚
に
つ
い
て
の
フ
ッ

サ
ー
ル
の
目
的
論
的
な
考
え
方
を
メ
ル
ロ-

ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
に
援
用
す
る
こ

と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
見
通
し
の
下
で
、
こ
の
論
文
の
解
釈
を

続
け
て
み
る
。

二-

二
節
の
最
初
の
引
用
の
二
つ
目
の
含
意
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

　
「
b)
し
た
が
っ
て
表
現
は
決
し
て
全
体
的
で
は
な
い
」（SG112

頁
）。

理
念
と
し
て
の
意
味
作
用
が
目
標
の
位
置
に
置
か
れ
、
そ
れ
と
は
認
識
出
来
な
い

に
し
ろ
そ
れ
を
目
指
し
て
表
現
が
為
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
の
表
現
が
完
璧
に
行
わ

れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
ど
ん
な
表
現
手
段
で
あ
れ
、
ま
た
何
処
の
国
語
で
あ

れ
、
完
璧
な
表
現
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。

　
「
表
現
に
お
い
て
は
、
言
外
の
意
味
が
常
に
存
在
す
る
。
或
い
は
む
し
ろ
、
言
外
の

意
味
と
い
う
考
え
方
は
棄
却
す
べ
き
だ
。
こ
の
考
え
方
に
意
味
が
あ
る
の
は
、
一

国
語
（
通
常
は
自
分
達
の
国
語
）
を
私
達
が
模
範
と
看
做
し
、
表
現
の
絶
対
的
な

も
の
と
看
做
す
場
合
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
実
際
に
は
、
意
味
作
用
や
諸
事
物
そ
の

も
の
に
至
る
ま
で
《
い
わ
ば
手
に
よ
っ
て
》
私
達
を
導
く
こ
と
は
（
全
て
の
国
語

と
同
様
に
）
一
国
語
に
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
」（
同
前
）。

意
味
作
用
が
理
念
で
あ
る
以
上
、
表
現
は
理
念
に
近
似
し
て
も
差
分
は
必
ず
残

る
。
実
際
の
と
こ
ろ
表
現
に
は
、
言
外
の
意
味
が
常
に
存
在
す
る
。
こ
の
点
で
表

現
は
全
体
的
で
は
な
い
。
確
か
に
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、
直
後
に
「
あ
ら
ゆ
る
表

現
が
言
外
に
に
お
わ
せ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
不
完
全
だ
と
は
言
わ
な
い
こ

と
に
し
よ
う
。
曖
昧
さ
な
し
に
了
解
さ
れ
る
限
り
で
、
あ
ら
ゆ
る
表
現
は
完
全
だ

と
言
お
う
」（
同
前
）、
と
メ
ル
ロ-

ポ
ン
テ
ィ
は
記
す
。
こ
の
点
を
指
摘
す
る
の

が
、
二-

二
節
の
最
初
の
引
用
の
第
三
の
含
意
で
あ
る
。

　
「
c)
こ
う
し
た
表
現
行
為
で
あ
る
と
か
、
発
話
の
言
語
学
的
な
意
味
と
そ
の
発
話
が

目
指
す
意
味
作
用
と
の
超
越
に
よ
る
こ
う
し
た
結
合
で
あ
る
と
か
と
は
、
私
達
語

る
主
体
に
と
っ
て
、
…
（
中
略
）
…
さ
も
な
け
れ
ば
無
声
状
態
で
し
か
私
達
に
現
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前
し
な
い
諸
々
の
意
味
作
用
の
私
達
に
よ
る
所
有
の
手
掛
か
り
で
あ
り
、
獲
得
で

あ
る
」（SG112-113

頁
）。

理
念
と
し
て
の
目
標
の
位
置
に
置
か
れ
る
意
味
作
用
と
、
そ
れ
を
目
指
す
発
話
の

意
味
と
の
「
超
越
に
よ
る
こ
う
し
た
結
合
」
と
は
、
本
来
そ
れ
と
し
て
認
識
出
来

な
い
筈
の
意
味
作
用
を
手
に
入
れ
る
こ
と
だ
、
と
さ
れ
る
。
理
念
と
し
て
の
意
味

作
用
を
目
指
し
て
表
現
活
動
（
発
話
）
は
行
わ
れ
る
も
の
の
、
何
処
ま
で
行
っ
て

も
差
分
が
残
っ
て
到
達
し
な
い
（
超
越
）。
し
か
し
、
到
達
は
し
な
い
な
が
ら
も

意
味
作
用
を
目
指
し
続
け
て
い
る
と
い
う
点
で
、
表
現
活
動
の
意
味
は
そ
う
し
た

も
の
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
（
意
味
作
用
へ
の
到
達
＝
結
合
）。
言
外
の
意
味
が

残
る
か
ら
表
現
が
「
不
完
全
」・
失
敗
に
な
る
の
で
は
な
く
、
意
味
作
用
を
目
指

し
続
け
て
「
曖
昧
さ
な
し
に
了
解
さ
れ
る
限
り
で
」
そ
の
表
現
は
「
完
全
」・
成

功
な
の
で
あ
る
。

二-

二
節
で
見
て
き
た
通
り
、「
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
理
念
」
と
し
て
意
味
作

用
を
目
標
の
位
置
に
置
き
、
そ
こ
を
目
指
し
て
表
現
活
動
（
発
話
）
が
行
わ
れ
る
。

意
味
作
用
に
そ
れ
が
到
達
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
意
味
作
用
を
目
指
し
続
け

て
い
る
所
に
意
味
が
生
じ
る
。
表
現
活
動
の
意
味
が
成
立
す
る
過
程
を
こ
の
よ
う

に
捉
え
る
メ
ル
ロ-

ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
に
、
目
的
論
的
性
格
を
認
め
る
こ
と
が

出
来
る
だ
ろ
う
。

二-

三　

意
味
作
用
と
制
度
化

「
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
理
念
」
と
し
て
の
意
味
作
用
を
目
的
と
す
る
目
的
論

的
な
過
程
を
二-

二
節
で
は
見
た
の
だ
が
、
そ
の
意
味
作
用
に
つ
い
て
次
の
よ
う

な
こ
と
が
言
わ
れ
る
。

　
「
諸
々
の
意
味
作
用
が
恣
に
な
っ
た
の
は
、
私
が
持
っ
て
い
て

0

0

0

0

0

頼
り
に
出
来
る
意
味

作
用
と
し
て
そ
う
し
た
諸
々
の
意
味
作
用
が
そ
れ
ら
の
時
代
に
お
い
て
制
度
化
さ

0

0

0

0

れ0instituées

た
時
で
あ
っ
た
」（SG113

頁
）。

す
な
わ
ち
、
表
現
豊
か
な
作
用
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
意
味
作
用
が

恣
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。ま
ず
は
、「
恣

にdisponible

な
る
」
点
に
着
目
す
る
。

そ
も
そ
も
或
る
主
体
（
語
り
手
）
が
表
現
す
る
の
は
、
他
者
（
聞
き
手
）
の
た

め
ば
か
り
で
は
な
く
、
自
分
の
志
向
を
自
ら
知
る
た
め
で
も
あ
る
。
発
話
と
い
う

表
現
活
動
の
中
で
意
味
深
い
志
向
が
自
他
に
と
っ
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、「
恣
に

な
る
諸
々
の
意
味
作
用
の
体
系
に
お
い
て
等
価
物
を
」（SG113

頁
）
見
出
す
こ

と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
恣
に
な
る
意
味
作
用
の
体
系
と
し
て
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
る

の
は
、
語
り
手
や
聞
き
手
に
と
っ
て
の
国
語
や
文
化
全
般
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、

意
味
を
成
す
道
具
と
し
て
既
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
語
学
的
な
配
列
や
文
学
の
分

野
・
類
型
、
表
現
様
態
な
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
既
存
の
意
味
作
用
の
お
蔭
で
、

語
り
手
に
も
聞
き
手
に
も
新
た
な
意
味
作
用
の
形
成
が
促
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
で
は
、「
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
理
念
」
で
あ
る
意
味
作
用
を
こ
の
よ
う
に
恣
な

も
の
に
す
る
制
度
化
と
は
何
な
の
か
。

制
度
化
と
い
う
の
は
、「
コ
レ
ー
ジ
ュ=

ド=

フ
ラ
ン
ス
」
で
の
講
義
（「
私
的
・

公
的
な
歴
史
に
お
け
る
《
制
度
化
》」）
に
お
い
て
扱
わ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
制
度

化
と
は
経
験
の
出
来
事
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
経
験
自
体
及
び
そ
の
周
囲
の
諸

経
験
に
対
し
て
意
味
を
齎
す
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
意
味
を
沈
殿
さ
せ
て
以

後
の
捉
え
直
し
の
基
点
に
し
て
い
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
と
規
定
さ
れ
る	

⑼

。

制
度
化
と
い
う
次
元
（
基
準
・
座
標
軸
）
の
創
設
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
た
意
味
と
い

う
の
は
、
後
か
ら
の
変
化
を
被
る
こ
と
に
な
る
過
程
的
な
も
の
で
あ
る
。つ
ま
り
、

先
行
す
る
も
の
を
捉
え
直
す
と
い
う
側
面
と
共
に
、
後
の
変
化
を
先
取
り
し
て
い

る
と
い
う
側
面
が
制
度
化
に
は
備
わ
っ
て
い
る
。
メ
ル
ロ-

ポ
ン
テ
ィ
の
言
う
制

度
化
が
こ
う
し
た
も
の
で
あ
る
時
、
意
味
作
用
の
制
度
化
と
は
ど
の
よ
う
な
事
態
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な
の
か
。

制
度
化
の
規
定
に
よ
る
と
、
意
味
作
用
の
制
度
化
と
は
意
味
を
沈
澱
さ
せ
る

出
来
事
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
或
る
表
現
活
動
に
お
い
て
意
味
作
用
が

意
味
を
成
し
た
、
語
り
手
と
聞
き
手
の
双
方
に
「
曖
昧
さ
な
し
に
了
解
さ
れ
る
」

（SG112

頁
）
表
現
に
な
っ
た
、
と
い
う
事
実
が
そ
の
意
味
作
用
の
履
歴
に
加
わ

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
所
与
の
状
況
の
中
で
意
味
を
成
立
さ
せ
た
実
績
を
重

ね
る
こ
と
で
、
意
味
作
用
は
使
え
る
も
の
・「
頼
り
に
出
来
る
」
も
の
に
な
っ
て

い
く
。
こ
う
し
て
、
恣
に
な
る
意
味
作
用
の
体
系
が
出
来
る
。
こ
こ
で
ま
た
制
度

化
の
規
定
に
戻
る
と
、
意
味
作
用
の
制
度
化
と
は
周
囲
の
諸
経
験
に
意
味
を
齎
す

出
来
事
の
こ
と
で
あ
る
。
先
述
し
た
通
り
、「
恣
に
な
る
諸
々
の
意
味
作
用
の
体
系

に
お
い
て
等
価
物
を
」（SG113

頁
）
見
出
す
こ
と
で
表
現
に
は
意
味
が
生
じ
る

し
、
諸
々
の
意
味
作
用
の
体
系
の
上
に
新
た
な
意
味
作
用
が
促
さ
れ
る
。
換
言
す

る
と
、
恣
に
な
っ
て
い
る
既
存
の
意
味
作
用
を
捉
え
直
す
こ
と
で
新
た
に
意
味
が

生
じ
る
（
表
現
が
成
り
立
つ
）
し
、
沈
澱
し
た
意
味
作
用
は
新
た
に
生
じ
る
意
味

（
表
現
）
を
先
取
り
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
目
的
の
位
置
に
置
か
れ
る
意
味
作
用
が
制
度
化
さ
れ
る
そ
の
含
意

は
何
な
の
か
。
意
味
作
用
に
係
る
先
取
り
と
捉
え
直
し
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

言
わ
れ
る
。

　
「
い
ず
れ
に
し
て
も
、
先
取
り
（「
前
保
持V

orhabe

」）
及
び
対
を
成
す
捉
え
直
し

（「
追
行N

achvollzug

」）
と
に
真
理
の
場
は
留
ま
る
だ
ろ
う
。
先
取
り
に
よ
っ
て
、

既
得
の
各
発
話
や
各
真
理
は
認
識
の
領
野
を
開
く
。
ま
た
捉
え
直
し
に
よ
っ
て
、

認
識
の
こ
の
生
成
或
い
は
他
者
と
の
こ
の
交
渉
を
私
達
は
締
め
括
る
し
、
そ
う
し

た
生
成
や
交
渉
を
新
し
い
見
方
へ
と
収
縮
さ
せ
る
。
現
在
の
私
達
の
表
現
豊
か
な

作
用
に
つ
い
て
言
う
と
、
先
行
す
る
諸
々
の
表
現
作
用
を
追
い
立
て
た
り
、
そ
れ

ら
を
継
承
し
た
上
で
た
だ
取
り
消
し
た
り
す
る
代
わ
り
に
、
何
ら
か
の
真
理
を
そ

れ
ら
が
含
ん
で
い
た
限
り
で
、
現
在
の
表
現
作
用
は
そ
れ
ら
を
救
い
維
持
し
捉
え

直
す
。
そ
し
て
、
他
者
の
表
現
豊
か
な
作
用
（
た
と
え
そ
れ
が
昔
の
も
の
で
あ
れ

同
時
代
の
も
の
で
あ
れ
）
に
関
し
て
も
、
同
じ
現
象
が
生
じ
る
。
私
達
の
過
去
の

諸
々
の
約
束
を
私
達
の
現
在
は
保
持
し
、
他
の
諸
々
の
約
束
を
私
達
は
保
持
す
る
」

（SG119

頁
）。

こ
こ
で
真
理
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
意
味
作
用
の
こ
と
と
考
え
て
差
し
支
え
な

い
。
現
在
の
表
現
活
動
に
お
い
て
は
、
先
行
す
る
表
現
活
動
や
他
者
の
表
現
活
動

に
何
ら
か
の
真
理
が
含
ま
れ
る
限
り
で
（
先
取
り
）、
そ
れ
ら
を
救
い
維
持
し
捉

え
直
す
こ
と
が
行
わ
れ
る
（
捉
え
直
し
）。
過
去
及
び
他
者
と
の
約
束
か
ら
現
在

は
成
り
立
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
在
の
経
験
と
過
去
や
未
来
の
経
験
を
整
合
さ

せ
る
、
そ
し
て
私
の
経
験
と
他
者
の
経
験
を
整
合
さ
せ
る
、
と
い
う
の
が
こ
の
一

節
の
含
意
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
際
の
表
現
活
動
と
い
う
事
実
の
積
み
重
ね
を

経
て
制
度
化
さ
れ
て
き
た
現
在
の
意
味
作
用
（
真
理
）、
こ
れ
を
目
的
（
理
念
）

と
す
る
目
的
論
的
な
過
程
と
し
て
表
現
を
捉
え
る
こ
と
で
、
言
葉
の
問
題
に
関
し

て
、
時
間
を
超
え
て
の
整
合
性
と
相
互
主
観
的
な
整
合
性
を
併
せ
て
真
理
を
確
保

す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
節
で
は
、
メ
ル
ロ-

ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
に
目
的
論
的
な
性
格
が
認
め
ら
れ

る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
き
た
。「
言
語
の
現
象
学
に
つ
い
て
」
で
纏
め
ら
れ
る

メ
ル
ロ-

ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
に
お
い
て
、
志
向
と
表
現
を
媒
介
す
る
役
割
を
意

味
作
用
が
果
た
す
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
作
用
が
「
カ
ン
ト
的

な
意
味
で
の
理
念
」
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
節
で
見
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場

合
と
類
比
的
に
、
意
味
作
用
を
目
的
と
す
る
表
現
活
動
の
過
程
に
目
的
論
的
性
格

を
認
め
た
。
さ
ら
に
、
メ
ル
ロ-

ポ
ン
テ
ィ
の
言
う
意
味
作
用
の
制
度
化
を
解
釈

し
、
事
実
を
積
み
重
ね
る
中
で
真
理
を
確
保
す
る
と
い
う
含
意
を
看
て
取
っ
た
。



167 メルロ - ポンティの言語論は目的論的か

お
わ
り
に

フ
ッ
サ
ー
ル
の
用
い
る
「
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
理
念
」
に
目
的
論
的
性
格
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
を
利
用
し
て
、
意
味
作
用
を
「
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
理
念
」

と
看
做
す
メ
ル
ロ-
ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
に
も
目
的
論
的
性
格
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
を
見
て
き
た
。
確
か
に
、
メ
ル
ロ-

ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
に
は
目
的
論
的
な

性
格
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
の
で
、
当
初
の
問
い
に
対
し
て
は
、
メ
ル
ロ-

ポ
ン

テ
ィ
の
言
語
論
は
目
的
論
的
だ
、
と
の
答
え
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
だ
が
そ

こ
に
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
そ
も
そ
も
考
え
て
い
た
目
的
論
と
は
趣
旨
が
異
な
る
、

と
の
但
し
書
き
を
付
け
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
参
考
に
な
る
の
が
、
意
識
の
目
的
論
に
関
し
て
フ
ッ
サ
ー

ル
と
メ
ル
ロ-

ポ
ン
テ
ィ
の
比
較
を
行
っ
た
ド
ー
エ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
研
究	

⑽

で
あ

る
。
ド
ー
エ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
る
と
、
志
向
的
な
能
作
の
終
点
の
有
無
が
フ
ッ

サ
ー
ル
と
メ
ル
ロ-

ポ
ン
テ
ィ
の
違
い
に
な
る
。「
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
は
原
則

と
し
て
、
志
向
的
な
諸
能
作
の
流
れ
に
対
し
て
、
能
く-
定
義
さ
れ
た
或
る
終
点

0

0

term
inus	ad	quem

が
存
在
す
る
」（
前
掲
書161

頁
）。
だ
が
メ
ル
ロ-

ポ
ン
テ
ィ

に
と
っ
て
は
、「
志
向
的
な
諸
能
作
の
流
れ
に
対
し
て
、
能
く-

定
義
さ
れ
た
終
点

0

0

な
ど
原
則
と
し
て
存
在
し
な
い
」（
同
前
）。
本
稿
一
節
で
見
た
通
り
、
フ
ッ
サ
ー

ル
の
場
合
、
目
的
論
の
目
的
と
な
る
「
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
理
念
」
に
は
統
制

的
な
原
理
と
い
う
特
徴
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
終
点

0

0

」
と
看
做
す

こ
と
が
出
来
る
。
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
メ
ル
ロ-

ポ
ン
テ
ィ
の
場
合
、
目
的
論

の
目
的
と
さ
れ
る
意
味
作
用
が
制
度
化
さ
れ
る
の
で
、
目
的
・「
終
点

0

0

」
は
変
化
・

変
更
を
被
り
得
る
。
確
か
に
、
ド
ー
エ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
指
摘
す
る
違
い
は
存
在
す

る
。だ
が
、
論
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
両
者
の
違
い
は
も
っ
と
根
本
的
な
所
に
及
ぶ
。

注
⑴
で
触
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、
メ
ル
ロ-

ポ
ン
テ
ィ
は
意
識
の
目
的
論
に
言

及
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
世
界
の
投
企
と
し
て
」
の
意
識
と
「
認
識
に
対
し
て

そ
の
目
的
を
規
定
す
る
よ
う
な
」
世
界
、
と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
世
界
に
働
き

か
け
る
意
識
と
、
意
識
の
側
を
或
る
種
規
定
す
る
世
界
と
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

意
識
の
目
的
論
と
言
い
な
が
ら
、
意
識
の
側
か
ら
目
的
を
目
指
す
と
い
う
側
面
と

同
時
に
、
世
界
の
側
か
ら
目
的
を
規
定
す
る
と
い
う
側
面
が
働
い
て
い
る
こ
と

を
、
メ
ル
ロ-

ポ
ン
テ
ィ
は
指
摘
す
る
訳
で
あ
る
。
意
識
の
働
き
だ
け
を
強
調
す

る
の
で
は
な
く
、
意
識
と
世
界
の
相
互
性
に
着
目
す
る
所
に
メ
ル
ロ-

ポ
ン
テ
ィ

の
目
的
論
の
特
徴
が
存
す
る
。
そ
し
て
こ
の
特
徴
は
制
度
化
の
考
え
方
に
通
じ
る

の
で
あ
る
。

制
度
化
と
い
う
の
は
そ
も
そ
も
、「
意
識
の
哲
学
の
諸
困
難
へ
の
一
つ
の
薬
」

（RC59

頁
）
と
し
て
考
案
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
意
識
に
よ
る
構
成
（
意
識
の
哲

学
）
に
陥
ら
な
い
よ
う
、
制
度
化
の
様
々
な
道
具
立
て
が
用
意
さ
れ
る	

⑾

の
だ

が
、
主
体
（
意
識
）
と
世
界
の
相
互
性
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
構
成
に
代
え
て
制

度
化
を
採
る
立
場
に
在
る
メ
ル
ロ-

ポ
ン
テ
ィ
と
し
て
は
、
意
識
と
世
界
の
相
互

性
を
重
視
す
る
目
的
論
を
唱
え
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
、
意

識
が
世
界
を
構
成
す
る
と
い
う
基
本
は
揺
る
が
な
い
た
め
、
目
的
に
向
け
て
統
制

す
る
と
い
う
目
的
論
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
メ
ル
ロ

-

ポ
ン
テ
ィ
の
間
に
は
、
構
成
と
制
度
化
と
い
う
考
え
方
の
違
い
が
大
元
に
在
っ

て
、
目
的
論
の
「
終
点

0

0

」
の
有
無
と
な
っ
て
そ
れ
が
現
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

「
言
語
の
現
象
学
に
つ
い
て
」
の
最
終
盤
に
次
の
記
述
が
あ
る
。

　
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
定
義
し
て
い
た
意
味
で
し
か
、
合
目
的
性finalité

は
存
在
し
な

い
。
と
い
う
の
も
、
合
目
的
性
と
は
、
偶
然
性
に
晒
さ
れ
る
と
共
に
営
々
と
作
り

直
さ
れ
る
統
一
性
の
揺
れ
の
こ
と
だ
、
と
い
っ
た
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
っ
て

い
た
の
で
あ
る
」（SG122

頁
）。

置
か
れ
て
い
る
目
的
が
偶
然
の
揺
れ
を
孕
ん
で
い
る
、
す
な
わ
ち
、
事
実
の
積
み

重
ね
に
よ
る
変
化
の
過
程
（
制
度
化
）
を
目
的
自
体
が
経
て
い
る
、
こ
れ
が
メ
ル
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ロ-
ポ
ン
テ
ィ
の
目
的
論
な
の
で
あ
る
。

注⑴	

意
識
の
目
的
論
に
つ
い
て
、『
知
覚
の
現
象
学
』
序
文
の
中
で
メ
ル
ロ-

ポ
ン
テ
ィ
は

次
の
よ
う
に
言
及
す
る
。「
重
要
な
の
は
、
以
下
の
よ
う
に
意
識
と
世
界
を
再
認
す
る

こ
と
で
あ
る
。
意
識
に
つ
い
て
は
、
世
界
の
投
企
と
し
て
意
識
自
体
を
再
認
す
る
こ

と
で
あ
り
、
意
識
が
包
含
す
る
の
で
も
所
有
す
る
の
で
も
な
い
け
れ
ど
も
絶
え
ず
そ

こ
へ
と
向
か
っ
て
行
く
先
の
或
る
世
界
へ
と
向
け
ら
れ
た
意
識
自
体
を
再
認
す
る
こ

と
で
あ
る
。
ま
た
世
界
に
つ
い
て
は
、
そ
の
個
体
の
止
む
を
得
な
い
統
一
性
が
認
識

に
対
し
て
そ
の
目
的
を
規
定
す
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
前
客
観
的
な
個
体
と
し
て
世

界
を
再
認
す
る
こ
と
で
あ
る
」（Phénom

énologie de la perception

（Gallim
ard	

1945

）,	X
II-X

III

頁
）。
な
お
引
用
内
で
、
傍
点
部
は
原
文
斜
字
体
、
鉤
括
弧
内
は

原
文
大
文
字
、
引
用
符
（《
》）
は
原
文
の
ま
ま
。
拙
訳
に
よ
る
引
用
箇
所
に
お
い
て
、

以
下
同
じ
。

⑵	

「
明
証
性
は
意
識
生
活
全
体
に
関
わ
る
総
合
的

0
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0

0

0

0

0

0

0

0
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遍
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0

あ
り

0

0

、
こ
れ
に
よ
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て
意
識
生
活
は
一
つ
の
普
遍
的
な
目
的
論
的
構
造

0
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0

0

0

0

0

0

0
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を
具
備
」

（H
usserl,	E.	Form

ale und transzendentale Logik

（M
ax	N

iem
eyer	V

erlag,	
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）143

頁/

立
松
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菁
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下
、「RC

」
と
略
記
。）61

頁
参
照
。

⑽	D
auenhauer,	B

.	P.	

