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3 共同行為論の射程

は
じ
め
に

二
〇
一
七
年
一
一
月
に
開
催
さ
れ
た
、
日
本
現
象
学
会
第
三
九
回
研
究
大
会
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム「
共
同
行
為
の
現
象
学
─
─
現
象
学
と
現
代
行
為
論
の
接
点
を
探
る
」

に
お
い
て
、
私
の
役
割
は
、
い
わ
ゆ
る
分
析
系
の
共
同
行
為
論
の
大
枠
を
紹
介
す

る
こ
と
で
、
そ
れ
と
現
象
学
お
よ
び
大
陸
系
の
哲
学
分
野
と
の
接
点
を
探
る
最
初

の
手
掛
か
り
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

分
析
系
の
共
同
行
為
論
を
め
ぐ
っ
て
は
、
私
は
す
で
に
い
く
つ
か
の
論
考
を
公

に
し
て
い
る
（
古
田 

二
〇
一
七
、二
〇
一
二
、二
〇
一
一
）。
そ
れ
ら
と
内
容
は
重

複
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
稿
で
は
ま
ず
、
こ
の
議
論
領
域
の
概
要
を
確
認
す
る

こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
が
、
本
紙
上
に
お
い
て
も
や
は
り
議
論
の
基
盤
に
な
る
と

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
確
認
作
業
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
次
に
、
当
該
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け

る
植
村
玄
輝
氏
と
木
村
正
人
氏
の
提
題
の
内
容
に
簡
単
に
触
れ
つ
つ
、
分
析
的
―

現
象
学
的
共
同
行
為
論
の
あ
り
う
べ
き
今
後
の
論
点
や
課
題
に
つ
い
て
、
多
少
の

展
望
を
得
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
さ
ら
に
、
共
同
行
為
の
責
任
を
め
ぐ
る
よ
り
踏

み
込
ん
だ
論
点
に
つ
い
て
も
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
等
を
参
照
し
つ
つ

言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

１　
「
意
図
」
概
念
に
定
位
し
た
共
同
行
為
論

分
析
系
の
行
為
論
の
基
本
的
な
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、（
１
）
意
図
や

欲
求
、
信
念
と
い
っ
た
心
的
プ
ロ
セ
ス
と
行
為
と
の
結
び
つ
き
を
探
究
す
る
方
向

性
が
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
こ
れ
と
関
連
す
る
が
、（
２
）
議
論
の
対
象

が
主
と
し
て
個
人
が
単
独
で
行
う
行
為
―
―
こ
れ
を
本
稿
で
は
「
単
独
行
為
」
と

呼
ぼ
う
―
―
に
限
定
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
行
為
の
な
か
に
は
そ
の
種
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
複
数
人
が
共

同
で
行
う
も
の
―
―
す
な
わ
ち
、「
共
同
行
為
（joint action, collective action, 

etc.

）」
―
―
も
無
数
に
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
は
、
そ
の
二
種
類
の
行

為
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
共
同
行
為
と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な

種
類
の
行
為
な
の
だ
ろ
う
か
。
特
に
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る

議
論
が
分
析
系
の
行
為
論
に
お
い
て
盛
り
上
が
り
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て

い
る
。

分
析
系
の
共
同
行
為
論
の
牽
引
者
の
一
人
で
あ
る
マ
イ
ケ
ル
・
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン

は
、
共
同
行
為
と
は
何
か
を
特
徴
づ
け
る
際
の
導
き
と
し
て
、
単
独
行
為
を
め

ぐ
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
有
名
な
問
い
を
利
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

共
同
行
為
論
の
射
程

―
分
析
系
の
議
論
を
中
心
に

―

古

田

徹

也



4

〈
手
を
あ
げ
る
こ
と
か
ら
、
手
が
あ
が
る
こ
と
を
引
い
た
ら
、
後
に
は
何
が
残
る

の
か
〉
と
い
う
問
い
で
あ
る
（W

ittgenstein 1953

→2009: I.621

）。
ブ
ラ
ッ

ト
マ
ン
は
こ
れ
を
下
敷
き
に
、
次
の
よ
う
に
問
う
。〈
複
数
人
が
共
同
行
為
を
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
複
数
人
が
た
ま
た
ま
同
じ
行
為
を
し
て
い
る
こ
と
を
引
い
た

ら
、
後
に
は
何
が
残
る
の
か
〉
と
（Bratm

an 2009: 42

）。

こ
の
問
い
に
対
す
る
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
自
身
の
答
え
は
、
複
数
人
で
共
有
さ
れ
た

意
図
（shared intention
）
が
残
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（ibid.

）。
つ
ま
り
、

単
独
行
為
を
め
ぐ
る
分
析
系
の
議
論
の
枠
組
み
が
基
本
的
に
、
意
図
を
は
じ
め
と

す
る
心
的
プ
ロ
セ
ス
の
詳
細
を
探
る
営
み
へ
と
集
約
さ
れ
て
い
る
の
と
パ
ラ
レ
ル

な
仕
方
で
、
共
同
行
為
と
は
何
か
と
い
う
探
究
は
、〈
共
有
さ
れ
た
意
図
〉
と
は
何

か
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
課
題
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
ブ
ラ
ッ
ト

マ
ン
は
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
見
立
て
自
体
が
適
切
な
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
後
で
検
討
す
る
。
そ

の
前
に
ま
ず
、〈
共
有
さ
れ
た
意
図
〉
の
解
明
が
共
同
行
為
論
に
お
い
て
重
要
な
位

置
を
占
め
る
と
見
な
さ
れ
る
次
第
に
つ
い
て
、
具
体
例
を
挙
げ
つ
つ
も
う
少
し
丁

寧
に
見
て
お
き
た
い
。

た
と
え
ば
、
広
い
公
園
の
あ
ち
こ
ち
で
人
々
が
思
い
思
い
に
く
つ
ろ
い
で
い
る

と
し
よ
う
。
す
る
と
、
に
わ
か
に
雨
が
降
り
出
し
、
皆
あ
わ
て
て
近
く
の
東
屋
に

向
か
っ
て
走
り
出
す
。
こ
の
と
き
、
彼
ら
が
「
い
ま
何
を
し
て
い
る
の
か
？
」
と

尋
ね
ら
れ
た
ら
、「
我
々
は

4

4

4

い
ま
東
屋
に
向
か
っ
て
い
る
」
と
答
え
る
人
も
い
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
彼
ら
は
た
ま
た
ま
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
、

こ
の
場
合
に
は
、
東
屋
に
行
く
人
が
た
と
え
自
分
以
外
に
誰
も
い
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
東
屋
に
行
く
と
い
う
行
為
を
一
人
で
遂
行
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
、「
東
屋
に
行
こ
う
」
と
い
う
同
じ
意
図
を
も
ち
、
同

じ
行
為
を
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
お
互
い
に
認
識
し
て
い
る
が
、
そ

れ
で
も
、
共
同
行
為
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。（
ち
な
み
に
こ

の
例
は
、
ジ
ョ