‘The	T
eleology	of	C

onsciousness

：H
usserl	and	

M
erleau-Ponty

’（T
ym

ieniecka

前
掲
書
）149-168

頁

⑾	RC60

頁
や
、L

’institution ･ La passivité N
otes de cours au Collège de 

France

（1954-1955

）（Éditions	Belin,	2003

）33-38

頁
を
参
照
。

（
山
倉
裕
介
・
や
ま
く
ら　

ゆ
う
す
け
・
洛
和
会
京
都
厚
生
学
校
非
常
勤
講
師
）
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フ
ッ
サ
ー
ル
は
「『
イ
デ
ー
ン
』
へ
の
後
書
き
」（
一
九
三
〇
年
）
で
、
現
象
学

的
還
元
を
理
解
し
な
い
異
論
、
つ
ま
り
「
内
世
界
的
主
観
性
（
人
間
）
か
ら
超

越
論
的
主
観
性
へ
の
上
昇
」
を
理
解
し
な
い
異
論
を
批
判
し
て
い
る
（H

ua	V
,	

140

）。
名
前
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
批
判
の
対
象
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
う
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
見
解
に
倣
い
、
ビ
ー

メ
ル
や
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
研
究
者
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
還

元
を
拒
否
し
た
と
見
な
し
て
き
た	

⑴

。

こ
れ
に
対
し
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
世
界
内
存
在
は
現

象
学
的
還
元
を
土
台
と
し
て
の
み
現
れ
た
と
述
べ
て
お
り	

⑵

、
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト

ハ
ッ
ト
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
エ
ポ
ケ
ー
や
還
元
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、
彼
が
そ
れ
を

拒
否
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
立
場
を
徹
底
し
た
か
ら
だ
と
見
な

し
て
い
る	

⑶

。
ま
た
ベ
ル
ネ
ッ
ト
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
還
元
を
「
道
具
の
故
障
」

と
「
不
安
」
の
二
つ
の
側
面
に
見
出
し	

⑷

、
ク
ル
テ
ィ
ー
ヌ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
「
気
分
は

4

4

4

〔
…
〕
…
へ
と
自
己
を
向
け
る
こ
と

0

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4	

0

Sichrichten	auf

…	

を
真
っ

4

4

4

先
に
可
能
に
す
る

4

4

4

4

4

4

4

」（SZ,	137

）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、「
突
発
的
に
生

じ
る
」
と
い
う
不
安
の
特
性
に
「
還
元
の
動
機
づ
け
」
と
い
う
問
題
、
つ
ま
り
「
自

然
的
に
」
生
き
て
い
る
生
が
い
か
に
し
て
現
象
学
的
還
元
を
実
行
し
、
超
越
論
的

態
度
へ
移
行
す
る
か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
優
越
性
を
指
摘
す
る	

⑸

。
し
か
し

以
上
の
立
場
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
還
元
を
た
ん
に
拒
否
し
た
の
で
は
な
い
と
考
え

て
い
る
点
で
は
支
持
で
き
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
方
法
」
の
問
題
を
重
視
し
て

い
た
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
。

た
し
か
に
、
多
く
の
人
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
フ
ッ

サ
ー
ル
の
還
元
」
を
斥
け
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
自
然
的
態
度
に

お
け
る
事
実
的
現
存
在
の
説
明
」⑹

に
終
始
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、

「
自
然
的
態
度
」
に
お
い
て
も
「
現
象
学
的
‐
超
越
論
的
態
度
」
に
お
い
て
も
働

い
て
い
る
は
ず
の
「
志
向
的
な
も
の
の
存
在
」（GA

20,	171

）、
す
な
わ
ち
「
気

遣
い	Sorge

」
が
省
み
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
現
象
学

的
無
前
提
性
」（GA

9,	6

）
が
か
え
っ
て
損
な
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。『
存
在
と

時
間
』
の
注
で
は
、「
気
遣
い
」
概
念
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
存
在
論
を
背
景
に
、
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
な
人
間
学
を
解
釈
し
よ
う
と
し
て
獲
得
さ
れ
た
と
説
明
さ
れ

て
い
る
だ
け
で
（SZ,	199	A

nm
.;	vgl.	GA

64,	18,	44	A
nm

.

）、
フ
ッ
サ
ー
ル

に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
九
二
一
年
の
講

義
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
」
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
諸

概
念
を
「
志
向
的
」
様
態
と
し
て
解
明
し
よ
う
と
し
て
お
り
（GA

60,	191,	248,	

志
向
性
と
気
遣
い

若

見

理

江
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251
）、
ま
た「
ナ
ト
ル
プ
報
告
」（
一
九
二
二
年
）で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の「
運

動
」
概
念
を
重
視
し
、「
気
遣
う
こ
と	Sorgen

」
や
そ
の
動
性
と
し
て
の
「
頽
落	

V
erfallen

」
を
「
志
向
的
」
様
態
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
（GA

62,	356,	
365

）。
そ
れ
ゆ
え
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
気
遣
い
」
概
念
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

の
「
憂
慮	cura
（Beküm

m
erung

）」
を
下
地
に
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の

解
釈
を
導
い
て
い
る
の
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
志
向
性
」
で
あ
る
。

本
論
文
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の「
気
遣
い
」概
念
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の『
イ
デ
ー

ン
Ⅱ
』
に
お
け
る
「
志
向
性
」
の
考
察
か
ら
根
本
的
な
着
想
を
得
て
お
り
、
フ
ッ

サ
ー
ル
の
現
象
学
的
還
元
を
見
直
す
な
か
で
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
、
そ
し
て
『
存
在
と
時
間
』
で
は
「
気
遣
い
」
に
即
し
た
現
象
学
的
還
元
が
試

み
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

一
、
傾
向
と
動
機
づ
け

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
の
注
で
、「
事
象
そ
の
も
の
」
を
開
示
す
る
こ

と
に
お
い
て
他
の
誰
よ
り
も
フ
ッ
サ
ー
ル
に
負
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
、

フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
未
発
表
の
諸
探
究
」
を
自
由
に
見
せ
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
の

意
を
表
し
て
い
る
（SZ,	38	A

nm
.;	vgl.	GA

64,	17	A
nm

.

）。「
未
発
表
の
諸
探

究
」
が
何
で
あ
る
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
九
二
五
年
の
講
義
『
時
間
概
念

の
歴
史
へ
の
序
説
』
で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
『
イ
デ
ー
ン
』
第
二
部
の
手
稿
を
贈

呈
さ
れ
た
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
お
り
（GA

20,	168

）、
こ
れ
が
「
未
発
表
の
諸
探

究
」に
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る	

⑺

。
し
か
し
一
九
二
五
年
の
講
義
で
は『
イ

デ
ー
ン
Ⅱ
』
は
否
定
的
に
扱
わ
れ
て
お
り
、『
存
在
と
時
間
』
も
フ
ッ
サ
ー
ル
に
対

す
る
全
面
的
な
批
判
の
よ
う
に
読
め
る
。実
際
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
う
受
け
取
っ
た
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
注
で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
対
す
る
た
ん
な
る
世

辞
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
本
意
だ
ろ
う
か
。
本
意
で
あ
る
な
ら
ば
、

『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
の
内
容
が
『
存
在
と
時
間
』
の
核
心
部
の
形
成
に
大
き
く
関
わ
っ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
九
一
九
／
二
〇
年
の
講
義
『
現
象
学
の
根
本
問
題
』
で

「
事
実
的
生
」
を
「
即
自
的
生	Leben	an	sich

」
と
い
う
表
現
で
特
徴
づ
け
て

い
る
。
即
自
的
生
と
は
、
事
実
的
生
が
自
分
自
身
の
生
に
疑
問
を
も
た
ず
、
自

分
自
身
と
の
「
距
離
」
が
欠
け
て
い
る
状
態
で
あ
り
（GA

58,	29

）、「
自
足
性	
Selbstgenügsam

keit

」
と
い
う
性
格
を
も
つ
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
れ
を
「
志

向
的
構
造
」（GA

58,	31

）
と
し
て
捉
え
、「
動
機
づ
け	M

otivation

」
や
「
傾

向	T
endenz

」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。「
自
足
性
は
、
即
自
的
生

の
特
徴
的
な
動
機
づ
け
方
向
で
あ
り
、
し
か
も
即
自
的
生
が
そ
の
動
機
づ
け

を
自
分
の
事
実
的
な
経
過
そ
の
も
の
か
ら
受
け
取
る
動
機
づ
け
方
向

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
」

（GA
58,	31

）。
ま
た
、
別
の
箇
所
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。「
新
た
な

傾
向
の
動
機
づ
け
の
原
理
的
な
仕
方	W

ie	

と
、
新
た
な
傾
向
の
経
過
形
式
や
充

実
形
式
の
原
理
的
な
仕
方
は
、
即
自
的
生
の
『
自
足
性
』
と
し
て
術
語
的
に
設

定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
」（GA

58,	41

）。「
動
機
づ
け
」
方
向
か
ら
は
「
傾

向
」
が
生
じ
、「
受
動
的
に
（
自
発
的
に
で
は
な
く
）
働
く
傾
向
の
反
復
的
‐
応

答	Re-agieren	

の
仕
方
」
と
し
て
「
習
慣	H

abitus

」
が
形
成
さ
れ
る
（GA

58,	
68-69

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
う
し
た
不
断
の
流
れ
の
な
か
で
、「
生
傾
向
」
が
一

定
の
状
態
を
維
持
し
安
定
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
世
界
」（
周
囲
世
界
、
共
同

世
界
、
自
己
世
界
）
が
輪
郭
づ
け
ら
れ
て
い
く
と
考
え
て
い
た
。

一
九
一
九
／
二
〇
年
の
講
義
に
頻
繁
に
見
ら
れ
る
「
傾
向
」
お
よ
び
「
動
機
づ

け
」
と
い
う
言
葉
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
第
三
篇
の
、
と
り
わ
け

第
二
章
「
精
神
的
世
界
の
基
本
法
則
と
し
て
の
動
機
づ
け
」
で
「
人
格
主
義
的
態

度
」（
自
然
的
態
度
）
を
説
明
す
る
さ
い
に
用
い
て
い
た
表
現
で
も
あ
る
。
フ
ッ

サ
ー
ル
は
、「
自
然
の
事
物
と
人
間
」と
の
間
に
お
け
る「
因
果
関
係
」と
は
異
な
っ
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た
、「
動
機
づ
け
」
と
い
う
志
向
的
関
係
が
「
周
囲
世
界
の
事
物
と
人
格
」
と
の
間

や
「
人
格
と
人
格
」
と
の
間
に
あ
る
と
言
う
。
た
と
え
ば
事
物
と
人
格
の
関
係
の

場
合
に
は
、「
事
物
的
統
一
体
（
ノ
エ
マ
的
統
一
体
）」
が
「
傾
向
」
の
出
発
点
と

な
り
、
自
我
を
そ
れ
自
身
の
ほ
う
へ
引
き
つ
け
、
自
我
は
そ
の
刺
激
に
従
い
あ
る

い
は
逆
ら
い
、
判
断
や
活
動
を
す
る
（H

ua	IV
,	189

）。
ま
た
人
格
と
人
格
と
の

関
係
に
お
い
て
は
、
嫌
い
な
人
を
見
て
避
け
た
り
、
精
神
的
な
活
動
に
お
い
て
相

手
に
賛
同
し
た
り
拒
否
し
た
り
す
る（H

ua	IV
,	192-193

）。「
人
間
は
互
い
に『
動

機
づ
け
る
力
』
を
も
っ
て
い
る
」（H

ua	IV
,	192

）
の
で
あ
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は

能
動
的
な
「
態
度
決
定
に
よ
る
態
度
決
定
の
動
機
づ
け
」（H

ua	IV
,	220

）
と
「
傾

向
」
に
従
う
自
我
を
導
く
「
受
動
的
な
動
機
づ
け
」（H

ua	IV
,	223

）
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
種
々
の
動
機
づ
け
に
よ
る
相
互
影
響
に
よ
っ
て
、「
共

通
の
周
囲
世
界
に
対
す
る
諸
人
格
の
統
一
的
な
関
係
」（H

ua	IV
,	193

）
が
つ
く

ら
れ
、
そ
し
て
「
一
つ
の
共
通
の
周
囲
世
界
」（H

ua	IV
,	191

）
が
成
立
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
、
と
り
わ
け
興
味
深
い

の
は
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
の
次
の
箇
所
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
人
格
は
他
人
に

影
響
さ
れ
て
お
り
、「
私
」
の
な
か
に
「
自
分
固
有
の	eigen

」
思
想
や
感
情
と
「
他

人
の	frem

d

」
思
想
や
感
情
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
次
の

よ
う
に
続
け
て
い
る
。「
他
の
諸
人
格
に
由
来
す
る
傾
向
と
並
ん
で
、
不
特
定
な

一
般
性
の
志
向
的
形
態
に
お
い
て
生
じ
る
風
習
、
慣
習
、
伝
統
、
精
神
的
環
境
の

強
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
『
ひ
と
』
は
こ
う
判
断
す
る
、『
ひ
と
』
は
フ
ォ
ー
ク
を
こ

の
よ
う
に
も
つ
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
社
会
的
集
団
や
階
級
な
ど
の
要
求
で
あ

る
。
ま
た
こ
れ
ら
に
対
し
て
も
ひ
と
は
受
動
的
に
従
い
、
あ
る
い
は
積
極
的
に
態

度
を
決
定
し
、
自
由
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（H

ua	IV
,	269

）。
フ
ッ
サ
ー

ル
は
受
動
的
な
「
連
合
に
よ
る
動
機
づ
け
」
と
区
別
し
て
、
能
動
的
な
態
度
決

定
に
よ
る
動
機
づ
け
を
「
理
性
の
動
機
づ
け
」
と
も
呼
ん
で
い
る
が
（H

ua	IV
,	

223

）、「
理
性
の
動
機
づ
け
」
に
導
か
れ
た
「
他
人
の
影
響
に
受
動
的
に
服
従
せ
ず
、

私
が
自
分
自
身
で
決
断
す
る
」こ
と
に「
理
性
の
自
律
」を
見
出
す
の
で
あ
る（H

ua	
IV

,	269

）。

以
上
の
箇
所
は
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
ひ
と	das	M

an

」
お
よ
び
「
本

来
性	Eigentlichkeit

」
の
議
論
を
想
起
さ
せ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
現
存
在
が

「
ひ
と
」
へ
と
喪
失
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
課
題
、
規
則
、
規
準
、
緊
急
事
、
活

動
範
囲
」（SZ,	268

）
と
い
っ
た
身
近
な
こ
と
に
関
し
て
す
で
に
決
定
が
な
さ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ひ
と
へ
の
喪
失
か
ら
自
己
を
取
り
戻
す
必
要

性
を
主
張
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。「
ひ
と
自
己
か
ら
本
来
的
な

4

4

4

4

自
己
存
在

へ
の
実
存
的
変
様
は
、
一
つ
の
選
択
を
後
か
ら
取
り
戻
す
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
し
て
遂
行
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
選
択
を
後
か
ら
取
り
戻
す
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の

4

4

選
択
を
選
択
す
る
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
、
つ
ま
り
自
分
固
有
の	eigen	

自
己
に
基
づ
い
て
あ
る

存
在
可
能
へ
と
決
断
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」（SZ,	268

）。
非
本
来
性
は
、
ひ

と
が
与
え
て
く
る
が
ま
ま
に
選
択
肢
を
受
け
入
れ
て
い
る
あ
り
方
で
あ
り
、
本
来

性
は
、
こ
れ
ま
で
自
分
が
受
動
的
に
従
っ
て
き
た
選
択
を
も
う
一
度
捉
え
直
す
あ

り
方
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
も
ま
た
「
受
動
的
な
動
機
づ
け
」
と
「
理
性
の
動
機

づ
け
」
と
の
絡
み
合
い
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
私
が
再
び
自
由

に
活
動
す
る
な
ら
ば
、
私
は
た
し
か
に
習
慣
に
も
従
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
自
由

な
決
断
に
お
け
る
動
機
に
従
い
、
理
性
に
従
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
私
は
自
由
で
あ

る
」（H

ua	IV
,	255

）。「
習
慣
」
と
「
自
由
な
決
断
」
と
の
二
重
性
は
、「
選
択
を

選
択
す
る
」
と
い
う
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
非
本
来
性
」
と
「
本
来
性
」
の

関
わ
り
を
思
わ
せ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
受
け
取
っ
た
草
稿
に
以
上
の
箇
所
が
あ
っ

た
か
ど
う
か
は
判
断
で
き
な
い
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
本
来
性
概
念
が「
動
機
づ
け
」

の
問
題
と
関
わ
っ
て
お
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
理
性
の
自
律
」
と
問
題
意
識
を
共
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有
し
て
い
る
こ
と
は
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
一
九
二
五
年
の
講
義
で
は
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
は
も
っ
ぱ
ら
批
判
的
に
扱

わ
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
何
を
問
題
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

二
、
方
法
と
し
て
の
動
機
づ
け

フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
世
界
に
入
り
込
ん
で
生
き
て
い
る
自
然
的
態
度
か
ら

哲
学
す
る
現
象
学
的
態
度
へ
の
移
行
を
実
施
す
る
の
が「
エ
ポ
ケ
ー
」で
あ
り
、「
現

象
学
的
還
元
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
自
然
的
態
度
に
お
い
て
と
っ
て
い
た

見
方
が
遮
断
さ
れ
、「
超
越
論
的
主
観
性
（
純
粋
意
識
）」
が
現
象
学
の
対
象
領
域

と
し
て
取
り
出
さ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
九
二
五
年
の
講
義
で『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』

の
「
人
格
主
義
的
態
度
」
は
、「
自
然
実
在
性
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
が
、
依
然
と
し
て
「
絶
対
的
意
識
の
な
か
で
超
越
と
し
て
構
成
さ
れ
る
世
界

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

実
在
性

4

4

4

」（GA
20,	173

）
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。
つ

ま
り
、
人
格
主
義
的
態
度
（
自
然
的
態
度
）
は
現
象
学
的
態
度
に
よ
る
「
反
省
（
自

己
の
観
察
）」
の
対
象
で
あ
り
、
人
格
主
義
的
態
度
か
ら
現
象
学
的
態
度
へ
の
転

換
を
促
す
経
験
に
関
す
る
議
論
は
見
ら
れ
な
い	

⑻

。

し
か
し
そ
の
一
方
で
「
理
性
の
自
律
」
は
、
人
格
主
義
的
態
度
の
性
格
づ
け

を
超
え
て
、
現
象
学
的
還
元
を
経
た
現
象
学
的
態
度
の
特
徴
を
指
し
示
し
て
い

る	

⑼

。
た
し
か
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
信
じ
る
」
や
「
態
度
決
定
す
る
」
と
い
う
「
能

動
的
な
動
機
づ
け
」
も
、
一
つ
の
「
意
識
流
」
に
属
し
て
い
る
か
ぎ
り
、「
以
前
の

意
識
」
と
「
以
後
の
意
識
」
が
「
習
慣	Gew

ohnheit

」
の
法
則
に
従
っ
て
い
る

こ
と
に
言
及
し
、「〔
…
〕
私
が
一
度
Ｍ
を
信
じ
た
な
ら
ば
、
新
た
な
場
合
に
お
い

て
再
び
Ｍ
を
信
じ
る
連
合
の
傾
向
が
成
立
す
る
」（H

ua	IV
,	223

）
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
他
人
の
影
響
に
受
動
的
に
従
っ
て
い
る
」
あ

り
方
か
ら
「
他
人
の
影
響
に
服
従
せ
ず
自
分
自
身
で
決
断
す
る
」
あ
り
方
へ
、
究

極
的
に
は「
理
性
の
自
律
」へ
至
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
の「『
イ
デ
ー

ン
』へ
の
後
書
き
」に
お
い
て
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
自
然
的
生
は
あ
ま
り
に「
自

然
的
に
」
生
き
て
い
る
が
た
め
に
、
現
象
学
的
還
元
を
介
し
て
超
越
論
的
自
己
省

察
を
遂
行
す
る
動
機
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
触
れ
つ
つ
も
、
現
象
学
的
還
元

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
と
し
て
態
度
変
更
の
過
程
を
問

題
に
し
て
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
初
期
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
講
義
を
見
る
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
方

法
」
の
問
題
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
こ
の
時
期
、
フ
ッ

サ
ー
ル
に
対
し
て
は
批
判
よ
り
も
積
極
的
に
評
価
す
る
発
言
が
多
く
見
ら
れ
る
。

一
九
一
九
年
の
講
義
「
哲
学
の
理
念
と
世
界
観
問
題
」
で
は
、
現
象
学
に
と
っ
て

方
法
の
問
題
が
中
心
的
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
現
象
学
に
お
い

て
目
覚
め
た
学
的
態
度
の
「
厳
密
さ
」
が
賞
賛
さ
れ
て
い
た
（GA

56/57,	110

）。

「
厳
密
さ
」と
い
う
言
葉
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の「
厳
密
学
と
し
て
の
哲
学
」（
一
九
一
〇

年
）
に
由
来
す
る
言
葉
で
あ
る
。
一
九
一
九
／
二
〇
年
の
講
義
で
は
「
現
象
学
の

理
念
」
は
「
生
の
根
源
学
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
こ
れ
が
「
厳
密
学
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
（GA

58,	78;	vgl.	GA
58,	81,	137

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。「
現
象

学
と
し
て
の
学
的
哲
学
の
本
来
的
対
象
領
域
は
即
自
的
生
に
お
い
て
ま
っ
た
く
出

会
わ
れ
え
な
い
」（GA

58,	29

）。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
ど
の
よ
う
な
厳
密
学
的

な
意
味
に
お
い
て
、
即
自
的
生
は
そ
も
そ
も
疑
わ
し
く
な
り
う
る
と
い
う
の
だ
ろ

う
か
」（GA

58,	43

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
い
か
に
し
て
「
即
自
的
」
に
生
き
て
い

る
事
実
的
生
が
自
分
の
生
か
ら
出
て
「
即
自
か
つ
対
自
的
生	Leben	an	und	für	

sich
」
に
至
る
か
を
考
え
る
。「
即
自
的
生
」
は
「
自
足
性
」
と
い
う
「
動
機
づ

け
方
向
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
加
え
て
「
事
実
的
生
か
ら
外

に
出
る
」た
め
の「
根
源
学
の

4

4

4

4

動
機
づ
け
」（GA

58,	86

）が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
問
い
は
、
つ
ま
り
生
の
絶
対
的
根
源
学4

の
理
念
の

―
し
か
も
事
実
的
生
か
ら
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の

―
動
機
づ
け
で
あ
る
」（GA

58,	86

）。
こ
の
こ
と
は
「
事
実
的
生
は
、
事

実
的
生
か
ら
出
よ
う
と
す
る
学
に
そ
れ
自
身
動
機
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（GA
58,	174

）と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
事
実
的
生
を「
傾

向
」
と
「
動
機
づ
け
」
の
連
関
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
た
ん
に
事

実
的
生
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
事

実
的
生
が
そ
れ
自
身
の
ほ
う
か
ら
自
ら
を
問
い
へ
も
た
ら
し
て
い
く
「
方
法
」
が

同
時
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
「
方
法
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
一
九
一
九
／
二
〇
年
の
講

義
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
し
ば
し
ば
「
現
象
学
的
還
元
」
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
た

（vgl.	GA
58,	123,	151,	156,	162	A

nm
.,	250,	254

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
は
じ

め
か
ら
諸
体
験
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
志
向
的

4

4

4

と
見
な
し
、
そ
の
上
さ
ら
に
、
事

物
把
握
を
す
る
諸
体
験
（
た
と
え
ば
諸
知
覚
）
か
ら
出
発
す
る
」（GA

58,	254

）

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
還
元
を
斥
け
つ
つ
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
還
元
に
「
理
解

可
能
な
も
の
、
純
粋
な
自
足
性
の
圏
域
を
限
界
づ
け
る
こ
と
」（GA

58,	250

）
と

い
う
側
面
を
見
出
し
て
い
る	

⑽

。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
還
元
に
お
い
て
は
、

「
私
は
ま
さ
に
共
に
し
な
い

4

4

の
で
あ
り
、
い
か
な
る

4

4

4

4

立
場
も
と
ら
ず4

、
エ
ポ
ケ
ー

を
行
使
す
る
」（GA

58,	254

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
体
験
を
「
共

に
歩
む
こ
と	M

itgehen

」（GA
58,	124,	254

）
を
主
張
す
る
。
事
実
的
生
は
「
傾

向
の
生
き
生
き
と
し
た
連
関
」（GA

58,	208

）
で
あ
り
、
自
ら
の
「
傾
向
」
と
「
動

機
づ
け
」
の
絶
え
ざ
る
交
錯
連
関
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
「
傾

向
」
に
は
「
動
機
づ
け
の
傾
向
」
と
し
て
そ
れ
ま
で
の
流
れ
に
追
随
す
る
だ
け
で

な
く
、
新
た
な
方
向
へ
向
か
わ
せ
る
「
傾
向
の
動
機
づ
け
」
の
側
面
が
属
し
て
い

る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
現
象
的
な
体
験
‐
［
志
向
的
］
性
格
と
し
て
の
離
れ
る
こ

と	A
brücken	

は
、
い
つ
も
同
時
に
意
味
付
与
で
あ
る
」（GA

58,	70

）
と
述
べ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
事
実
的
生
の
「
傾
向
‐
動
機
づ
け
」
連
関
に
同
行
し
つ
つ
、

「
新
た
な
傾
向
の
投
入
」（GA

58,	70

）
と
い
う
仕
方
で
「
意
味
付
与
」
を
繰
り
返

す
こ
と
で
、
事
実
的
生
を
即
自
的
領
域
か
ら
引
き
離
し
な
が
ら
、「
一
歩
一
歩
、
事

実
的
生
の
外
へ
出
て
」（GA

58,	221

）
行
か
せ
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
る
。

し
か
し「
事
実
的
生
の
外
に
出
る
」と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。
フ
ッ

サ
ー
ル
に
お
い
て
還
元
は
「
絶
対
的
な
無
前
提
性
へ
の
還
元
」（H

ua	V
,	160

）

を
意
味
す
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
う
し
た
還
元
に
与
し
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ

る
。「
事
実
的
生
の
外
に
出
る
こ
と
」
は
そ
も
そ
も
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

三
、
頽
落
の
動
性
と
反
対
運
動

一
九
二
一
年
の
講
義
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
」
で
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
』
第
一
〇
巻
を
中
心
に
「
記
憶	m

em
oria

」
や

「
忘
却
」⑾

が
「
志
向
的
」
関
わ
り
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
お
り
（GA

60,	191

）、『
存

在
と
時
間
』
の
「
気
遣
い
」
や
「
頽
落
」（
と
く
に
「
好
奇
心
」）
に
つ
な
が
る
議

論
が
見
出
せ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
意
志
は「
真
理
＝
神
」

を
求
め
つ
つ
も
、
欲
望
の
「
誘
惑
」
に
屈
し
て
転
倒
し
て
お
り
、
そ
れ
が
「
習
慣
」

と
な
っ
て
、
欲
望
の
赴
く
ま
ま
に
身
を
ま
か
せ
て
い
る
。
そ
し
て
人
間
の
精
神

は
、
も
と
も
と
「
一
」
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
罪
」
に
よ
り
、
意
志
が
「
分
裂
」

し
て
「
多
」
へ
「
分
散
」
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
本
来
の
状
態
へ
戻
る
に
は
自
ら

を
統
一
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
真
理
＝
神
」
を
必
要
と
す
る
。
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
こ
う
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
考
察
を
「
現
象
学
的
に
」（GA

60,	
210

）
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
、
意
志
の
「
葛
藤
（
分
裂
）
状
態	Zw

iespältigkeit

」

や
「
誘
惑
／
試
練	tentatio

」
に
よ
る
「
離
反	A

bfall

」
の
運
動
を
「
志
向
性
」

の
様
態
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
（GA

60,	248,	251

）。

一
九
二
一
／
二
二
年
の
講
義
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
現
象
学
的
解
釈
』
で

は
「
気
遣
う
こ
と
」
と
い
う
言
葉
が
術
語
化
さ
れ
、「
気
遣
う
こ
と
」
が
「
傾
き	
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N
eigung

」、「
隔
た
り	A

bstand

」、「
封
鎖	A

briegelung

」⑿

と
い
う
カ
テ
ゴ

リ
ー
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
。「
傾
き
」
は
あ
る
一
定
の
方
向
へ
自
ら
を
委
ね
て

い
く
性
格
で
あ
り
（GA

61,	100

）、「
隔
た
り
」
は
「
分
節
化
」
の
働
き
で
あ
る

（GA
61,	103

）。
分
節
化
は
、
自
分
の
浸
っ
て
い
る
状
況
か
ら
身
を
引
き
離
し
、

自
分
の
「
前
に	V

or
」「
隔
た
り
」
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
る
が
、
自
分
自
身
が

生
み
出
し
た
分
節
に
自
ら
が
取
り
込
ま
れ
て
自
明
化
し
て
い
く
「
隔
た
り
の
抹

消	A
bstandstilgung

」
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
以
上
の
二
つ
に
は
、
あ
る
一

定
の
方
向
へ
連
れ
去
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
他
の
諸
可
能
性
を
塞
ぎ
つ
つ
、

自
己
自
身
に
対
し
て
自
ら
を
閉
じ
て
い
く
「
封
鎖
」
の
働
き
が
付
随
し
て
い
る

（GA
61,	107

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
さ
ら
に
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
、「
志
向
性
の

表
現
」（GA

61,	131

）
と
し
て
特
徴
づ
け
る
「
前
構
成	Praestruktion

」⒀

と
「
反

照	Reluzenz

」
と
い
う
二
つ
の
運
動
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
見
出
す
。
事
実
的
生
は
「
前

構
成
的
に
」
自
分
の
「
前
に
」
距
離
を
開
き
世
界
を
分
節
化
す
る
一
方
で
、「
前
に
」

を
「
我
が
も
の
と
す
る
こ
と	A

neignung

」
な
く
、
自
ら
が
生
み
出
し
た
分
節

に
よ
っ
て
「
反
照
的
に
」
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
以
上
に
よ
る
運
動
の
全

体
が
「
墜
下	Ruinanz

」
と
い
う
造
語
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
九
一
九
年
の
講
義
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
す
で
に
「
還
帰
把
握	Rückgriff

」
を

「
動
機
づ
け
」、「
先
（
行
）
把
握	V
orgriff

」
を
「
傾
向
」
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い

た（GA
56/57,	116

）。「
先（
前
に
）」は『
存
在
と
時
間
』で
は
現
存
在
の「
理
解
」

（
企
投
）
に
属
し
て
い
る
構
造
で
あ
り
、「
先
把
握
」
は
「
先
構
造
」
の
三
つ
の
契

機
の
内
の
一
つ
で
あ
る
。
つ
ま
り
傾
向
‐
動
機
づ
け
連
関
は
、『
存
在
と
時
間
』
で

は「
理
解
」の「
先
構
造	V

or-Struktur

」か
ら「
意
味
」を
汲
み
取
る
こ
と
に
よ
っ

て
自
己
を
「
企
投
」
し
、
さ
ら
に
そ
の
「
企
投
」
が
自
ら
へ
と
還
帰
し
て
「
被
投

性
」
へ
転
じ
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
傾
向
」
は
「
企
投
」（
理
解
）
に
、

「
動
機
づ
け
」は「
被
投
性
」（
情
態
性
）に
対
応
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
二
つ
に
、「
被

投
性
」
と
結
び
つ
い
て
「
渦
流	W

irbel

」（SZ,	179

）
を
形
成
し
自
ら
を
巻
き
込

ん
で
い
く
「
頽
落
」
の
働
き
が
加
わ
り
、
以
上
三
つ
の
契
機
か
ら
「
気
遣
い
」
は

構
成
さ
れ
て
い
る（SZ,	191

）。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の「
憂
慮
」解
釈
に
お
い
て
、

傾
向
‐
動
機
づ
け
連
関
の
、
自
ら
自
身
を
巻
き
込
ん
で
い
く
と
い
う
側
面
が
際
立

た
さ
れ
、「
気
遣
い
」
概
念
が
仕
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
一
九
二
一
年
の
講
義
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
誘
惑
／
試
練
」
に

「
自
己
喪
失	Sichverlieren

」
と
「
自
己
獲
得	Sichgew

innen

」
と
い
う
二
つ

の
可
能
性
を
帰
し（GA

60,	246

）、「
離
反
」に
逆
ら
う
運
動
を「
実
存
的
反
対
運
動
」

と
呼
ん
で
い
る（GA

60,	192,	206

）。
一
九
二
一
／
二
二
年
の
講
義
に
お
い
て
も
、

「
哲
学
的
な
解
釈
遂
行

4

4

4

4

4

4

4

4

の
動
性
は
、
反
墜
下
的
動
性

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
」（GA

61,	153

）
と

言
わ
れ
、「
哲
学
す
る
こ
と
」
が
墜
下
の
動
性
に
逆
ら
う
「
反
対
運
動
」
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。「
自
己
喪
失
」と「
自
己
獲
得
」は
、『
存
在
と
時
間
』で
は「
非

本
来
性
」
と
「
本
来
性
」
に
相
当
す
る
言
葉
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。「
現
存
在
が
自
己
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
り
、
ま
だ
自
己
を
獲

得
し
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
現
存
在
が
自
分
の
本
質
に
し

た
が
っ
て
、
可
能
的
な
本
来
的
な
も
の

4

4

4

4

4

4

で
あ
り
、
す
な
わ
ち
自
分
に
委
ね
ら
れ
て

い
る	sich	zueigen	ist	

か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
」（SZ,	42

）。
自
己
を

喪
失
し
て
い
る
状
態
と
は
、
傾
向
‐
動
機
づ
け
の
運
動
を
自
覚
す
る
こ
と
な
く
自

ら
自
身
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
あ
り
よ
う
で
あ
り
、
自
己
を
獲
得
し
て
い
る
状
態
と

は
、
傾
向
‐
動
機
づ
け
に
よ
っ
て
生
じ
る
絶
え
ざ
る
頽
落
傾
向
を
自
覚
化
し
、
こ

れ
に
逆
ら
っ
て
い
る
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
頽
落
傾
向
の
自
覚
化
も
ま
た
、
傾
向
‐

動
機
づ
け
の
運
動
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
な
あ

り
方
を
「
先
駆
的
決
意
性
」
と
呼
ん
だ
（SZ,	322

）。

「
先4

駆	V
orlaufen

」
と
は
、
自
己
自
身
の
「
自
己
に
先4

立
っ
て	Sich-vorw

eg

」

と
い
う
「
気
遣
い
」
の
契
機
に
即
し
て
自
己
自
身
を
視
野
に
捉
え
て
い
る
様
態
で
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あ
り
、
自
己
自
身
へ
向
か
っ
て
到
来
し
て
い
る
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
し
て
「
決
意

性
」
は
「
本
来
的
開
示
性
」
と
し
て
、
自
ら
の
理
解
の
企
投
に
よ
っ
て
自
分
自
身

の
考
え
や
行
動
が
そ
の
つ
ど
一
定
の
方
向
へ
定
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
自
分
自

身
の
存
在
様
式
を
引
き
受
け
る
あ
り
方
で
あ
る（SZ,	297

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は「
先

駆
的
決
意
性
」
へ
導
く
た
め
に
現
存
在
自
身
の
「
先4

構
造
」
を
「
利
用
」
し
た
。『
存

在
と
時
間
』
で
は
、
現
存
在
が
ま
ず
「
日
常
性
」
に
お
い
て
示
さ
れ
、「
非
本
来
性
」

か
ら
「
本
来
性
」
へ
と
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
く
が
、
そ
の
過
程
で
理
解
の
「
先

構
造
」
が
現
存
在
の
あ
り
方
と
し
て
説
明
さ
れ
る
と
と
も
に
、『
存
在
と
時
間
』
と

い
う
「
学
的
解
釈
」
の
「
先
構
造
」
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

（SZ,	231-232

）。

一
九
二
一
／
二
二
年
の
講
義
で
は
、「
先
構
造
」
と
い
う
言
葉
は
ま
だ
使
わ
れ
て

い
な
い
も
の
の
、「
先
把
握
」
が
「
前4

提	V
oraussetzung

」
の
問
題
と
関
連
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
（GA

61,	157-161

）、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
前
提
」
を
「
我

が
も
の
と
す
る
こ
と
」
を
「
哲
学
」
の
課
題
と
捉
え
て
い
た
。「
カ
ー
ル
・
ヤ
ス

パ
ー
ス
の
『
世
界
観
の
心
理
学
』
に
寄
せ
る
論
評
」（
一
九
一
九
／
二
一
年
）
で

は
「
現
象
学
的
無
前
提
性
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。「
現
象
学

的
無
前
提
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
批
判
は
、
問
題
設
定
と
概
念
解
明
の
直
観

に
即
し
た
経
験
の
土
台
（
現
象
学
的
な
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
た
経
験
）
を
成

し
て
い
る
も
の
を
追
究
す
る
。
そ
の
よ
う
に
基
礎
を
与
え
る
『
直
観
』
の
根
源
性
、

動
機
、
傾
向
、
遂
行
の
真
正
性
と
純
粋
な
完
遂
が
批
判
的
に
問
い
へ
と
立
て
ら
れ

る
の
で
あ
る
」（GA

9,	6

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
「
現
象
学
的
無
前
提
性
」
と

は
、
傾
向
‐
動
機
づ
け
連
関
を
「
遮
断
」
し
た
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
も
の
で
は
な

く
、「
直
観
し
つ
つ
、
先
行
的
お
よ
び
還
帰
的
に
把
握
す
る
こ
と
」（GA

58,	185

）

に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
「
前
提
」（
先
把
握
）
を
「
一
歩
一
歩
」
眼
差
し
の
内
に
取

り
入
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
。こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、

自
己
の
全
体
性
を
眼
差
し
に
お
さ
め
た
状
態
が
「
本
来
性
」
で
あ
り
、「
先
駆
」
と

い
う
仕
方
で
、
自
ら
に
向
か
っ
て
く
る
「
傾
向
」
を
我
が
も
の
と
し
、
傾
向
‐
動

機
づ
け
か
ら
絶
え
ず
発
生
す
る
頽
落
の
動
性
に
対
抗
す
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
対

峙
的
な
見
る
こ
と
」
と
し
て
の
「
直
観
」
は
、
傾
向
‐
動
機
づ
け
の
連
関
の
な
か

に
位
置
づ
け
ら
れ
、
自
己
を
新
た
な
可
能
性
へ
と
投
げ
入
れ
る
「
理
解
」
と
し
て

捉
え
直
さ
れ
る
の
で
あ
り
、「
現
象
学
的
還
元
」
を
経
て
、
つ
ね
に
自
分
が
動
性
の

只
中
に
あ
る
と
い
う
不
安
定
さ
が
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
気

遣
い
」
概
念
の
形
成
を
根
本
的
に
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
志
向
性
」
に
負
っ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
帰
し
た
の
は
、「
絶
え
ざ
る
生
の
不
安

静	U
nruhe

」（GA
58,	62

）
と
い
う
事
態
が
決
定
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

結
語初

期
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
講
義
を
見
る
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
事
実
的
生
の
構
造
を
明

ら
か
に
し
て
い
く
過
程
で
、
個
人
的
な
見
解
を
遮
断
し
「
傍
観
者
」
に
な
る
必

要
性
を
説
い
て
い
る
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（GA

58,	83-84;	vgl.	GA
60,	

84

）。
こ
の
こ
と
は
、「
現
象
学
者
」
と
し
て
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
フ
ッ
サ
ー
ル
の

還
元
」
の
操
作
を
必
要
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う

で
あ
る
と
も
言
え
る
が
、
し
か
し
「
事
実
的
生
の
傍
観
者
」（GA

58,	83

）
と
な

る
こ
と
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
し
て
き
た
の
は
、
事
実
的
生
は
そ
の
日
常
的
な
あ
り

よ
う
に
お
い
て
「
傍
観
者
」
や
「
理
論
化
し
つ
つ
知
る
者
」（GA

58,	39

）
で
は

決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
即
自
的
に
」
生
き
て
い
る
事
実
的
生
を
自
ら

の
生
に
「
対
自
的
に
」
向
か
わ
せ
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
は
「
フ
ッ
サ
ー
ル
の

還
元
」
は
適
切
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
「
気
遣
い
」
概
念
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
還
元
を
経
て
明
ら
か
に
し

た
「
志
向
性
」
の
考
察
な
し
に
は
成
り
立
ち
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
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お
い
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
や
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
は
正
し
い
。
つ
ま
り
『
存

在
と
時
間
』
は
「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
還
元
」
を
実
行
し
な
い
が
、「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
還

元
」
の
成
果
に
依
拠
し
て
い
る
。
ま
た
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
事
実
的
生
は
、
事
実

的
生
か
ら
出
よ
う
と
す
る
学
に
、
そ
れ
自
身
動
機
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（GA
58,	174

）
と
述
べ
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
「
動
機
」
の
一
つ
が
「
不
安
」
で

あ
り
（vgl.	SZ,	182
）、
一
九
二
一
年
の
講
義
で
は
「
可
能
性
を
開
く
」
も
の
と

し
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
（GA

60,	191,	268

）。
不
安
は
、
傾
向
‐
動
機
づ
け

の
つ
つ
が
な
い
進
行
を
揺
る
が
し
、
動
性
の
只
中
に
あ
る
安
ら
ぎ
の
な
さ
を
開
示

す
る
の
で
あ
り
、
ベ
ル
ネ
ッ
ト
や
ク
ル
テ
ィ
ー
ヌ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
還
元
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
の
引
用
は
下
記
の
略
号
を
用
い
、
頁
数
を
記
し
た
。
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司
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学
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書
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一
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衝
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、
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七
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、
二
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頁
を
参
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た
だ
し
、
オ
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カ
ー
・
ベ
ッ
カ
ー
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ノ
ー
ト
に
よ
っ
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補
わ
れ
た
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58,	
203-263

）
で
あ
る
。
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わ
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れ
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本
書
『
間
主
観
性
の
現
象
学　

そ
の
方
法
』、『
間
主
観
性
の
現
象
学
Ⅱ　

そ

の
展
開
』、『
間
主
観
性
の
現
象
学
Ⅲ　

そ
の
行
方
』
は
、Edm

und	H
usserl,	

Zur Phänom
enologie der Intersubjektivität, T

exte aus dem
 N

achlass, 
E

rster T
eil: 1905-1920,H

usserliana	Band	X
III;	Zw

eiter T
eil: 1921-

1928, H
usserliana	Band	X

IV
;	D

ritter T
eil: 1929-1935, H

usserliana	
Band	X

V
,	hrsg.	von	Iso	K

ern,	D
en	H

aag,	M
artinus	N

ijhoff	1973.

か
ら
、

監
訳
者
で
あ
る
浜
渦
辰
二
氏
と
山
口
一
郎
氏
に
よ
っ
て
厳
選
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
の

翻
訳
書
で
あ
る	

⑴

。

い
ま
や
、「
間
主
観
性
（Intersubjektivität

）」
と
い
う
言
葉
は
、
フ
ッ
サ
ー

ル
現
象
学
の
み
な
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
る
ほ
ど

一
般
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
わ
た
し

た
ち
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
間
主
観
性
」
と
こ
の
言
葉
と
と
も
に
展
開
さ
れ
た
「
他

者
」
論
と
い
う
問
題
構
制
を
し
っ
か
り
と
理
解
し
、
吟
味
検
討
し
尽
く
し
た
、
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。

『
そ
の
方
法
』
の
「
ま
え
が
き
」
に
お
い
て
、
浜
渦
氏
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

本
書
の
原
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
『
間
主
観
性
の
現
象
学
』（
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
第

十
三
、十
四
、十
五
巻
）
は
、「
フ
ッ
サ
ー
ル
が
現
象
学
的
還
元
の
着
想
を
得
た
の
と

ほ
ぼ
同
時
期
の
一
九
〇
五
年
か
ら
始
ま
っ
て
、
死
の
三
年
前
の
一
九
三
五
年
ま

で
、
三
十
年
間
に
わ
た
る
彼
の
膨
大
な
草
稿
か
ら
成
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
彼
が
哲
学
に
取
り
組
ん
だ
人
生
の
ほ
と
ん
ど
の
期
間
を
埋
め
尽
く
す
も
の
で

あ
り
、
ま
た
、
彼
が
取
り
組
ん
だ
問
題
の
い
ず
れ
に
も
絡
ん
で
く
る
問
題
で
あ
っ

た
」（
Ｉ
、
９
頁
）、
と
。

浜
渦
氏
の
こ
の
発
言
に
し
た
が
え
ば
、「
間
主
観
性
の
現
象
学
」
と
い
う
問
題
構

制
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
一
側
面
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
む
し
ろ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
的
人
生
の
す
べ
て
に
密
接
に
関
係
す
る
「
思

考
の
格
闘
の
記
録
」（
同
上
）
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
を
指
針
と
し
て
、
フ
ッ
サ
ー

ル
の
テ
キ
ス
ト
に
立
ち
返
り
、
い
ま
一
度
、「
間
主
観
性
の
現
象
学
」
の
意
味
内
実

を
自
ら
問
い
確
か
め
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
、「
間
主
観
性
」
と
い
う
言
葉
が
人
口
に

膾
炙
し
た
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
い
ま
、
ま
さ
に
、
わ
た
し
た
ち
に
求
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

浜
渦
氏
は
、
力
強
く
わ
た
し
た
ち
に
宣
言
す
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
間
主
観
性

の
現
象
学
」
と
批
判
的
に
対
決
し
よ
う
と
す
る
意
志
を
も
つ
読
者
に
対
し
て
、
と

り
わ
け
、
ド
イ
ツ
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
と
い
っ
た
「
言
語
に
通
じ
て
い
な
い
」
た
め

に
、
こ
れ
ま
で
長
い
あ
い
だ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
思
考
の
格
闘
の
記
録
」
に
ふ
れ

エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル『
間
主
観
性
の
現
象
学
』（
全
三
巻
）

浜
渦
辰
二
／
山
口一郎
監
訳（
筑
摩
書
房
、２
０
１
２
年
、２
０
１
３
年
、２
０
１
５
年
）

島

田

喜

行
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る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た「
一
般
読
者
」に
対
し
て
、
本
書
を「
満
を
持
し
て
」「
送

り
出
す
」、
と
（
Ｉ
、
１
０
頁
参
照
）。

以
下
、
紙
幅
の
都
合
と
評
者
の
力
量
不
足
の
た
め
、
全
三
巻
の
内
容
の
す
べ
て

を
紹
介
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
が
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
、
評
者
の
研
究
関

心
か
ら
感
じ
た
こ
と
を
も
と
に
述
べ
て
い
き
た
い
。

本
書
の
意
義

最
初
に
、
本
書
全
体
の
編
集
方
針
に
つ
い
て
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
（
詳
し
く

は
、『
そ
の
行
方
』
浜
渦
氏
に
よ
る
「
訳
者
解
説
１
」
を
ご
高
覧
頂
き
た
い
）。

本
書
は
、
全
体
と
し
て
１
０
０
０
頁
を
は
る
か
に
超
え
る
分
量
を
も
つ
原
テ
キ

ス
ト
の
な
か
か
ら
「
主
要
な
テ
キ
ス
ト
を
厳
選
し
た
抄
訳
に
す
る
と
い
う
方
針
」

の
も
と
に
編
纂
さ
れ
た
。
そ
の
編
集
方
針
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
で
論
じ
ら

れ
て
い
る
主
題
を
い
く
つ
か
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
捉
え
、
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
そ
れ
ぞ

れ
の
関
連
を
体
系
づ
け
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
議
論
の
進
展
の
な
か
で
位
置
づ
け
、
三

巻
に
配
分
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
」。
こ
の
編
集
方
針
の
も
と
で
、「『
間
主
観

性
の
現
象
学
』
を
め
ぐ
る
重
要
な
テ
ー
マ
は
ほ
ぼ
拾
う
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
た「
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
は
、

あ
ち
こ
ち
で
絡
み
合
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
が
、
あ
ち
こ
ち
で
関
連

し
補
い
合
っ
て
」
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
書
は
全
三
巻
で
一
つ
の
著
作
物
と

捉
え
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
（
Ⅲ
、
５
７
０
〜
５
７
２
頁
参
照
）。

ま
た
、
こ
う
し
た
テ
キ
ス
ト
の
選
定
と
編
集
に
関
す
る
方
針
に
加
え
、「
新
た
に

訳
語
を
検
討
す
る
こ
と
も
含
め
て
、
難
解
と
言
わ
れ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
テ
キ
ス
ト

を
日
本
語
だ
け
で
読
め
る
訳
文
を
と
い
う
方
針
」（
Ｉ
、５
５
２
頁
）
に
し
た
が
っ

て
本
書
は
作
成
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
各
巻
の
目
次
を
確
認
し
よ
う
。

『
そ
の
方
法
』
は
三
部
か
ら
成
る
。

　

第
一
部　

還
元
と
方
法

　

第
二
部　

感
情
移
入

　

第
三
部　

発
生
的
現
象
学
―
―
本
能
・
幼
児
・
動
物

で
あ
る
。
こ
れ
に
、
浜
渦
氏
に
よ
る
「
訳
者
解
説
」
が
加
え
ら
れ
る
。

『
そ
の
展
開
』
は
四
部
か
ら
成
る
。

　

第
一
部　

自
他
の
身
体

　

第
二
部　

感
情
移
入
と
対
化

　

第
三
部　

共
同
精
神
（
共
同
体
論
）

　

第
四
部　

正
常
と
異
常

で
あ
る
。
こ
れ
に
、
山
口
氏
に
よ
る
「
訳
者
解
説
」
が
加
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、『
そ
の
行
方
』
は
四
部
か
ら
成
る
。

　

第
一
部　

自エ
ゴ
ロ
ジ
ー

我
論

　

第
二
部　

モモ
ナ
ド
ロ
ジ
ー

ナ
ド
論

　

第
三
部　

時
間
と
他
者

　

第
四
部　

他
者
と
目テ

レ
オ
ロ
ジ
ー

的
論

で
あ
る
。
こ
れ
に
、
浜
渦
氏
に
よ
る
「
訳
者
解
説
１
」
と
山
口
氏
に
よ
る
「
訳

者
解
説
２
」
が
加
え
ら
れ
る
。

以
上
の
目
次
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
も
、
本
書
で
示
さ
れ
る
「
間
主
観
性
の
現
象

学
」
と
い
う
問
題
構
制
が
、
い
か
に
多
岐
に
わ
た
る
テ
ー
マ
を
含
み
も
つ
も
の
で

あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
僭
越
な
が
ら
、
評
者
の
研
究

関
心
か
ら
本
書
の
意
義
に
つ
い
て
、
二
点
だ
け
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
本
書
の
第
一
の
意
義
は
、
現
象
学
的
還
元
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
方
法
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に
つ
い
て
の
研
究
の
進
展
に
対
す
る
寄
与
と
い
う
意
義
で
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
の
生
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
機
能
し
て
い
る
主
観
性
の
働
き
を
超
越

論
的
主
観
性
と
し
て
開
示
す
る
た
め
の
方
法
が
現
象
学
的
還
元
で
あ
る
。
フ
ッ

サ
ー
ル
は
、
こ
の
方
法
を
超
越
論
的
主
観
性
へ
と
い
た
る
道
と
表
現
す
る
。
フ
ッ

サ
ー
ル
は
、
還
元
の
道
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
は
じ
め
て
ま
と
ま
っ
た
形
で
論
じ
ら

れ
た『
現
象
学
の
理
念
』（
一
九
〇
七
年
）か
ら
最
晩
年
の『
危
機
』（
一
九
三
六
年
）

書
に
い
た
る
ま
で
繰
り
返
し
考
察
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
、『
イ
デ
ー
ン
』
第
一

巻（
一
九
一
三
年
）へ
の「
あ
と
が
き
」（
一
九
三
〇
年
）の
な
か
で
こ
う
述
懐
す
る
。

「
わ
た
し
は
、
長
年
に
わ
た
る
考
察
に
お
い
て
、
様
々
な
等
し
く
可
能
な
〔
還
元

の
〕
道
を
歩
ん
で
き
た
」（H

ua	V
,	S.	148

）、
と
。

こ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
述
懐
に
関
し
て
、
実
際
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
ど
の

よ
う
な
道
が
い
か
な
る
仕
方
で
歩
ま
れ
た
の
か
と
い
う
問
い
は
、
い
ま
な
お
、
議

論
さ
れ
る
べ
き
問
い
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
い
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
、

と
く
に
検
討
す
べ
き
テ
キ
ス
ト
が
、『
そ
の
方
法
』「
第
一
部　

還
元
と
方
法
」
に

配
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
第
一
三
巻
六
番
テ
キ
ス

ト
「
一
九
一
〇
／
一
一
年
冬
学
期
の
講
義
『
現
象
学
の
根
本
問
題
』
よ
り
」
の
翻

訳
で
あ
る「
一　

現
象
学
の
根
本
問
題
」（
Ｉ
、１
５
〜
１
４
８
頁
）の
記
述
を
、『
イ

デ
ー
ン
』
第
一
巻
に
お
け
る
「
デ
カ
ル
ト
的
な
道
」
に
つ
い
て
の
体
系
的
な
記
述

と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
の
フ
ッ
サ
ー
ル
が
還
元
を
ど
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
い
っ
そ
う

明
確
な
仕
方
で
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
先
に
指
摘

し
た
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
現
象
学
的
還
元
に
つ
い
て
の
批
判
的
記
述

が
、『
そ
の
方
法
』
第
一
部
の
み
な
ら
ず
、『
そ
の
展
開
』
や
『
そ
の
行
方
』
に
お
い

て
も
、
非
常
に
興
味
深
い
仕
方
で
、
こ
の
「
問
題
へ
の
接
近
と
そ
の
解
明
」（
Ⅲ
、

９
頁
）
の
深
ま
り
と
と
も
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
見
過
ご
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
）。

本
書
の
第
二
の
意
義
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
多
様
な
自
我
概
念
に

つ
い
て
の
研
究
の
進
展
に
対
す
る
寄
与
と
い
う
意
義
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
そ
の
研
究
の
過
程
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
我
概
念
を
わ
た
し
た

ち
に
提
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』（
一
九
三
一
年
）
の
第

四
省
察
に
お
け
る
「
同
一
の
極
と
し
て
の
自
我
」、「
習
慣
性
の
基
体
と
し
て
の
自

我
」、
そ
し
て
「
ま
っ
た
き
具
体
性
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
自
我
」
で
あ
る
「
モ

ナ
ド
的
自
我
」
と
い
う
自
我
の
区
別
は
そ
の
代
表
的
な
一
例
で
あ
ろ
う
。『
デ
カ

ル
ト
的
省
察
』
で
は
、
こ
の
三
つ
の
自
我
概
念
の
相
互
関
係
を
「
発
生
的
現
象
学

の
段
階
」
か
ら
新
た
に
問
い
直
す
こ
と
を
通
じ
て
、「
現
象
学
的
発
生
と
い
う
問
題

構
制
」
が
主
題
的
に
探
究
さ
れ
る
（vgl.,	H

ua	I,	S.	102f.

）。

こ
の
「
現
象
学
的
発
生
と
い
う
問
題
構
制
」
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
一
九
二
〇
年

代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
繰
り
返
し
集
中
的
に
取
り
組
ん
だ
課
題
の
一
つ
で

あ
っ
た
。『
そ
の
行
方
』「
第
一
部　

自エ
ゴ
ロ
ジ
ー

我
論
」
と
「
第
二
部　

モモ
ナ
ド
ロ
ジ
ー

ナ
ド
論
」
に

は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
そ
の
取
り
組
み
の
成
果
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な

か
で
も
、『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
の
第
五
省
察
を
読
解
す
る
う
え
で
、
も
っ
と
も
重

要
な
概
念
の
一
つ
で
あ
る
「
モ
ナ
ド
的
自
我
」
に
つ
い
て
の
い
っ
そ
う
詳
細
で
綿

密
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
「
第
二
部　

モモ
ナ
ド
ロ
ジ
ー

ナ
ド
論
」
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
他
者
」
論
、
あ
る
い
は
他
我
構
成
論
を
批
判

的
に
検
討
す
る
と
い
う
観
点
に
お
い
て
、
大
変
重
要
な
テ
キ
ス
ト
群
で
あ
る
と
感

じ
た
。

以
上
、
評
者
の
研
究
関
心
か
ら
、
本
書
が
も
つ
意
義
に
つ
い
て
、
二
点
述
べ

た
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
本
書
の
意
義
は
、
こ
れ
だ
け
に
尽
き
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る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
の
生
の
な
か
の
倫
理
的
な

実
践
に
関
係
す
る
共
同
体
論
や
真
の
人
間
性
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
分
析
に
く
わ

え
、
人
間
の
本
能
、
愛
、
死
や
誕
生
と
い
っ
た
形
而
上
学
の
テ
ー
マ
に
関
係
す
る

目
的
論
な
ど
、
本
書
に
は
、
読
者
の
多
様
な
興
味
関
心
に
応
え
て
く
れ
る
テ
キ
ス

ト
が
い
く
つ
も
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
と
い
っ
た
「
言
語
に
通
じ
て
い
な
い
」
た
め
に
、
長

い
あ
い
だ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
思
考
の
格
闘
の
記
録
」
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
「
一
般
読
者
」
は
、
本
書
を
手
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
間
主
観
性
の
現

象
学
」
と
い
う
新
た
な
知
の
領
域
へ
と
歩
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
本
書
の
知
的
影
響
は
、「
一
般
読
者
」
だ
け
で
な
く
、
研
究
者

に
も
及
ぶ
で
あ
ろ
う
。「
間
主
観
性
の
現
象
学
」
を
め
ぐ
る
重
要
な
テ
ー
マ
に
関

し
て
、「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
議
論
の
進
展
」に
留
意
し
つ
つ
編
纂
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
、

そ
の
丁
寧
に
翻
訳
さ
れ
た
日
本
語
で
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
見
落
と
し

て
し
ま
っ
て
い
た
問
題
点
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
本
書
が
、
監
訳
者
で
あ
る
浜
渦
氏
と
山
口
氏
を
中
心
に
、
荒
畑
靖

宏
氏
、
稲
垣
諭
氏
、
紀
平
知
樹
氏
、
田
口
茂
氏
、
中
山
純
一
氏
、
村
田
憲
郎
氏
、

八
重
樫
徹
氏
、
吉
川
孝
氏
（
各
巻
の
「
翻
訳
分
担
者
（
五
〇
音
順
）」
参
照
）
の

協
力
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

日
々
の
研
究
活
動
な
ど
に
よ
る
多
忙
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
大
な
労
力
と
時
間
と

を
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う
本
書
の
翻
訳
作
業
に
従
事
さ
れ
た
各
氏
に
心
よ
り
敬
意

を
表
し
た
い
。
多
く
の
才
能
と
英
知
の
結
晶
で
あ
る
本
書
が
、「
日
本
に
お
け
る

〔
フ
ッ
サ
ー
ル
〕
研
究
を
全
体
と
し
て
底
上
げ
す
る
こ
と
」（
Ⅲ
、
５
８
４
頁
）
に

資
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。

註⑴　

以
下
、
本
書
を
『
そ
の
方
法
』、『
そ
の
展
開
』、『
そ
の
行
方
』
と
略
記
す
る
。
ま
た
、

本
書
か
ら
の
引
用
は
、
引
用
の
直
後
に
、
ロ
ー
マ
数
字
で
そ
の
巻
数
を
、
ア
ラ
ビ
ア

数
字
で
そ
の
頁
数
を
明
示
す
る
。

（
島
田
喜
行
・
し
ま
だ　

よ
し
ゆ
き
・
同
志
社
大
学
）
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「
あ
る（
存
在
）」と
は
何
か
。
そ
も
そ
も
我
々
の「
言
葉（
ロ
ゴ
ス
）」は
、「
あ
る
」

を
捉
え
う
る
も
の
な
の
か
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
淵
源
す
る
こ
れ
ら
の
問
い
を
現
代

に
再
興
さ
せ
た
哲
学
者
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
あ
る
こ
と
は
、
衆
目
の
一
致
す
る
こ
と

だ
ろ
う
。
本
書
『
存
在
と
ロ
ゴ
ス　

―
―
初
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
解
釈
』
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
の
問
い
」
の
形
成

過
程
を
、
彼
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
の
対
話
を
丹
念
に
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
著
作
で
あ
る
（
以
下
、
当
該
書
の
頁
数
を
括
弧
内
に
記

す
）。ハ

イ
デ
ガ
ー
の
思
想
形
成
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
重
要
な
寄
与
を
果
た
し
て

い
る
こ
と
は
、
研
究
者
の
間
で
は
周
知
の
こ
と
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
著
者

に
よ
れ
ば
、
従
来
の
研
究
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ウ
ー
シ
ア
ー
論
が「
現
在
」

「
現
前
性
」
に
捕
ら
わ
れ
て
い
る
点
が
過
度
に
強
調
さ
れ
、
そ
こ
の
み
が
批
判
さ

れ
る
こ
と
で
、
当
時
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ウ
ー
シ
ア
ー
論
を
西
洋
哲
学
史
上
比
類
な

き
も
の
と
し
て
肯
定
し
て
い
た
こ
と
が
注
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ

れ
ゆ
え
本
書
の
独
自
性
は
、
刊
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
諸
テ
ク
ス
ト
を
具
に
解
読

す
る
こ
と
で
、「
テ
ク
ス
ト
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
超
え
出
て
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
を
ウ
ー
シ
ア
ー
探
究
に
赴
か
せ
た
根
本
的
問
題
事
象
に
ま
で
光
を
当
て
る
」

（
八
七
頁
）
と
い
う
「
過
剰
照
明
」
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て

そ
の
内
実
と
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
点
に
あ
る
。

以
下
で
は
、
ウ
ー
シ
ア
ー
論
に
つ
い
て
の
主
題
的
な
考
察
が
開
始
さ
れ
る
第
二

章
か
ら
、
本
書
の
内
容
を
、
評
者
に
理
解
で
き
た
限
り
で
概
括
し
て
い
く
。
第
二

章
で
は
、「
意
の
ま
ま
に
な
る
道
具
」
と
い
う
ウ
ー
シ
ア
ー
の
通
常
的
意
味
が
分
析

さ
れ
る
。
ま
ず
ウ
ー
シ
ア
ー
の
在
り
方
が
〈
シ
ュ
ム
ペ
ロ
ン
（
…
の
た
め
に
役
立

つ
も
の
）
と
し
て
の
テ
ロ
ス
〉
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
丸
太
を
家
を
作
る
た
め
の

建
材
と
し
て
見
出
す
こ
と
は
、「（
家
を
作
る
た
め
に
）
役
立
つ
た
め
の
も
の
（
シ
ュ

ム
ペ
ロ
ン
）」
と
し
て
「
切
り
出
さ
れ
仕
上
げ
ら
れ
た
も
の
（
テ
ロ
ス
）」
で
あ
る

丸
太
を
顕
在
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
丸
太
の
在
り
方
は
、
家
を
作
る

こ
と
を「
能
う	

（kann

）	

」も
の
と
し
て「
完
成
し
て
い
る
」と
い
う
意
味
で
、「
デ
ュ

ナ
ミ
ス
と
し
て
の
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
ウ
ー
シ

ア
ー
の
通
常
の
意
味
は
、
最
終
的
に
は
キ
ー
ネ
ー
シ
ス
（
運
動
）
と
し
て
把
握
さ

れ
る
。
た
と
え
ば
、
丸
太
が
建
材
で
あ
る
の
は
、
家
と
い
う
「
可
能
性
を
可
能
性

と4

し
て

4

4

保
存
す
る
と
同
時
に
、
可
能
性
を
発
現
し
な
が
ら
現
存
在
」（
一
三
五
頁
）

し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
可
能
性
へ
と
向
け
て
実
現
し
な
が
ら
可
能

性
に
留
ま
る
と
い
う
キ
ー
ネ
ー
シ
ス
こ
そ
が
、
ウ
ー
シ
ア
ー
の
通
常
の
意
味
と
し

阿
部
将
伸
著

『
存
在
と
ロ
ゴ
ス 

―
―
初
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
』

（
月
曜
社
、二
〇
一
五
年
）

木

村

史

人
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て
析
出
さ
れ
た
と
い
え
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
三
つ
の
ウ
ー
シ
ア
ー
の

規
定
の
い
ず
れ
に
も
、「
ロ
ゴ
ス	

（
と
し
て
）」
が
「
現
に
あ
る
も
の
」
と
「
可
能

的
な
も
の
」
を
つ
な
ぐ
蝶
番
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
章
で
は
、
我
々
の
経
験
を
可
能
に
す
る
エ
イ
ド
ス
へ
と
「
あ
ら
た
め
て
視

線
を
向
け
直
す
こ
と
」
と
し
て
の
テ
ク
ネ
ー
が
、「
最
も
よ
く
見
る
こ
と
・
最
も
多

く
見
る
こ
と
」と
し
て
の
ソ
ピ
ア
ー
へ
と
精
錬
さ
れ
て
い
く
工
程
が
分
析
さ
れ
る
。

テ
ク
ネ
ー
に
お
い
て
見
て
取
ら
れ
て
い
る
エ
イ
ド
ス
は
、
四
つ
の
性
格
を
有
す
る

と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
①
個
々
の
家
で
は
な
く
家
一
般
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
全
般

性
・
全
体
性
」、
②
交
渉
対
象
へ
の
没
頭
か
ら
視
線
を
向
け
直
す
先
で
あ
る
こ
と

か
ら
、「
自
立
性
」、
③
「
個
々
の
家
が
何
ゆ
え
に
家
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
根
拠
・

原
因
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
根
源
性
・
原
因
性
」、
そ
し
て
④
即
座
の
場
当
た
り
的

な
対
応
が
反
復
さ
れ
る
こ
と
で
、
指
示
連
関
が
固
定
的
・
安
定
的
な
〈
…
で
あ
る

が
故
に
、
そ
の
た
め
に
…
〉
へ
と
変
容
す
る
こ
と
か
ら
、「
恒
常
性
」
で
あ
る
。

テ
ク
ネ
ー
の
特
性
を
極
限
化
し
た
も
の
が
、
ソ
ピ
ア
ー
と
さ
れ
る
。
ソ
ピ
ア
ー

は
、
①
「
家
一
般
」
で
は
な
く
「
存
在
者
で
あ
る
限
り
の
存
在
者
」、
存
在
者
全

体
の
全
般
的
了
解
を
志
向
し
、
そ
れ
を
、
②
周
囲
世
界
か
ら
最
も
自
立
し
た
仕
方

で
な
す
こ
と
で
、
③
世
界
の
指
示
連
関
の
最
極
端
と
し
て
の
「
第
一
の
〈
ど
こ
か

ら
〉
と
〈
何
故
〉」
が
、
④
他
者
に
よ
る
制
作
も
自
己
制
作
も
必
要
と
せ
ず
に
恒

常
的
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
観
取
す
る
。
そ
し
て
こ
の
最
根
源
的

か
つ
最
恒
常
的
な
も
の
と
は
、
始
端
（
ア
ル
ケ
ー
）
と
終
端
（
テ
ロ
ス
）
が
一
致

す
る
円
運
動
を
行
う
「
第
一
の
天
空
」
と
さ
れ
る
。
ソ
ピ
ア
ー
は
、「
最
根
源
的
か

つ
最
も
恒
常
的
な
天
空
に
ま
で
視
線
を
及
ぼ
し
、
そ
こ
か
ら
世
界
全
体
を
見
渡

す
」（
二
〇
三
頁
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
々
の
存
在
者
が
何
ゆ
え
に
存
在
し
て
い

る
の
か
を
洞
察
す
る
の
で
あ
る
。

「
出
来
上
が
っ
て
在
る
こ
と
（
被
制
作
性
）」
お
よ
び
「
恒
常
的
現
前
性
」
と
い

う
概
念
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
研
究
に
お
い
て
周
知
の
語
で
あ
る
が
、
ウ
ー
シ
ア
ー
の

術
語
的
意
味
へ
と
遡
っ
て
捉
え
直
す
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
は
看
過
さ
れ
が
ち
で

あ
っ
た
意
義
が
照
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
概
念
は
ソ
ピ
ア
ー
に
お
い
て
見
て

取
ら
れ
る
「
最
も
ア
ル
ケ
ー
的
な

4

4

4

4

4

4

4

4

在
り
方
が
た
え
ず
回
帰
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

い
ま
こ
こ
に
現
前

4

4

4

4

4

4

4

す
る

4

4

と
い
う
世
界
全
体

4

4

4

4

4

4

4

（
存
在
者

4

4

4

全
体

4

4

）
の
現
象
の
仕
方

4

4

4

4

4

4

」（
二
一
二
頁
）
を
意

味
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
と
な
る
。

以
上
の
読
解
が
従
来
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
研
究
に
お
い
て
欠
け
て
い
た
ピ
ー
ス
を
埋

め
る
と
い
う
点
で
優
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
本
書

に
お
い
て
評
者
が
最
も
感
銘
を
受
け
た
の
は
、
そ
の
よ
う
に
ウ
ー
シ
ア
ー
を
問
う

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
索
の
態
度
を
「
形
式
的
告
示
」
と
し
て
示
す
、
第
四
章
の

考
察
で
あ
っ
た
。
著
者
は
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
い
う
一
人
の
歴
史
的
実
存
が

自
ら
の
生
を
根
源
的
な
方
向
へ
深
化
さ
せ
て
い
く
な
か
で
の
み
、
存
在
論
の
根

本
条
件
、
す
な
わ
ち
ウ
ー
シ
ア
ー
探
究
を
可
能
に
す
る
条
件
は
獲
得
さ
れ
え
た
」

（
二
一
九
頁
）
こ
と
を
指
摘
し
、「
出
来
上
が
っ
て
在
る
こ
と
」「
恒
常
的
現
前
性
」

は
、
誰
で
も
到
達
で
き
る
客
観
的
意
味
で
は
な
く
、
各
自
が
そ
の
つ
ど
の
「
プ
ロ

ア
イ
レ
シ
ス
（
決
断
・
選
択
）」
に
よ
っ
て
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
遂
行

指
示
を
宿
し
た
「
形
式
的
告
示
」
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
解
釈
の
内
実
を
追
跡
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
思
索
を
行
う
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
と
、
解
釈
を
行
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
に
お
い
て
思
索
が
生
起
す
る
場
面
に
肉
薄

す
る
と
い
う
点
で
、
白
眉
な
指
摘
で
あ
る
と
い
え
る
。

第
五
章
で
は
、
第
四
章
で
析
出
さ
れ
た
よ
う
な
「
存
在
へ
の
問
い
」
の
追
遂
行

を
妨
げ
る
要
素
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
の
思
想
に
内
在
し
て
い
る
こ
と
が

「
限
界
画
定
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
天
空
の
在
り
方
に
準

拠
し
て
了
解
さ
れ
て
い
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
本
来
的
存
在
が
、
人
間
に
ま

で
適
用
さ
れ
、
観
想
的
生
が
理
想
と
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
恒
常
的
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な
観
取
は
、
神
的
ヌ
ー
ス
に
の
み
可
能
な
業
で
あ
り
、
死
す
べ
き
人
間
に
は
、
恒

常
的
に
観
取
し
つ
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
観
想

的
生
を
理
想
と
す
る
こ
と
は
、「
恒
常
的
現
前
性
」を
人
間
に
強
い
る
結
果
と
な
り
、

死
す
べ
き
人
間
に「
不
死
に
な
る
こ
と
」、
し
か
も「
不
死
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
」

と
い
う
不
可
能
ご
と
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
問
題
で
あ
る
の
は
、
観

想
的
生
に
よ
っ
て
恒
常
的
な
天
空
が
捉
え
ら
れ
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
洞
察
が
、「
存
在
」
と
「
ロ
ゴ
ス
」
と
の
不
安
定
な
緊
張
関
係
か

ら
生
起
し
た
こ
と
、「
存
在
論
が
実
存
を
賭
し
た
探
究
遂
行
で
あ
る
こ
と
」
が
忘
却

さ
れ
、
客
観
的
な
理
論
・
脱
歴
史
的
な
学
説
と
し
て
流
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ

と
で
あ
る
。

第
五
章
の
最
後
の
二
節
で
は
、「
限
界
画
定
」
を
踏
ま
え
て
「
偶
然
性
や
可
能
性

に
開
か
れ
た
存
在
論
」
を
深
化
さ
せ
た
洞
察
と
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
気
分
論
と

芸
術
作
品
論
が
考
察
さ
れ
る
。『
存
在
と
時
間
』（
一
九
二
七
年
）
や
「
形
而
上
学

と
は
何
か
」（
一
九
二
九
年
）
に
お
け
る
不
安
、
そ
し
て
『
形
而
上
学
の
根
本
諸

概
念
』（
一
九
二
九
／
三
〇
年
）
に
お
け
る
退
屈
が
分
析
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
根
本

気
分
に
襲
わ
れ
空
虚
で
無
差
異
な
存
在
者
全
体
に
曝
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
閃

く
、「
休
む
が
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
諸
可
能
性
」
に
呼
応
し
、
偶
然
的
な
在
り
方
を

そ
の
つ
ど
の
「
瞬
間
」
に
お
い
て
引
き
受
け
る
こ
と
が
「
決
意
性
の
視
線
・
瞬
き
」

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、『
芸
術
作
品
の
根
源
』（
一
九
三
五
／
三
六
年
）
に
お

け
る
芸
術
作
品
が
、
存
在
の
真
理
の
「
隠
れ
退
き
な
が
ら
偶
然
的
に
現
出
す
る
と

い
う
動
的
在
り
方
」
を
こ
ち
ら
へ
も
た
ら
し
、
見
え
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
し
て

考
察
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、「
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
芸
術
作
品
論
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
由

来
の
テ
ク
ネ
ー
論
・
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
刷
新
を
狙
っ
て
い
る
」（
三
六
〇
頁
）
と

さ
れ
、
最
終
的
な
根
拠
を
抜
け
去
ら
せ
て
し
ま
う
「
出
来
事
（Ereignis

）」
を

思
索
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
新
た
な
思
索
が
偶
然
性
や
可
能
性
に
徹
底
的
に
開
か
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

以
上
の
二
点
の
考
察
に
つ
い
て
、
評
者
は
や
や
性
急
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
受

け
た
。
本
書
は
初
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
を
集
中
的
に
扱
う
こ

と
に
よ
っ
て
意
義
深
い
研
究
と
な
っ
て
い
る
が
、
新
カ
ン
ト
派
や
キ
リ
ス
ト
教
神

学
、
プ
ラ
ト
ン
や
カ
ン
ト
、
そ
し
て
勿
論
フ
ッ
サ
ー
ル
や
デ
ィ
ル
タ
イ
ら
の
思
想

と
の
対
決
（
本
書
の
用
語
を
用
い
れ
ば
、「
過
剰
照
明
」
と
「
限
界
画
定
」）
を
経

る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
自
ら
の
思
想
を
形
成
し
て
い
っ
た
と
い
え

る
。
そ
れ
ら
の
多
様
な
思
想
と
の
交
錯
を
検
討
し
な
い
ま
ま
で
、
一
挙
に
『
存
在

と
時
間
』
や
そ
れ
以
後
の
時
期
を
射
程
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
、

や
や
心
許
な
く
感
じ
た
。

ま
た
、『
存
在
と
時
間
』
や
そ
れ
以
降
の
時
期
の
テ
ク
ス
ト
の
取
り
扱
い
に
関
し

て
も
、
や
や
慌
た
だ
し
い
と
い
う
印
象
を
受
け
た
。
た
と
え
ば
、
気
分
論
に
つ
い

て
は
、
時
期
や
テ
ク
ス
ト
を
区
分
し
た
う
え
で
、
よ
り
精
緻
な
検
討
が
必
要
で
あ

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
芸
術
作
品
論
に
つ
い
て
も
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
焦
点
と

な
る
自
然
と
ピ
ュ
シ
ス
の
問
題
、
そ
し
て
原
存
在
（Seyn

）
と
出
来
事
の
関
係
、

詩
作
と
思
索
、
言
葉
の
問
題
な
ど
、
多
く
の
点
が
語
り
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
た
。
だ
が
し
か
し
、
著
者
が
「
点
描
に
す
ぎ
な
い
」（
三
六
二
頁
）
と
自
認

し
て
い
る
よ
う
に
、
第
五
章
後
半
は
、
著
者
の
こ
れ
か
ら
の
研
究
計
画
の
一
端
を

示
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
本
書
に
は
入
り
き
ら
な
か
っ
た
著
者
の
独
自
の
洞

察
の
横
溢
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。著
者
の
今
後
の
研
究
の
成
果
報
告
を
待
ち
た
い
。

本
書
『
存
在
と
ロ
ゴ
ス
』
は
、
評
者
に
と
っ
て
大
変
啓
発
的
な
著
作
で
あ
っ
た

が
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
い
く
つ
か
の
問
い
が
惹
起
さ
れ
た
。
い
く
つ
か
列

挙
す
る
こ
と
で
、
評
の
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。

第
一
に
、「
超
越
論
（
的
）」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
著
者
は
、
現
事
実
的
生
の
可
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能
性
の
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
点
で
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
存
在
論
を「
超
越
論
的
」

に
読
み
替
え
る
こ
と
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
狙
い
で
あ
っ
た
」（
二
一
七
頁
）
と
結
論

づ
け
る
。
そ
し
て
、
当
時
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
を
「
超
越
論

（
的
）」
と
性
格
づ
け
な
か
っ
た
理
由
を
、
そ
の
語
が
、
脱
歴
史
性
・
超
時
間
性
を

想
起
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
れ
を
用
い
た
場
合
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
い
う
一
人
の

哲
学
者
が
思
索
を
遂
行
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ウ
ー
シ
ア
ー
の
意
義
が
獲
得
さ
れ

た
こ
と
が
忘
却
さ
れ
か
ね
な
い
た
め
で
あ
る
と
す
る
。

評
者
は
以
上
の
指
摘
に
大
筋
で
は
同
意
す
る
反
面
、
不
十
分
で
あ
る
と
も
感
じ

て
い
る
。
と
い
う
の
は
、「
超
越
論
（
的
）」
と
い
う
語
を
肯
定
的
に
自
ら
の
思
想

に
冠
す
る
こ
と
に
な
る
後
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
ま
た
、「
現
事
実
的
生
の
根
源
的
自
己

解
釈
と
い
う
こ
の
足
取
り
を
遂
行
し
、
根
本
的
な
存
在
経
験
の
現
象
の
う
ち
を
実

際
に
生
き
る
こ
と
」（
二
二
一
頁
）
を
重
視
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
た
め
で
あ
る

（
本
書
第
五
章
後
半
の
著
者
の
言
述
を
読
む
限
り
、
こ
れ
ら
の
遂
行
性
格
と
そ
れ

が
孕
む
偶
然
性
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
終
生
重
要
視
し
て
い
た
と
、
著
者
も
ま
た
考

え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）。「
超
越
論
（
的
）」
と
「
遂
行
性
格
」
と
が
両
立
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
に
お
い
て
「
超
越
論
（
的
）」
と
い

う
語
が
慎
ま
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
別
の
理
由
づ
け
が
必
要
と
な
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。言
い
換
え
れ
ば
、「
超
越
論（
的
）」に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
後
の
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
自
ら
の
思
索
を
一
時
「
超
越
論
（
的
）」
と
呼
び
、
ま
た
後
に
そ
れ
を
取
り
下

げ
た
の
か
ま
で
含
め
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

第
二
の
疑
問
点
は
、「
死
の
境
界
を
踏
み
越
え
る
こ
と
」
が
、「
ロ
ゴ
ス
を
放
棄
す

る
こ
と
」（
三
三
一
頁
）
と
さ
れ
る
が
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
に
つ
い
て
明
示
的

な
説
明
が
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
点
で
あ
る
。
評
者
が
想
像
を
逞
し
く
す
る
な

ら
ば
、
第
二
章
の
概
括
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
に
、
ロ
ゴ
ス
（「
と
し
て
」）
は
可

能
的
な
も
の
と
現
に
あ
る
も
の
と
を
結
び
つ
け
る
働
き
で
あ
る
と
い
え
る
。『
存

在
と
時
間
』
で
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
死
が
「
最
も
極
端
な
可
能
性
」（SZ,	302

）

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
さ
ら
な
る
可
能
的
な
も
の
と
結
び
つ
け
る
こ

と
は
で
き
な
い
た
め
に
、「
人
間
の
ロ
ゴ
ス
が
消
え
る
場
所
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は「
死
」

と
名
指
し
」（
三
三
一
頁
）
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

第
三
に
、
テ
ク
ネ
ー
に
よ
っ
て
見
て
取
ら
れ
る
ウ
ー
シ
ア
ー
の
通
常
の
意
味
に

つ
い
て
、
著
者
に
問
い
た
い
。
そ
れ
は
、「
完
成
品
と
し
て
の
家
」
と
「
家
一
般
」

と
い
う
エ
イ
ド
ス
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
で
あ
る
。我
々
は
皆
、「
家
」と「
家
で
な
い
も
の
」

と
を
区
別
で
き
る
が
、「
家
の
完
成
品
」を
描
く
こ
と
は
、
職
人
に
し
か
で
き
な
い
。

と
す
れ
ば
、
制
作
に
お
い
て
見
て
取
ら
れ
る「
完
成
品
と
し
て
の
家
」と「
家
一
般
」

と
は
異
な
る
事
象
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。管
見
で
は
、「
完
成
品
と
し
て
の
家
」

を
め
ぐ
る
第
二
章
の
議
論
は
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
自
覚
し
な
い
ま
ま
に
、
第
三
章

で
は
、
エ
イ
ド
ス
と
し
て
の
「
家
一
般
」
へ
と
推
移
し
て
い
る
。
無
論
、
こ
の
責

は
第
一
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
／
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
は
思
う

が
、
著
者
自
身
が
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
を
伺
い
た
い
。

最
後
の
疑
問
は
、「
限
界
画
定
」
の
射
程
に
関
し
て
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
ギ
リ

シ
ア
人
に
と
っ
て
本
来
的
存
在
で
あ
る
「
天
空
」
の
在
り
方
を
、
人
間
の
現
存
在

に
ま
で
適
用
し
、
観
想
的
生
を
人
間
の
理
想
と
し
た
こ
と
の
う
ち
に
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
躓
き
の
石
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
よ
り
深
刻

な
問
題
を
引
き
起
こ
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
著
者
が
自
己
存
在
に
根
差
し

た
根
本
経
験
を
世
界
の
側
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
即
し
て
語
る
こ
と
は
「
カ
テ
ゴ
リ
ー

ミ
ス
テ
イ
ク
で
あ
り
端
的
に
不
可
能
」（
三
二
二
頁
）
な
た
め
差
し
控
え
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
世
界
や
物
と
の
交
渉
か
ら
、
人
間

の
在
り
方
を
捉
え
よ
う
と
し
た
こ
と
が
問
題
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
よ
り
重
要

で
あ
る
の
は
、
通
常
は
道
具
を
意
味
す
る
ウ
ー
シ
ア
ー
や
道
具
を
用
い
た
制
作
を

出
発
点
と
し
、
人
間
の
そ
の
他
の
活
動
や
そ
の
結
果
を
出
発
点
と
し
な
か
っ
た
こ
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と
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ウ
ー
シ
ア
ー
論
は
、
観
想
的
生
を
理
想
と
す
る

以
前
に
、
ウ
ー
シ
ア
ー
か
ら
考
察
を
始
め
た
時
点
で
、
陥
穽
に
陥
っ
て
い
た
と
い

え
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
も
そ
う
い
え
る
と
す
れ
ば
、
制
作
に
没
頭
す
る
こ
と
や

制
作
さ
れ
た
も
の
か
ら
自
ら
を
了
解
す
る
こ
と
を
非
本
来
性
と
み
な
し
、
本
来
性

を
志
向
す
る
『
存
在
と
時
間
』
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

ウ
ー
シ
ア
ー
論
全
体
が
「
限
界
画
定
」
さ
れ
る
範
囲
に
入
っ
て
し
ま
い
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
思
想
か
ら
は
〈
存
在
へ
の
問
い
の
う
ち
を
そ
の
つ
ど
遂
行
的
に
生
き

る
こ
と
〉（
三
三
九
頁
）
し
か
掬
い
取
る
べ
き
も
の
と
し
て
残
ら
な
い
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。
無
論
、
以
上
の
「
限
界
画
定
」
の
範
囲
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、「
過

剰
照
明
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
「
過
剰
照
明
」
の
後
に
、
ウ
ー
シ

ア
ー
論
の
中
に
「
限
界
画
定
」
さ
れ
る
べ
き
で
な
い

4

4

も
の
と
し
て
何
が
残
っ
た
の

か
は
、
本
書
の
論
述
で
は
明
瞭
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
木
村
史
人
・
き
む
ら　

ふ
み
と
・
立
正
大
学
）



188



189 第五回国際現象学会（パース）

は
じ
め
に

二
〇
一
四
年
一
二
月
八
日
か
ら
一
二
日
に
か
け
て
、「
国
際
現
象
学

会
（O

PO

）」
の
第
五
回
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。O

PO

はO
rganization	of	

Phenom
enological	O

rganizations

の
略
で
、
世
界
の
現
象
学
の
さ
ま
ざ
ま
な

組
織
（
学
会
、
セ
ン
タ
ー
、
グ
ル
ー
プ
）
の
協
力
体
制
や
交
流
の
促
進
を
目
指
し

て
設
立
さ
れ
た
組
織
で
あ
る
。O

PO

は
二
〇
〇
二
年
に
プ
ラ
ハ
で
第
一
回
会
議

が
開
催
さ
れ
て
以
降
、
こ
れ
ま
で
に
リ
マ
、
香
港
、
セ
ゴ
ビ
ア
で
三
年
ご
と
に
開

か
れ
て
お
り
、
第
三
回
会
議
と
第
四
回
会
議
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
現
象
学

年
報
』
の
二
五
号
で
村
田
純
一
氏
に
よ
っ
て
、
二
八
号
で
河
野
哲
也
氏
に
よ
っ
て

報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
第
五
回
会
議
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
パ
ー
ス

の
マ
ー
ド
ッ
ク
大
学
で
行
わ
れ
、
筆
者
も
こ
れ
に
参
加
し
て
き
た
。

筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
国
内
で
の
国
際
会
議
で
発
表
し
た
り
、
海
外
の
学
会
で
発

表
を
聞
い
た
り
し
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
自
身
が
海
外
発
表
を
行
う
の
は
こ
れ
が

は
じ
め
て
の
経
験
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
残
念
な
が
ら
、
今
回
と
そ
れ
以
前
の

O
PO

の
雰
囲
気
の
違
い
や
他
の
国
際
会
議
とO

PO

の
違
い
に
つ
い
て
発
表
体
験

に
も
と
づ
い
て
報
告
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
ん
な
筆
者
が
第
五
回

会
議
の
報
告
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
は
じ
め
て
海
外
発
表
を
行
う
自
称
若

手
研
究
者
の
視
点
か
ら
報
告
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
機
会
が
あ
れ
ば
海
外
発
表
し

て
み
よ
う
か
と
考
え
て
い
る
若
手
研
究
者
（
も
ち
ろ
ん
若
手
で
な
く
と
も
よ
い
）

を
勇
気
づ
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
と
期
待
さ
れ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。

開
催
地
：
パ
ー
ス
、
マ
ー
ド
ッ
ク
大
学

開
催
校
の
マ
ー
ド
ッ
ク
大
学
は
、
パ
ー
ス
市
街
地
か
ら
一
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
南
、
フ
リ
ー
マ
ン
ト
ル
か
ら
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
東
に
位
置
し
て
お
り
、

二
二
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
広
大
な
敷
地
を
も
っ
て
い
る
。
パ
ー
ス
は
、
ご
存
知

の
と
お
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
南
西
の
街
で
あ
る
。
寒
さ
厳
し
い
一
二
月
の
日
本

か
ら
来
た
筆
者
に
と
っ
て
、
高
層
ビ
ル
群
を
包
む
パ
ー
ス
の
青
い
空
や
、
ス
ワ
ン

川
の
広
々
と
し
た
河
口
、
独
特
な
動
植
物
や
地
中
海
性
の
気
候
は
、
国
際
会
議
が

開
か
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
開
放
的
で
温
暖
な
雰
囲
気
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
フ
リ
ー
マ
ン
ト
ル
は
、
歴
史
的
街
並
み
や
イ
ン
ド
洋
の
美
し
さ
を
堪
能

し
つ
つ
、
そ
ぞ
ろ
歩
き
を
す
る
の
に
ち
ょ
う
ど
よ
い
大
き
さ
の
港
町
で
あ
り
、
多

く
の
大
会
参
加
者
は
、
こ
の
フ
リ
ー
マ
ン
ト
ル
に
大
学
が
手
配
し
た
宿
か
ら
バ
ス

で
会
場
入
り
し
て
い
た
。

余
談
で
あ
る
が
、
開
催
校
が
宿
を
用
意
し
て
い
た
ら
そ
こ
に
泊
ま
っ
た
方
が
よ

第
五
回
国
際
現
象
学
会
（
パ
ー
ス
）

佐

藤

勇

一
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さ
そ
う
で
あ
る
。
筆
者
は
、
パ
ー
ス
市
街
地
に
宿
を
と
っ
て
電
車
で
通
っ
た
た
め

に
、
思
い
が
け
ず
マ
ー
ド
ッ
ク
大
学
の
敷
地
の
広
さ
を
体
感
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
駅
か
ら
徒
歩
で
し
ば
ら
く
す
る
と
大
学
敷
地
内
に
入
る
が
、
行
け
ど
も
行
け

ど
も
会
場
に
着
か
ず
、
三
〇
分
以
上
歩
い
た
。
そ
の
た
め
、
二
日
目
か
ら
は
駅
か

ら
市
バ
ス
に
乗
っ
て
会
場
近
く
ま
で
行
く
こ
と
に
し
た
が
、
高
速
道
路
並
の
ス

ピ
ー
ド
で
走
る
た
め
、
バ
ス
停
で
急
停
車
す
る
た
び
に
飛
ば
さ
れ
そ
う
に
な
り
な

が
ら
会
場
入
り
し
た
。
な
お
、
パ
ー
ス
の
電
車
や
バ
ス
は
と
て
も
き
れ
い
で
便
利

で
あ
り
、
滞
在
中
は
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
余
談
つ
い
で
に
市
街
地
の
無
料
巡

回
バ
ス
に
乗
れ
ば
、
観
光
バ
ス
の
気
分
も
味
わ
え
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
き
た

い
。

会
議
の
概
要

今
回
の
会
議
は
、
ま
ず
、
設
立
当
初
か
ら
運
営
に
関
わ
っ
て
い
るO

PO

の
「
生

き
字
引
」、Lester	Em

bree

氏
に
よ
るO

PO

の
歴
史
に
関
す
る
講
演
か
ら
始

ま
っ
た
後
、
開
催
期
間
の
四
日
間
でJack	Reynolds
氏
、Burt	H

opkins

氏
、

Chan-fai	Chueung

氏
、D

erm
ot	M

oran

氏
、H

orst	Ruthrof
氏
に
よ
る
五
つ

の
基
調
講
演
と
一
九
に
お
よ
ぶ
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
変
更

さ
れ
た
り
、
会
場
に
現
れ
な
か
っ
た
発
表
者
も
い
た
り
し
た
が
、
エ
ン
ト
リ
ー
し

た
発
表
者
は
四
三
名
で
あ
っ
た
。
所
属
す
る
機
関
が
必
ず
し
も
出
身
国
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
参
加
国
は
多
岐
に
及
ん
だ
。O

PO

に
属
す
る
現
象

学
組
織
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
地
中
海
、
そ
の
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
、
北
ア
メ
リ
カ
の
五
つ
の
地
域
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
今

回
の
会
議
で
は
こ
の
五
つ
の
ど
の
地
域
か
ら
も
参
加
者
が
あ
っ
た
が
、
開
催
地
の

含
ま
れ
る
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
の
参
加
者
の
人
数
が
圧
倒
的
に
多
く
、
東
ア
ジ

ア
か
ら
の
参
加
者
だ
け
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
地
中
海
お
よ
び
そ
の
他
）
か
ら
の
参

加
者
よ
り
も
多
い
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
日
本
か
ら
の
参
加
者
は
、
石
原
悠
子
氏
、

河
野
哲
也
氏
、
佐
古
仁
志
氏
、
宮
原
克
典
氏
、
村
田
純
一
氏
、
和
田
渡
氏
（
五
十

音
順
）
お
よ
び
筆
者
の
七
名
で
あ
り
、
日
本
は
開
催
国
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
次
い

で
二
番
目
に
参
加
者
の
多
い
国
で
あ
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ま
で
の
移
動
の
時

間
や
手
間
を
鑑
み
れ
ば
当
然
の
結
果
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
の
参
加
者

の
こ
と
を
何
も
知
ら
ず
に
エ
ン
ト
リ
ー
し
た
筆
者
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
は
じ
め
て

見
た
と
き
に
新
鮮
な
驚
き
を
覚
え
た
。

第
五
回
会
議
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
は
、Phenom

enology	and	the	Problem
	of	

M
eaning	in	H

um
an	Life	and	H

istory

で
あ
り
、
現
象
学
の
中
核
で
あ
る
意

味
の
問
題
を
と
り
わ
け
人
生
や
歴
史
と
の
関
連
で
取
り
上
げ
る
と
い
う
の
が
大
会

の
趣
旨
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
筆
者
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
る
ベ
ル
ク

ソ
ン
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
に
関
す
る
解
釈
を
取
り
上
げ
、
歴
史
と
人
間
生
活
の

た
だ
中
に
と
ど
ま
り
つ
つ
哲
学
の
仕
事
を
新
た
に
完
遂
し
よ
う
と
し
た
哲
学
者
た

ち
に
つ
い
て
発
表
し
た
。「
人
生
の
意
味
」
に
関
す
る
発
表
や
「
歴
史
」
や
「
生

活
世
界
」
に
関
す
る
考
察
な
ど
、
他
に
も
会
議
の
趣
旨
を
意
識
し
た
発
表
も
当
然

多
か
っ
た
が
、
テ
ー
マ
や
趣
旨
に
必
ず
し
も
沿
う
わ
け
で
は
な
い
多
様
な
発
表
が

見
ら
れ
た
点
にO

PO

の
開
か
れ
た
雰
囲
気
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。

多
様
な
発
表
内
容

ど
の
よ
う
な
発
表
が
あ
る
か
は
、H

P

上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
配
布
さ
れ
た
要
旨

集
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
ほ
と
ん
ど
の
発
表
者
の
ほ
ぼ
完
全
と
い
っ
て

よ
い
原
稿
を
収
め
たU

SB

メ
モ
リ
ー
も
会
場
で
配
布
さ
れ
た
。
個
人
的
に
は
こ
の

U
SB

メ
モ
リ
ー
は
重
宝
し
た
。
実
際
に
は
、
自
分
の
発
表
が
気
が
か
り
で
あ
っ
た

筆
者
が
会
議
期
間
中
に
す
べ
て
の
原
稿
を
読
む
な
ど
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
け
れ
ど
も
、
こ
のU

SB

メ
モ
リ
ー
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
都
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合
上
参
加
で
き
な
い
発
表
の
原
稿
も
読
み
得
る
状
態
に
あ
っ
た
し
、
参
加
者
が
事

前
に
原
稿
を
読
ん
で
質
問
を
考
え
て
お
く
こ
と
も
可
能
な
状
態
に
あ
っ
た
。ま
た
、

筆
者
は
聞
き
た
い
発
表
を
残
し
て
会
期
の
途
中
で
帰
国
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
た
め
、
後
か
ら
も
読
め
る
状
態
に
あ
っ
た
の
は
非
常
に
あ
り
が
た
か
っ
た
（
こ

う
し
て
報
告
書
を
書
く
際
に
も
役
立
っ
て
い
る
。
以
下
の
報
告
で
は
筆
者
が
実
際

に
は
そ
の
場
に
い
な
か
っ
た
発
表
も
含
ま
れ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
）。

哲
学
者
個
人
を
扱
っ
た
研
究
発
表
に
関
し
て
は
、
今
あ
ら
た
め
て
プ
ロ
グ
ラ
ム

や
原
稿
を
読
ん
で
み
る
と
、
思
っ
た
以
上
に
パ
ト
チ
カ
に
関
す
る
研
究
が
多
か
っ

た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
今
回
の
主
催
者Lubica	U

čník

氏
は
、
こ
の
会
議
以

後
現
在
に
至
る
ま
で
、
パ
ト
チ
カ
に
関
す
る
研
究
書
や
英
訳
書
を
次
々
と
世
に
問

う
て
お
り
、
パ
ト
チ
カ
研
究
に
は
今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
成
果
が
期
待
さ
れ
る
。
今

か
ら
見
れ
ば
、
こ
う
い
っ
た
研
究
動
向
が
す
で
に
こ
の
第
五
回
会
議
に
も
現
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
、
セ
ゴ
ビ
ア
で
の
会
議
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
前

回
の
会
議
で
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
研
究
対
象
と
し
て
選
ば
れ
る
こ
と
は
あ
ま

り
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
今
回
の
パ
ー
ス
で
の
会
議
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
や
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
を
対
象
と
し
た
研
究
が
最
も
多
く
、
次
い
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
パ
ト

チ
カ
を
扱
っ
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
哲
学
者
が
選
ば
れ
た
の
は
、
今
回

の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
が
影
響
し
た
と
思
わ
れ
る
。し
か
し
、「
意
味
」や「
歴
史
」や「
生
」

を
テ
ー
マ
と
し
て
扱
う
の
で
あ
れ
ば
、（
た
と
え
批
判
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て

も
）
言
及
さ
れ
て
お
か
し
く
な
い
の
に
、
何
故
か
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
哲
学

者
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
デ
リ
ダ
に
つ
い
て
は
、
言
及
は
さ
れ
て
も
こ
れ
を
主
題

と
し
た
発
表
は
な
く
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
や
ア
ン
リ
を
主
題
と
し
た
発
表
も
見
ら
れ
な

か
っ
た
。

特
定
の
現
象
学
者
の
解
釈
以
外
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
独
自
の
考
察
を
行
う
テ
ー

マ
研
究
も
多
か
っ
た
。
選
ば
れ
た
テ
ー
マ
は
、「
意
味
」
や
「
主
観
性
」、「
現
象
学

的
記
述
」
な
ど
の
い
か
に
も
現
象
学
的
な
テ
ー
マ
だ
け
で
な
く
、
カ
ナ
ダ
を
事
例

と
し
つ
つ
「
多
元
主
義
」
を
扱
っ
た
も
の
や
、「
デ
ジ
タ
ル
絵
画
」、「
動
物
の
生
」、

さ
ら
に
は
「
カ
ン
ジ
タ
菌
」
な
ど
、
そ
れ
ら
の
テ
ー
マ
の
ど
れ
一
つ
を
と
っ
て
も
、

政
治
や
芸
術
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
自
然
科
学
な
ど
の
複
数
の
学
問
分
野
と
関
わ
る

実
に
多
彩
な
テ
ー
マ
が
あ
っ
た
。
そ
の
他
に
印
象
的
で
あ
っ
た
の
は
、
テ
ー
マ
研

究
で
も
今
回
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
が
影
響
し
た
の
か
、「
解
釈
学
」
に
関
す
る
研
究
が

い
く
つ
か
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
で
も
現
象
学
と
の
関
連
で
解

釈
学
を
考
察
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
ク
リ
ッ
ペ
ン
ド
ル
フ

と
比
較
す
る
等
、
狭
い
意
味
で
の
現
象
学
に
と
ど
ま
ら
な
い
広
が
り
が
持
た
さ
れ

て
い
た
。

以
上
の
よ
う
な
研
究
の
多
様
性
は
、
日
本
か
ら
の
参
加
者
に
も
見
ら
れ
た
。
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
企
て
に
お
け
る
超
越
論
的
な
方
向
性
を
カ
ン
ト
や
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の

違
い
か
ら
明
ら
か
に
し
た
も
の
（
石
原
氏
）
も
あ
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野

の
知
覚
研
究
を
統
一
す
る
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
な
現
象
学
を
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
観

点
に
基
づ
い
て
考
察
し
た
も
の
（
宮
原
氏
）
や
、
共
感
に
関
す
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
な

ど
の
現
象
学
的
な
理
論
と
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
シ
ス
テ
ム
の
比
較
研
究（
佐
古
氏
）

の
よ
う
に
、
現
象
学
以
外
の
分
野
を
視
野
に
収
め
た
研
究
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
日

常
性
を
中
心
と
す
る
戸
坂
潤
の
哲
学
観
に
基
づ
き
つ
つ
、
東
日
本
大
震
災
を
念
頭

に
日
常
性
と
歴
史
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
（
村
田
氏
）
や
、
林
京
子
や

井
上
光
晴
の
小
説
を
用
い
つ
つ
、
原
発
事
故
以
降
の
福
島
の
人
々
の
生
活
世
界
を

描
い
た
も
の
（
河
野
氏
）、
さ
ら
に
は
、
福
島
で
の
原
発
事
故
以
降
の
危
機
を
背

景
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
生
命
観
と
親
和
性
が
あ
り
な
が
ら
も
人
間
の
生
に
限
定
さ

れ
な
い
方
向
へ
と
進
ん
だ
石
牟
礼
道
子
や
キ
ム
・
ジ
ハ
、
タ
ゴ
ー
ル
の
生
命
観
の

も
つ
意
味
を
考
察
し
た
も
の
（
和
田
氏
）
の
よ
う
に
、
日
本
や
ア
ジ
ア
の
文
学
・

思
想
を
扱
い
な
が
ら
、
現
在
日
本
が
直
面
し
て
い
る
問
題
に
対
し
て
独
自
の
現
象
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学
的
考
察
を
行
っ
た
試
み
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
研
究
発
表
の
多
様
性
自
身
が
、
現
象
学
が
さ
ま
ざ
ま
な
「
人
間
（
や

そ
れ
以
外
）
の
生
活
」
を
背
景
と
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
蓄
積
の
「
歴
史
」
を

も
っ
て
い
る
こ
と
の
証
で
あ
り
、
今
回
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
の
表
現
と
な
っ
て
い
た

と
言
え
よ
う
。

会
場
の
雰
囲
気

発
表
会
場
の
雰
囲
気
は
非
常
に
友
好
的
な
も
の
で
あ
り
、
活
発
な
議
論
が
行
わ

れ
て
い
た
。O

PO

は
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
現
象
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
組
織
の
交

流
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
筆
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
の
代
表
が
発
表
す

る
格
式
の
あ
る
会
議
に
自
分
が
エ
ン
ト
リ
ー
し
た
ら
場
違
い
で
は
な
い
か
と
い
う

不
安
を
抱
い
て
い
た
が
、
参
加
し
て
み
れ
ば
パ
ー
ス
の
街
と
同
様
の
開
放
的
で
温

か
い
雰
囲
気
で
迎
え
入
れ
ら
れ
、
胸
を
な
で
お
ろ
し
た
。
実
際
、
こ
れ
ま
で
に

O
PO

を
は
じ
め
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
組
織
を
牽
引
し
て
き
た
大
学
者
た
ち
が
旧

交
を
温
め
る
姿
も
そ
こ
か
し
こ
で
見
ら
れ
た
が
、
今
回
は
じ
め
て
参
加
す
る
様
々

な
年
齢
層
の
参
加
者
も
多
く
、
さ
ら
に
は
現
象
学
以
外
、
あ
る
い
は
、
哲
学
以
外

の
分
野
か
ら
横
断
的
に
入
り
込
ん
で
く
る
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
豊
か
な
参
加
者
の
姿

も
あ
っ
た
。
若
手
の
活
躍
を
願
う
か
ら
強
調
す
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
各

国
の
若
手
も
発
表
し
互
い
に
交
流
し
て
い
た
こ
と
も
特
筆
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ

う
。
今
後
海
外
発
表
を
考
え
て
い
る
研
究
者
に
は
、
ぜ
ひO

PO

で
の
発
表
も
視

野
に
入
れ
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
う
。

ま
た
、
こ
れ
も
既
述
し
た
よ
う
に
、O

PO

で
は
筆
者
の
よ
う
に
特
定
の
哲
学

者
を
対
象
と
し
た
研
究
も
あ
れ
ば
テ
ー
マ
研
究
も
あ
っ
た
。
は
じ
め
て
の
海
外
で

の
発
表
と
い
う
場
合
、
哲
学
者
を
対
象
と
し
た
研
究
で
発
表
す
る
こ
と
も
当
然
お

す
す
め
す
る
が
、
今
回
の
第
五
回
会
議
に
参
加
し
て
み
た
結
果
、
筆
者
は
テ
ー
マ

研
究
の
海
外
発
表
と
の
相
性
の
良
さ
の
よ
う
な
も
の
に
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
哲
学
者
を
対
象
と
し
た
発
表
は
、
参
加
者
た
ち
も
当
該
分
野
の
研
究
者

で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
の
研
究
の
蓄
積
を
背
景
に
し
た
様
々
な
角
度

か
ら
の
質
問
を
受
け
る
機
会
と
も
な
る
し
、
発
表
者
に
と
っ
て
自
分
自
身
の
研
究

の
立
ち
位
置
を
知
る
機
会
に
も
な
る
。
筆
者
自
身
も
発
表
を
通
じ
て
様
々
な
質
問

を
い
た
だ
き
、
学
問
的
な
国
際
交
流
の
意
義
を
感
じ
た
。
と
は
い
え
、
そ
れ
ぞ
れ

の
国
や
地
域
の
喫
緊
の
課
題
や
、
間
文
化
的
な
諸
問
題
、
多
様
な
学
問
間
の
問
題

な
ど
が
扱
わ
れ
る
テ
ー
マ
研
究
の
方
が
、
ま
さ
に
国
際
会
議
な
ら
で
は
の
質
疑
応

答
が
誘
発
さ
れ
や
す
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
と
く
に
東
ア
ジ
ア
か
ら
の
参
加
者
の

テ
ー
マ
発
表
に
は
、
例
え
ば
「
書
」
に
関
す
る
も
の
な
ど
間
文
化
的
な
視
点
を
含

む
も
の
が
多
く
、「
間
文
化
現
象
学
セ
ン
タ
ー
」
の
一
員
で
も
あ
る
筆
者
と
し
て
は

学
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
今
後
海
外
発
表
を
考
え
て
い
る
人
に
は
、

テ
ー
マ
研
究
も
ぜ
ひ
検
討
し
て
も
ら
え
れ
ば
と
も
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ

ん
こ
の
場
合
で
も
注
意
す
る
こ
と
は
あ
る
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
語
の
術
語
に
対
し

て
漢
字
で
ど
の
翻
訳
語
が
適
切
か
と
い
っ
た
議
論
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
と
す
る

な
ら
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
何
を
論
じ
る
か
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
う
い
っ
た
議

論
は
漢
字
を
用
い
な
い
文
化
の
参
加
者
に
は
一
般
的
な
翻
訳
の
問
題
と
し
て
し
か

質
問
し
よ
う
の
な
い
本
質
的
に
内
向
き
の
議
論
に
な
っ
て
し
ま
い
、
テ
ー
マ
研
究

の
よ
さ
が
半
減
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
筆
者
の
感
想
を
交
え
な
が
ら
第
五
回
国
際
現
象
学
会
の
報
告
を
行
っ
て

き
た
が
、
最
後
に
二
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
こ
の
報
告
を
終
え
る
こ
と
に
し
た

い
。
一
つ
は
、
こ
う
い
っ
た
海
外
事
情
に
関
す
る
報
告
で
は
ほ
と
ん
ど
の
報
告
者

が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
国
際
会
議
の
最
も
重
要
な
成
果
は
や
は
り
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参
加
者
の
交
流
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。Lester	Em

bree

氏
を
中
心
と
し
た
研

究
者
の
国
際
的
な
交
流
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そO

PO

が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

か
ら
も
そ
の
重
要
さ
が
わ
か
る
。今
後
も
、
研
究
者
同
士
の
協
力
や
交
流
こ
そ
が
、

新
た
な
集
ま
り
を
形
成
す
る
促
し
、
新
た
な
研
究
を
呼
び
込
む
き
っ
か
け
と
な
っ

て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
す
で
に
海
外
経
験
が
豊
富
で
あ
る
研
究
者
の
中
に
は
、
そ

の
人
間
同
士
の
交
流
を
通
じ
て
今
回
の
会
議
に
も
参
加
す
る
こ
と
に
し
た
人
も
い

た
に
違
い
な
い
。か
つ
て
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
交
流
関
係
の
中
に
い
な
け
れ
ば
、

な
か
な
か
国
際
会
議
の
情
報
を
得
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
現
在
で
は
、
交
流
関
係
を
前
提
に
学
会
に
招
聘
さ
れ
る
よ
う
な
立
場
に
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
自
ら
発
表
す
る
場
を
探
す
こ
と
が
以
前
よ
り
は
比
較
的
容
易

に
な
っ
て
い
る
。
筆
者
もH

P

やSN
S

な
ど
を
通
じ
て
第
五
回
大
会
の
情
報
を
知

り
、
日
程
が
勤
め
て
い
た
高
校
の
試
験
期
間
と
た
ま
た
ま
重
な
っ
た
た
め
、
思
い

切
っ
て
発
表
を
行
う
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。
お
か
げ
で
帰
国
後
に
は
思
い
出

し
た
く
も
な
い
忙
し
さ
に
な
っ
た
が
、
時
差
ボ
ケ
の
な
い
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が

せ
め
て
も
の
救
い
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
筆
者
の
経
験
か
ら
指
摘
し
た
い
二
つ
目

の
事
柄
は
、
交
流
関
係
が
大
事
な
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
現
時
点
で
国
際
的

な
交
流
関
係
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
海
外
で
の
発
表
に
エ
ン
ト
リ
ー
し
て
み
る
こ

と
は
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
後
の
国
際
会
議
や
論
文
募
集
の
情

報
に
つ
い
て
は
、
日
本
現
象
学
会
のH

P

な
ど
で
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
間

の
都
合
を
つ
け
る
の
が
難
し
い
勤
務
形
態
の
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
都
合
が
つ

け
ば
ぜ
ひ
海
外
発
表
も
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。
な
お
次
回
のO

PO

は

ア
メ
リ
カ
・
メ
ン
フ
ィ
ス
で
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

（
佐
藤
勇
一
・
さ
と
う　

ゆ
う
い
ち
・
福
井
工
業
高
等
専
門
学
校
）



（1）What is the Role of Phenomenology in the Enactive Approach?

What is the Role of Phenomenology in 
the Enactive Approach? 

Katsunori Miyahara
（Harvard University/University of Tokyo）

I explore the role of phenomenology in the enactive approach to cognition advanced 
by Francisco Varela, Evan Thompson, and Eleanor Rosch in their seminal book, The 
Embodied Mind. After presenting (or representing) Varela and his co-authors as 
proposing a “scientific research programme” in cognitive science, in the philosopher of 
science Imre Lakatos’ sense, I suggest that we think of the role of phenomenology in 
enactive approach in terms of the former’s possible contributions to making the latter 
a progressive programme. Finally, by drawing on Merleau-Ponty’s phenomenology 
of perception, I sketch two ways in which phenomenological analyses might actually 
contribute to the progress of an enactive cognitive science of perception.



（2） Experience as interaction：from enactivism to Dewey

Experience as interaction：from enactivism 
to Dewey

Makoto Kureha
（Kyoto University）

What role do motor actions play in experiences? One answer is that the former are 
essential constituents of the latter. According to this ‘interactivist’ view, which has its 
roots in Dewey’s and Merleau-Ponty’s conception of experience, experience is a kind 
of interaction between an organism and its environment. Recently, several theorists 
submit a version of it （which is called ‘enactivism’） in cognitive science of perception. 
By holding that perceptual experiences are constituted by motor actions, enactivism 
challenges the standard theory of perception. Enactivism is, however, severely criticized 
in philosophy of cognitive science. Although its proponents cite many empirical findings 
as evidence of enactivism, none of their interpretations of these findings turns out to be 
appropriate. It turns out that enactivism has no sound ground.

On this background, I examine how promising the interactivist view of experience 
is through citing Dewey’s version of it. I point out in this course that a practical 
motive lies behind Dewey’s theory of experience. He tries to understand the nature of 

‘experiences’conceived as episodes of our lives that have narrative structures and 
proper meanings, rather than that of what contemporary cognitive scientists call 

‘perceptual experiences’. By arguing that experiences in the former sense are made 
up partly of active components, Dewey aims to show how we could make our lives more 
meaningful and valuable. In conclusion, I claim that Dewey’s conception of experience 
contains a certain significant insight that enactivism lacks, and that Dewey’s version of 
the interactivist view still has good prospects.



（3）Forgetting Existence：A Failure of Enactivism

Forgetting Existence：A Failure of Enactivism 

Yoshiyuki Sato
（Kyoto University）

Based on the findings of the empirical sciences, enactivism persuasively demonstrates 
that perceiving is not making representations of the world and is inseparable from 
our active usage of the body. Despite its achievements, I disagree with enactivism in 
certain respects. In this study, I reexamine some of its important analyses of perceptual 
representation from the phenomenological perspective.

Noë, as a representative of enactivism, calls our attention to our false belief that 
we see everything in a visual field in detail and claims that this belief causes another 
false belief: perceiving is making representation. Criticizing his explanation of the cause 
for the first false belief, I maintain that knowing all that have to be known gives me 
peace of mind, which is the existential feeling that Noë took for the illusory presence of 
everything.

I then examine Varela et al.’s The Embodied Mind, the first work on enactivism. 
I argue that their criticism of representation is somewhat excessive. They regard an 
insect as exemplifying a being that acts without making a representation of the world. 
But whereas acts of insects are predetermined by instinct, human beings as existential 
beings act freely, by giving human meanings to neutral representations of the world. 
This is the human way of acting, and representations are indispensable to it.

In both the above enactivist analyses, I found a common shortcoming, namely the 
lack of the existential perspective established by phenomenologists. Rectifying this is an 
urgent task for enactivism.



（4） Eine neue Entwicklung der Phänomenologie

Workshop：Eine neue Entwicklung der 
Phänomenologie - Phänomenologische 
Metaphysik：Zum nachgelassenen Werk 
Welt und Unendlichkeit von László Tengelyi
 
Shigeru Taguchi（Universität Hokkaido）, Kurze Einleitung und 
Darstellung des Workshops
Yusuke Ikeda（Universität Tokio / JSPS）, “László Tengelyis 
Konzept einer phänomenologischen Metaphysik”
Yohei Kageyama（Universität Tokio）, “Tengelyis Interpretation zu 
Heidegger und die Möglichkeit der phänomenologischen 
Metaphysik”
Masumi Nagasaka（Präfekturale Frauenuniversität Gunma）, “Das Transfinite 
und das Unendliche: Tengelyis Darstellung der Phänomenologie 
Husserls im Hinblick auf die Mengenlehre Cantors”

László Tengelyi, der an der Bergischen Universität Wuppertal fortgeschrittene 
phänomenologische Forschungen geleitet hat, ist am 19. Juli 2014 verstorben. Der hier 
dargestellte Workshop widmet sich dem Vorhaben, das nach seinem Tod veröffentlichte 
Werk Welt und Unendlichkeit - Zur Problematik der phänomenologischen Metaphysik 

（Alber, 2014） （im Folgenden: Welt und Unendlichkeit） zu diskutieren.
Welt und Unendlichkeit ist ein Werk, in dem Tengelyi seine eigene Perspektive 

der Phänomenologie eröffnet. Anders als Heidegger, der die Metaphysik und die 
Ontotheologie gleichsetzt, greift Tengelyi nicht nur auf die Definition der Ontotheologie 
Kants, sondern auch auf die heutigen von P. Aubenque vertretenen Metaphysik-
Forschungen von Aristoteles zurück, um darzustellen, dass die Metaphysik ohne die 
Ontotheologie möglich ist.

Schon in seinem mit Hans–Dieter Gondek verfassten Werk Neue Phänomenologie in 
Frankreich （Suhrkamp, 2011） stellte Tengelyi der ontotheologischen Metaphysik, die 
die Wirklichkeit als den Übergang aus der Möglichkeit begreift, die zeitgenössische 
französische Phänomenologie, die von der Wirklichkeit ohne vorhergehende Möglichkeit 
spricht, gegenüber. In Welt und Unendlichkeit argumentiert er darüber hinaus, 
dass diese nicht ontotheologische Phänomenologie nichts anderes als die eigentliche 



（5）Eine neue Entwicklung der Phänomenologie

Metaphysik ist, auf die Husserl abzielte als Metaphysik der zufälligen Faktizität.
Die Erörterung läuft wie folgt: Der erste Teil überblickt die Geschichte der 

Metaphysik und beschreibt, wie sich die Metaphysik in die ontotheologische Metaphysik 
wandelte. Der zweite Teil argumentiert, dass dagegen in der Philosophie Husserls, 
Heideggers und der französischen Phänomenologen die Metaphysik ohne Ontotheologie 
anerkannt werden kann. Der dritte Teil stellt die Husserlsche Phänomenologie des 
Unendlichen durch die Affinität und den Kontrast mit der Lehre Cantors über das 
Transfinite dar.



（6） Reconsidering the Possibility of Phenomenology

Reconsidering the Possibility of Phenomenology
 
Speakers：

Satoshi Inagaki （Toyo University）, Tomoki Kihira （Hyogo University 

of Health Sciences）, and Kiyotaka Naoe （Tohoku University）

Chairperson：Tetsuya Kono （Rikkyo University）
Organizer and Commentators：

Takeshi Akiba （Chiba University）, Rie Wakami （Shujitsu University）

In 2013, we inaugurated a working group for gender equality and young (untenured) 
researcher support in the Phenomenological Association of Japan. One of the regular 
activities of this working group is to hold a workshop at the PAJ annual meeting. The 
workshop we organized last year (in 2015) was entitled “Reconsidering the possibility 
of phenomenology”, and had the theme of young researcher support primarily in 
view (whereas the workshop held in 2014 had focused mainly on the theme of gender 
equality). The aim of this workshop was to explore, once again, the rich potentials 
phenomenological studies should have, and to this end we invited three scholars 
who, with ordinary textual studies on phenomenology as their backgrounds, are also 
working on more concrete and practical disciplines, viz., the rehabilitation medicine, the 
environmental ethics, and the philosophy of technology, respectively. The intention here 
was to find some clue as to how young phenomenological researchers could put their 
studies into practical use or participate in some interdisciplinary studies, etc., which 
could enlarge their possible career paths. After the excellent talks of the three speakers, 
an active discussion followed, through which several lines of possible future work 
emerged.



（7）Eugen Finks Phänomenologie des Weltursprungs 

Eugen Finks Phänomenologie des Weltursprungs 

Yusuke Ikeda

Die vorliegende Abhandlung stellt das frühe Denken Eugen Finks als Phänomenologie 
des Weltursprungs dar, indem ihre drei Grundbegriffe - Phänomenologie, Ursprung und 
Welt – ausgeführt werden. Dabei wird die These vertreten, dass Finks späte Philosophie 
nur als Weiterführung dieses frühen Ansatzes auslegbar ist.

Beim frühen Fink versteht sich die Phänomenologie als transzendentaler Idealismus, 
dessen Problemlage die “Frage nach dem Ursprung der Welt” bildet . Unter 

“Ursprung” versteht er jedoch nicht nur, wie Husserl, die genetische Grundlage als 
Wesensgesetze der passiven Synthesis oder Urstiftung, sondern sucht vielmehr die 
ursprüngliche Erfahrung zu beschreiben, in welcher die transzendentale Subjektivität 
als transzendentale Subjektivität erkannt wird – der Ursprung des Seins der 
transzendentalen Subjektivität. Weil Letztere nur dann für die Welt konstitutiv wäre, 
wenn sie sich in der Welt verwirklicht, stellt sich einerseits die Frage, was die Welt 
ist, in der sich die transzendentale Subjektivität “verweltlicht”, andererseits, wie diese 
Verweltlichung beschrieben werden kann. Fink zufolge liegt die Welt notwendigerweise 
jedem modal bestimmbaren Phänomen zugrunde, weil jede Erscheinung nur dann modal 
artikulierbar ist, wenn sie einen Ort in der Welt hat. Den Modus der Verweltlichung 
analysiert Fink als denjenigen der “Versunkenheit” oder des “In-die-Welt-Hineinlebens” 
der Subjektivität. Verweltlichung ist somit die ursprüngliche Stellungnahme zur Welt - 
Ursprung der natürlichen Einstellung - ohne die uns die Welt als ursprüngliche Trägerin 
der Modalitäten nicht zugänglich wäre. Es versteht Fink also unter Verweltlichung 
den Ursprung der Welt und der transzendentalen Subjektivität in ihrem geschehenden 
Ineinander. Der dargelegte Ansatz muss als bestimmend für Finks Denken im Ganzen 
angesehen werden.
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Bild und Fiktion
―Leibliche Dimension der Husserls Bildbewusstseinsanalyse. Von 
einem genetischen Phänomenologie des Bildbewusstseins aus― 

Reiko Ijuin

Der Begriff des Bildbewusstsein Husserls hat zweideutige Seiten: Husserl behandelt 
einerseits das Bildbewusstsein als ein erkenntliches Bewusstsein, anderseits behandelt 
er es als eine ästhetisches Betrachtung, die Husserl “Wertnehmung” nennt. Husserls 
Bidbewusstseinsbegriff kreuzt die Grenze zwischen dem Gebiet der Erkenntnis und der 
des Wertes über. Das ist ein wichtiger Punkt für die ganze Husserls-Forschung. Jedoch 
hat man bis heute in der Husserls-Forschung diese  grundlegende Durchkreuzung und 
ihre Frage außer Acht gelassen, weil die Durchkreuzung  m.E. erst die genetischen 
Phänomenologie des Bildbewusstseins, die ich von früher her vorgeschlagen 
hatte, in Frage gestellt werden kann.―Von diesem Standpunkt der genetischen 
Bildphänomenologie aus, wird in dem vorliegenden Aufsatz der phänonologische 
Ursprung des Bildbewusstseins durch den Vergleichung zum Illusionsbewusstseins  
erforscht. In einem Manuskript von 1912 macht Husserl zwei Versuche：erstens macht 
Husserl eine Unterscheidung zwischen Bildbewusstsein und Illusionsbewusstsein, 
zweitens klassifiziert er die verschiedenartigen Phasen der Bildraumkonstitution anhand 
von konkreten Beispielen （Büste Wachsfigur, Foto usw.）. Die beiden zweierlei Versuche 
verwickeln sich im Text von 1912. Ich erläutere den Sinn der ‘Zusammengehörigkeit 
zwischen Widerstreit und Neutralität’, und damit versuche ich die Verwicklung 
aufzulösen. Das Resultat sind Folgendes （1.2 .3）; 1. Die Eigentümlichkeit des    
Bildfiktums, das im Gegensatz mit dem normalen Fiktums als Illusion steht, bestimmt 
sich von seiner Rolle als Anstoss （=Trigger） für die Neutralitätsmodifikation. 2.  
Verschiedenartigkeiten der Bildräume und der zur Konstitution der Räumlichkeit 
gehörigen anomalen Motivationen, wurden im Zusammenhang mit Kinästhese entdeckt. 
3. Die Verschiedenartigkeit der Bildraumkonstitution weist paradoxerweise vor, dass 
es auch schwierig ist, strenge und richtige Grenz zwischen Bildbewusstsein und 
Illusionsbewusstseins festzusetzen. 
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Was Heidegger aus ‘Von der mannichfachen 
Bedeutung des Seienden nach Aristoteles’ 

（1862） von Brentano angenommen hat

Keiko Ueda
（Tokyo Metropolitan University）

1907 begegnete Heidegger ‘Von der mannichfachen Bedeutung des Seienden nach 
Aristoteles’ von Franz Brentano. Diese Dissertation weckte in Heidegger eine Frage‘nach 
dem Einfachen des Mannigfachen im Sein’ auf. ‘Die Frage blieb… der unablässige 
Anlass für ‘Sein und Zeit’（1927）’, sagte Heidegger später. Aber was bedeutet denn ‘das 
Mannigfachen im Sein’ ? Brentano ordnete die Mehrheit der Bedeutungen des ὄν in die 
vierfache Unterscheidung. Unter denen ist ὄν der Kategorie , insbesondere οὐσία ,das 
Wichtigste. Die Andere werden ὄν genannt , insofern sie etwas mit οὐσία zu tun haben.   

Die Frage, die Heidegger von Brentano aufgeweckt wurde, kann in fünf Problematiken 
geteilt werden: 1.das Problem der Ordnung der mannichfachen Bedeutung des 
ὄν unter dem Vorrang des οὐσία , 2. das Problem des ὄν als Wahrheit und sein 
richtiges Gebiet, 3.das Problem des ὄν als δυνάμει και ένεργείᾳ, und die Bewegtheit , 
4. das Problem der Möglichkeit der umfassenderen Kategorien, 5. das Problem der 
Intentionalität des Bewusstseins zum Sein. Nach der phänomenologischen Auslegung 
von Aristoteles entwickelte Heidegger seine eigene Ansicht von der Wahrheit des Seins 
als Unverborgenheit des verborgenen Seins , und das Dasein , das die  Erschlossenheit  
und Bewegtheit  trägt, und zu dem das Sein an dem Ort des Da offenbart wird. Diese 
Struktur wurde in ‘Sein und Zeit’ zur Vollendung gebracht. Ausserdem zeigt uns seine 
folgende Vorlesung ,dass die Intentionalität , die erst von Brentano wiedergefunden 
wurde, eine wichitige Rolle zur Entdeckung der Zeitlichkeit, die das in ‘Sein und Zeit’
gefundene ‘Einfache des Mannichfachen des Seins’ ist , gespielt hat.
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Forgiveness and Judgment in Arendt
―over the interpretation of Kristeva― 

Shiori Oshiyama
（Hosei Univercity）

This monograph aims to criticize Kristeva's interpretation of forgiveness and 
judgment in Arendt, and thereby to explore both concepts as phenomenological actions 
that discover human political life （bios politikos）. Arendt distinguishes bios as political 
life from zoe as biological life. Bios politikos means vita activa in the space of appearance, 
where men discover themselves each other through free speech. Arendt reveals as 
political natality meaning that men come into the common world, which is the condition 
of the political phenomenological life of human being. Therefore, forgiveness, judgment, 
and promise are actions, enabling the world to remain. The world is the place that 
conceives the potentiality of political natality.

I explore how Kristeva linked forgiveness to judgment. I will follow her interpretation 
that forgiveness and judgment have the faculty to release actors from the effects and 
causality of their past acts. But at the same time, I criticize her argument that places 

“dilectio Dei” （love of God） as the basis of forgiveness. In Arendt, forgiveness is a 
political act that comes from “dilectio mundi” （love of the world）. Arendt’s theory of 
forgiveness as the condition of political life is a political phenomenological interpretation 
of dynamis （potentiality） and energeia （actuality）. Forgiveness as judgment is the 
practice of miraculous self-rebirth by actions and actors.

Arendt resists the modern violent structure that eliminates humans from the space of 
appearance and reality. In the present age, which is covered with “bare life” called by 
Agamben, political forgiveness, judgment, and promise are required more and more.
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“Vom φαίνεσθαι zum Ereignis：Den 
medial-reflexiven Bewegungsmodus des 
Phänomens bei Heidegger erneut denken” 

Kentaro Otagiri
（Ritsumeikan University （Japan Society for the Promotion of Science））

Es ist bekannt, dass Heidegger in Sein und Zeit （1927） den Phänomenbegriff der 
Phänomenologie durch die reflexive Form （“das Sich-zeigende” bzw. “das Sich-an-
ihm-selbst-zeigende”） bestimmt und dass diese Bestimmung des Phänomens aus 
dem “φαίνεσθαι”, d. h. aus der medialen Bildung von “φαίνω” erklärt wird, indem 
man das Adjektiv “medial” akzentuiert. Diese Verbindung zwischen Phänomen und 
grammatikalischer Erklärung lässt sich als Hinweis auf den Zusammenhang von 
Medialität als einem Bewegungsmodus der Phänomenalisierung und der grammatischen 
Form des Mediums sehen, insbesondere wenn wir Heideggers bekannte Formel »Sein=
λόγος« berücksichtigen. 

Dieser Aufsatz zielt darauf ab, das “Medium” im grammatikalischen Sinne als eine 
gemeinsame Perspektive festzustellen, aus der die Bewegungsmodi des Phänomens 
sowohl in Heideggers frühem Denken – z. B. in Sein und Zeit, als auch in seinem späten 
Denken, z. B. im “Ereignis” und in den Beiträgen zur Philosophie, aufzuklären sind. 

Um dieses Ziel zu erreichen, stellen wir erstens die Bestimmung des Phänomenbegriffes 
im siebten Abschnitt von Sein und Zeit in groben Umrissen dar. Zweitens wird die 
medial-reflexive Implikation dieses Phänomenbegriffes explizit gemacht, indem wir uns auf 
die Beschreibungen in den frühen Freiburger Vorlesungen konzentrieren. Drittens wird 
der Bewegungsmodus vom “Ereignis” beim späten Heidegger als medial-reflexiv erörtert, 
indem wir die Beschreibungen in den Beiträgen zur Philosophie und im “Brief über den 
Humanismus”（1946） analysieren und die bisherige Forschung kritisch betrachten. Durch 
dieses dreifache Verfahren wird das Medium bzw. der medial-reflexive Bewegungsmodus 
als eine gemeinsame Perspektive herausgearbeitet, aus der heraus der Phänomenbegriff 
von Heideggers frühem Denken und das “Ereignis” seines späten Denkens weiter 
aufgeklärt werden können. 
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Cassirer’s Concept of “Symbol”and 
McDowell’s Conceptuality of Sensitive 
Experiences 

Nobuhiro Otokita
（Iwate University）

The purpose of this paper is to reexamine the significance of E. Cassirer’s “philosophy 
of symbol” in his The Phenomenology of Knowledge, by comparing it with the 

“conceptualism” that J. McDowell developed in his Mind and World. Both Cassirer 
and McDowell highly value Kant’s critical philosophy, in that he considered sensibility 
as something that cannot be separated from the capacity of concept （understanding）, 
as opposed to the empirical idea of “sense data.” However, the two also attempt to 
supersede Kant’s dichotomy of sensibility and understanding, in which the former is 
simply passive, and the latter is simply active. Both of them appear to be developing 
their thinking the same way on these points.

On the other hand, there is an important difference between them here. When 
McDowell says, “our sensitive experience is permeated with conceptual capacities,” 
he means that it can be the content of a judgment with a propositional structure. On 
the contrary, the symbolic function that Cassirer discusses is regarded as one already 
working in pre-linguistic experiences. He distinguishes three spiritual functions 

（Ausdruck, Darstellung, and Bedeutung） that correspond to three symbolic forms （myth, 
language, and theoretical knowledge）. According to Cassirer, the same spontaneity 
of spiritual functions is found in all of these symbolic stages, through which objective 
knowledge is realized step-by-step, and the subject’s self-consciousness is formed. I 
conclude that Cassirer’s philosophy of symbol may make up for McDowell’s overlooking 
our “openness to the world,” realized in pre-linguistic experiences.
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Die Aspekte der Vermögen bei Heidegger：
Zeug, Organ, Aussage 

Kushita Jun-ichi
（Nebenamtlicher Dozent an der Waseda-Universität）

In Die Grundbegriffe der Metaphysik bestimmt Heidegger das Vermögen des Zeugs 
als Fertigkeit, das des Organs dagegen als Fähigkeit. Danach sei etwa ein Federhalter 
nicht an sich selbst fähig, zu schreiben, sei jedoch als Zeug fertig für das Schreiben. 
Die Fähigkeit des Organs dagegen entspringe dem spezifischen Organisiertsein des 
Organismus, den Heidegger genauer als ein sich gliederndes Befähigtsein umgrenzt. 
Dabei müsse jedoch vom Gedanken an ein Bewusstsein oder eine Zweckmäßigkeit 
abgesehen werden – ein Hinweis, der im Blick auf Heideggers Vorlesung Aristoteles 
Metaphysik Θ 1-3 vertieft werden kann. Um die Fähigkeit eines Organs zu erhalten, 
bedarf es also der ‘organschaffenden Eigentümlichkeit’ des Organismus, der diese 
Fähigkeit wachruft und verwirklicht. Dagegen verlangt die Fertigkeit des Zeugs nicht 
zwingend seinen Gebrauch – sie kann ihm “schlummern”, ohne aktualisiert werden 
zu müssen. Dennoch ist auch sie auf bestimmte äußere Bedingungen angewiesen, 
um eingesetzt werden zu können, beispielsweise auf Energiezufuhr oder bestimmte 
Witterungsbedingungen. Deren Bereitstellung obliegt wiederum dem Dasein, gehört also 
in die Dimension dessen, was Heidegger die “Weltbildung” nennt. Die Aussage als der 
logos apophantikos schließlich ist als ein drittes Vermögen zu erörtern. Er weist auf die 
Möglichkeit der Offenbarkeit von Seiendem überhaupt und damit auf die “Offenheit” des 
Daseins.



（14） Über die Analogie der Spiegelung in der IV. Untersuchung der Logischen Untersuchungen

Über die Analogie der Spiegelung in der IV. 
Untersuchung der Logischen Untersuchungen

Takashi Suzuki
（Ritsumeikan-Universität/JSPS）

Zusammenfassung

In der zweiten Auflage der Logischen Untersuchungen （LU: 1913/21） versucht 
Husserl, seine Theorie zur Bedeutungsintention in der ersten Auflage der LU （1900/01） 
zu verbessern. Doch die VI. Untersuchung, in deren Rahmen die Bedeutungsintention 
in Bezug auf die Bedeutungserfüllung ausführlich behandelt werden sollte, wurde 
in der veröffentlichten zweiten Auflage nicht ausreichend umgeschrieben. Der neue 
Standpunkt mit Blick auf die Bedeutungsintention bleibt also in der zweiten Auflage 
der LU noch unklar. Um diesbezüglich eine Vermutung zu formulieren, beziehen wir 
uns auf die IV. Untersuchung der LU, da die umgeschriebene Analogie des Spiegelns 
mit dem Bedeuten in der IV. Untersuchung die nicht veröffentlichte neue Theorie zur 
Bedeutungsintention andeutet. Wir stellen also die Frage: „Wie können wir aufgrund 
der umgeschriebenen Analogie der Spiegelung eine Vermutung bezüglich der neuen 
Theorie zur Bedeutungsintention aufstellen?“ Um die Frage zu beantworten, klären 
wir zuerst in §1 nach Husserls Konzeption der reinen Logik die Rolle der Analogie 
der Spiegelung in der IV. Untersuchung auf. Danach vergleichen wir in §2 ausführlich 
die umgeschriebenen Stellen in der ersten und zweiten Auflage （Hua. A296; B1305）. 
Durch diese Auslegung der IV. Untersuchung entdecken wir schließlich drei Arten von 
Bedeutungsintentionen: （α） die signifikative Intention, （β） die signitive Intention und 

（γ） die Intention auf Bedeutung. Wir können also vermuten, dass die neue Theorie in 
der zweiten Auflage der LU diesen Unterschied, der in der ersten Auflage nicht deutlich 
gezeigt wurde, systematisch behandeln wollte. Diese Vermutung kann auch dazu 
beitragen, die Nachlasse zur neuen VI. Untersuchung （Hua. XX/1-2） zu rekonstruieren.
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The irrational narrative selves of people 
with the mania of bipolar disorder and 
the notion of happiness 

Yosuke Taniuchi
（The University of Tokyo, Graduate School of Arts and Sciences）

Mania, as characterized by heightened energy, is one of the required symptoms for 
diagnosing people with bipolar disorder. Mania presents us with a unique philosophical 
problem, although it is thought of as a subject of biological psychiatry and/ or 
clinical psychology. The problem arises from an inherent contradiction between two 
interpretations of the symptom. In one view, mania is thought of as lacking any negative 
element, such as anxiety. In other words, it is, subjectively, a perfect state, while it is 
obvious from an objective standpoint that sufferers have many problems, exhibiting 
diverse excessive behaviors. In the other perspectives, meanwhile, both psychiatrists 
and patients themselves have also pointed out the existence of subjective issues, such as 
stress and isolation, at the very moment of mania. Therefore, the question of whether 
mania is subjectively perfect or problematic is fairly ambiguous. In addition, it is 
debatable whether or not manic people are happy, in a subjective sense. This conceptual 
problem calls for a phenomenological inquiry, because it requires philosophical reflection 
on the basic notions of subjectivity. Despite this, no phenomenological psychopathologists 
have tackled the problem thematically （e.g. Binswanger 1933, 1960； Minkowski 1970； 
Kraus 1977）. 

This article analyzed the subjectivity of people with mania by interpreting memoirs 
on bipolar disorder, based on Riœur’s （1983, 1985, 1990） theory of narrative self. 
The author showed that there is a kind of implicit anxiety behind mania, so that it is 
subjectively problematic, and considered its implications for the issue of happiness.
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Tagtraum und rêverie 
―Die Probleme der Imagination in der Phänomenologie der 
Träumerei Bachelards― 

Junichi Nakayama

Diese Abhandlung behandelt die Bedeutung der von G. Bachelard symbolisch 
beschriebenen Phänomenologie der Träumerei, und insbesondere die Aufklärung der 
Träumerei als Sache selbst und die methodologische Tragweite der Träumerei als 
Erlebnis des Phänomenologen.

Um unseren Standpunkt gegenüber der Phänomenologie der Träumerei festzulegen, 
werden die eigentümlichen Charaktere der Träumerei zuerst im Vergleich zu 
verschiedenen Vergegenwärtigungen in der Phänomenologie E. Husserls untersucht.

In dieser Untersuchung wird unsere Betrachtung sich auf die Verhältnisse zwischen 
Wirklichkeit und Unwirklichkeit konzentrieren. Aus dieser Betrachtung können wir 
schließen, dass wir bei einer Träumerei sozusagen in einer intermediären Welt leben. 
Die Träumerei ist weder Wahrnehmen noch modalisierter Ausdruck. Vielmehr bringt 
der Dichter träumend ein Archi-Image zum Ausdruck.

Nach der Überprüfung der Tragweite der Träumerei als Sache selbst, versuchen 
wir diese Tragweite unter Zuhilfenahme des psychoanalytischen Aspekts, also mit dem 
Tagtraum bei S. Freud, näher zu beleuchten. Freud betrachtet den Tagtraum als einen 
Zustand, in dem man träumend durch die Wirklichkeit lebt. Zwar hat er die sogenannte 
kreative Imagination anerkannt, aber er hat den Tagtraum als Trauma, einem von ihm 
geprägten Begriff, interpretiert. Bachelard kritisiert diese freudsche Interpretation des 
Tagtraums. Seiner Meinung nach hat die Kindheit keine negative, sondern eine positive 
und glückliche Bedeutung. Der Kern der Vertraulichkeit bei dem Dichter wird durch 
dieses Glück hergestellt.

Bezüglich dieses Erlebnisses des Dichters, des träumenden cogitos, könnte man zum 
Schluss einige Hinweise darauf bekommen, welche Bedeutung dieses Erlebnis des 
Dichters für die Erfahrung der phänomenologischen Reduktion haben kann.
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Re-considération du concept d’auto-affection 
de M. Henry 

Yukihiro Hattori
（Doshisha University）

L’article réexamine le concept henryen d’auto-affection afin d’élucider le sens qu’il 
convient de reconnaître à la découverte du sum cartésien envisagé à travers lui, et 
en opposition avec le concept heideggérien d’auto-affection. Car le concept henryen 
d’auto-affection est ici envisagé non seulement comme la réception du pouvoir récepteur 
de l’horizon transcendantal, mais encore comme la réception de son pouvoir formateur. 
C’est donc à l’apparaître pur de la spontanéité de la pensée elle-même que Michel 
Henry fournit une détermination phénoménologique par l’auto-affection, ou par la 
receptivité immanente, dont le « contenu immanent » comble précisément le vide de 
l’identité formelle du cogito kantien. Cette réinterprétation henryenne de l’auto-affection, 
s’illustrant par une indépendance absolue de la pensée vis-à-vis de l’intuition, s’oppose 
à celle de Heidegger, qui ne cesse pour sa part d’insister sur la co-appartenance 
fondamentale de la pensée et de l’intuition. C’est cette opposition qu’il s’agit ici de 
comprendre, à la suite de l’analytique de Lachièze-Rey, comme celle qui s’établit entre 
le cogito cartésien et le cogito kantien. En effet, l’auto-affection henryenne établit non 
seulement une opposition entre ces deux déterminations du « je pense », mais aussi et 
surtout – rejoignant en cela Lachièze-Rey – la priorité ontologique du premier sur le 
second. Si le cogito cartésien requiert comme son fondement l’ego cartésien, en lui-même 
autonome et constant, l’auto-affection parvient alors à mettre en scène le problème 
ontologique du sum, ou de la présence constante, et conduit ainsi à ébranler jusque dans 
ses fondements la thèse soutenue par Heidegger dans le Kantbuch.
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La phénoménologie du langage chez 
Merleau-Ponty, est-elle téléologique? 

YAMAKURA Yuusuke 
（Rakuwakai Kyoto Kousei School）

Dans cet essai, je présente la caractéristique téléologique de la phénoménologie 
merleau-pontienne.

En premier lieu, je constate que la phénoménologie est intrinsèquement téléologique, 
comme la conception d’intentionnalité le manifeste. Selon Husserl, la fonction de la 
conscience （l’intention） est téléologique, et cela se présente typiquement dans le débat 
sur l’évidence. La conscience vise à l’évidence adéquate qui est l’“idée au sens kantien”. 
Autrement dit, cette idée régularise la fonction de la conscience.

Ensuite, j’analyse analogiquement la phénoménologie du langage chez Merleau-Ponty. 
Comme, selon lui, la signification est une “idée au sens kantien”, elle se situe au telos 
irréalisable. Des actes d’expression le visant sans fin, ils se manifestent comme tels et 
ont leurs sens. Ici, on trouve un caractère téléologique de la phénoménologie merleau-
pontienne.

En dernier lieu, j’éclaircis la nature de la téléologie chez Merleau-Ponty. Il s’agit que 
la signification qui est l’“idée au sens kantien” soit instituée. Un fait a sens par rapport 
à des faits qui se sont déposés, et ces faits se font la signification. Pour surmonter des 
difficultés de la constitution par la conscience ou par l’Ego, Merleau-Ponty propose le 
concept d’institution. Quant à la téléologie, Merleau-Ponty souligne la corrélation entre 
la conscience et le monde, tandis que Husserl insiste sur la constitution du monde par la 
conscience. La différence entre la constitution et l’institution se manifeste dans la nature 
de la téléologie.
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Intentionality and Care 

Rie  Wakami
（Shujitsu University）

Husserl thought that Heidegger refused the phenomenological reduction and 
maintained the natural attitude. However, many scholars have pointed out that there 
is  a certain kind of reduction in Heidegger’s thought as well, but they overlook the fact 
that Heidegger attached importance to the issue of phenomenological method. 

Indeed Heidegger refused “Husserlian reduction,” but this is because Husserl ignored 
the “care” that works both in the natural attitude and in the phenomenological-
transcendental attitude. It is the concept of “care” that was gradually formed through 
the process of Heidegger’s studies on the method in the early Freiburg lectures. In 
a note from Being and Time, Heidegger mentions that the concept of “care” comes 
from Augustine with Aristotole in the background, not Husserl. However, in the early 
Freiburg lectures we discover that the concepts put forth by Augustine and Aristotle 
are linked to intentionality.

In another note from Being and Time, Heidegger expresses his gratitude to Husserl 
for freely turning over his unpublished investigations during his student years. It is 
assumed that drafts of Ideas II were included in the unpublished investigations. In the 
1919/20 lecture course, Heidegger attempts to explain the “factical life” through the 
mutual interaction of “tendency” and “motivation.” These words are used many times  
throughout Husserl’s Ideas II. “Tendency” and “motivation” developed into “projection” 
and “thrownness” in Being and Time. Furthermore, the concept of “falling” that arises 
when accompanied by the movement of “projection” and “thrownness,” was clarified 
through studying the work of Augustine.
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員
会
の

決
議
に
よ
っ
て
臨
時
に
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
総
会
は
会
の
活
動
の
根

本
方
針
を
決
定
し
、
会
員
の
中
よ
り
委
員
お
よ
び
会
計
監
査
を
選
出
す

る
。
ま
た
、
総
会
は
一
般
報
告
な
ら
び
に
会
計
報
告
を
受
け
る
。

第
七
条　

委
員
の
任
期
は
四
年
と
す
る
。

第
八
条　

会
計
監
査
の
任
期
は
四
年
と
す
る
。
会
計
監
査
は
他
の
役
員
を
か
ね
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

第
九
条　

役
員
は
す
べ
て
重
任
を
さ
ま
た
げ
な
い
。

第
十
条　

委
員
は
委
員
会
を
構
成
し
、
総
会
の
決
定
に
従
っ
て
会
の
運
営
に
つ
い

て
協
議
決
定
す
る
。

第
十
一

条　

会
計
監
査
は
年
一
回
会
計
を
監
査
す
る
。

第
十
二

条　

会
員
は
会
費
と
し
て
年
一
〇
〇
〇
円
を
納
入
す
る
。

第
十
三

条　

本
規
則
は
委
員
会
の
決
議
を
経
て
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、

総
会
の
承
認
を
要
す
る
。

（
昭
和
五
五
年
五
月
三
〇
日
制
定
）

（
会
費
は
昭
和
六
二
年
度
よ
り
『
年
報
』
代
を
含
め
三
〇
〇
〇
円
に
改
定
）



研
究
奨
励
賞
に
つ
い
て

二
〇
一
二
年
度
か
ら
設
け
ら
れ
ま
し
た
若
手
研
究
者
を
対
象
と
し
た
「
研
究
奨

励
賞
」、
第
四
回
（
二
〇
一
五
年
度
）
受
賞
者
は
、
宮
原
克
典
氏
（「Perceiving 

other agents: Passive experience for seeing the other body as the 
other

’s body

」）
で
し
た
。
宮
原
氏
に
は
、
昨
年
十
一
月
八
日
同
志
社
大
学
で

の
第
三
七
回
研
究
大
会
総
会
に
て
、
表
彰
状
お
よ
び
副
賞
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

編
集
後
記

『
現
象
学
年
報
』
第
三
二
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

同
志
社
大
学
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
第
三
七
回
研
究
大
会
で
は
、「
現
象
学
と
エ
ナ

ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
近
年
、
認
知
科
学
に
お
い
て
注
目
さ
れ
て
い
る
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー

チ
を
テ
ー
マ
に
、
現
象
学
と
認
知
科
学
の
融
合
の
可
能
性
お
よ
び
両
者
の
相
違
点

な
ど
に
関
し
て
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
ご
発
表
と
活
発
な
議
論
を
、
宮
原
克
典
先

生
、
呉
羽
真
先
生
、
佐
藤
義
之
先
生
の
お
三
方
に
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
特
集

と
し
て
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
海
外
特
別
講
演
と
し
て
、
ヨ
ー
ナ
・
タ
イ
パ

レ
先
生
（
ユ
ヴ
ァ
ス
キ
ュ
ラ
大
学
）
に
ご
発
表
い
た
だ
き
ま
し
た
。

特
集
に
続
い
て
、「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」の
報
告
を
二
本
、
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

長
坂
真
澄
先
生
が
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
の
「
現
象
学
の
新
た
な
展
開
─
現
象
学
的
形

而
上
学　

ラ
ス
ロ
・
テ
ン
ゲ
ィ
の
遺
作
『
世
界
と
無
限
』
を
め
ぐ
っ
て
─
」
と
い

う
タ
イ
ト
ル
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
１
と
、
秋
葉
剛
史
先
生
が
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
の

男
女
共
同
・
若
手
研
究
者
支
援
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
現
象
学
の
可
能
性
を
再
考
す

る
：
実
践
的
学
科
と
の
結
び
つ
き
を
中
心
に
」
で
す
。
個
人
研
究
発
表
は
、
厳
正

な
審
査
に
よ
っ
て
選
考
さ
れ
た
優
秀
論
文
一
三
編
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

書
評
欄
で
は
、
島
田
喜
行
先
生
に
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
よ
り
刊
行
さ
れ
た
フ
ッ

サ
ー
ル
『
間
主
観
性
の
現
象
学
』Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
の
三
巻
本
（
浜
渦
・
山
口
監
訳
）
を
、

木
村
史
人
先
生
に
は
阿
部
将
伸
氏
『
存
在
と
ロ
ゴ
ス
─
初
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け

る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
─
』
を
評
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

海
外
事
情
で
は
、
佐
藤
勇
一
先
生
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
開
催
さ
れ
た

二
〇
一
四
年
Ｏ
Ｐ
Ｏ
の
模
様
を
、
ご
報
告
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

本
号
が
こ
れ
ま
で
同
様
、
大
変
充
実
し
た
内
容
に
な
り
ま
し
た
こ
と
は
、
お
忙

し
い
中
ご
執
筆
く
だ
さ
い
ま
し
た
各
先
生
の
ご
協
力
の
賜
物
で
す
。
改
め
て
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

本
号
の
出
版
に
関
し
ま
し
て
は
、
協
和
印
刷
株
式
会
社
の
宮
田
末
男
氏
を
は
じ

め
、
社
員
・
ス
タ
ッ
フ
の
皆
様
か
ら
多
大
な
る
ご
支
援
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
編
集
委
員
会
を
代
表
し
て
衷
心
よ
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
三
村
尚
彦　

記
）



日
本
現
象
学
会
へ
の
入
会
方
法

　

本
会
へ
入
会
を
希
望
さ
れ
る
方
（
入
会
資
格
は
大
学
院
生
を
含
む
現
象
学
研
究

者
）
は
、
左
記
の
学
会
事
務
局
に
ご
照
会
く
だ
さ
い
。
学
会
費
は
、
年
間
三
〇
〇

〇
円
（『
現
象
学
年
報
』
の
代
金
を
含
む
）
で
す
。
ま
た
非
会
員
の
方
で
本
誌
を

購
読
な
さ
り
た
い
場
合
も
、
左
記
事
務
局
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

日
本
現
象
学
会
事
務
局

　

〒 

一
七
五

－

八
五
〇
一

　

東
京
都
豊
島
区
西
池
袋
三

－

三
四

－

一

　

立
教
大
学
文
学
部　

河
野
哲
也
研
究
室

　

郵
便
振
替　

〇
〇
九
八
〇

－

九

－

一
〇
九
一
五
三

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://paj-j.jp/

　
（
入
会
申
込
書
は
こ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手
可
能
で
す
）



	 Kentaro	OTAGIRI	 Vom	φαίνεσθαι	zum	Ereignis:	Den	medial-reflexiven
	 	 Bewegungsmodus	des	Phänomens	bei	Heidegger	erneut	denken

	 Nobuhiro	OTOKITA	 Cassirer’s	Concept	of	“Symbol”and	McDowell’s	Conceptuality	of	Sensitive	Experiences

	 Shiori	OSHIYAMA	 Forgiveness	and	Judgment	in	Arendt	―	over	the	interpretation	of	Kristeva	―

	 Jun-ichi	KUSHITA	 Die	Aspekte	der	Vermögen	bei	Heidegger：Zeug,	Organ,	Aussage

	 Takashi	SUZUKI	 Über	die	Analogie	der	Spiegelung	in	der	IV.	Untersuchung	der
	 	 Logischen	Untersuchungen

	 Yosuke	Taniuchi	 The	irrational	narrative	selves	of	people	with	the	mania	of	bipolar
	 	 disorder	and	the	notion	of	happiness

	 Junichi	NAKAYAMA	 Tagtraum	und	rêverie－Die	Probleme	der	Imagination	in	der
	 	 Phänomenologie	der	Träumerei	Bachelards

	 Yukihiro	HATTORI	 Re-considération	du	concept	d'auto-affection	de	M.	Henry

	 YAMAKURA	Yuusuke	 La	phénoménologie	du	langage	chez	Merleau-Ponty,	est-elle	téléologique?

	 Rie	WAKAMI	 Intentionality	and	Care

Book Review

	 Yoshiyuki	SHIMADA	 Edmund	Husserl,	Zur	Phänomenologie	der	Intersubjektivität,	hrsg.	von
	 	 Shinji	Hamauzu	und	Ichiro	Yamaguchi,	Chikumashobo,	2012,	2013,	2015.

	 Fumito	KIMURA	 Masanobu,	ABE.	Sein und Logos : Interpretation zu Aristoteles beim
  frühen Heidegger（Getsuyosha,	2015）

Abroad Information

	 Yuichi	SATO	 Report	on	the	5th	meeting	of	the	OPO	in	Perth

Abstracts

Katsunori	MIYAHARA，Makoto	KUREHA，Yoshiyuki	SATO
Masumi	NAGASAKA，Takeshi	AKIBA，Yusuke	IKEDA，Reiko	IJUIN

Keiko	UEDA，Shiori	OSHIYAMA，Kentaro	OTAGIRI，Nobuhiro	OTOKITA
Jun-ichi	KUSHITA，Takashi	SUZUKI，Yosuke	Taniuchi，Junichi	NAKAYAMA

Yukihiro	HATTORI，YAMAKURA	Yuusuke，Rie	WAKAMI
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Jahrbuch der japanischen Gesellschaft für Phänomenologie
Annual Review of the Phenomenological Association of Japan

Annuaire de l'association japonaise des phénoménologues

Contents

Special Issue : Phenomenology and the Enactive Approach

	 Katsunori	MIYAHARA	 What	is	the	Role	of	Phenomenology	in	the	Enactive	Approach?

	 Makoto	KUREHA	 Experience	as	interaction:	from	enactivism	to	Dewey

	 Yoshiyuki	SATO	 Forgetting	Existence：A	Failure	of	Enactivism

Special Lecture

	 Joona	Taipale	 Empathy	and	Recognition	
	（tr.	by	Tadashi	KAWASAKI）	

Report of the 37th Meeting of PAJ

　　Workshop 1

	 Masumi	NAGASAKA	 Eine	neue	Entwicklung	der	Phänomenologie	-	Phänomenologische	Metaphysik:
	 	 Zum	nachgelassenen	Werk	Welt und Unendlichkeit	von	László	Tengelyi	

　　Workshop 2

	 Takeshi	AKIBA	 	Reconsidering	the	Possibility	of	Phenomenology	

Articles read in the 37th Meeting of PAJ

	 Yusuke	IKEDA	 Eugen	Finks	Phänomenologie	des	Weltursprungs

	 Reiko	IJUIN	 Bild	und	Fiktion—Leibliche	Dimension	der	Husserls	Bildbewusstseinsanalyse.
	 	 Von	einem	genetischen	Phänomenologie	des	Bildbewusstseins	aus—

	 Keiko	UEDA	 Was	Heidegger	aus	“Von	der	mannigfachen	Bedeutung	des	Seienden	
	 	 nach	Aristoteles”（1862）von	Brentano	angenommen	hat.
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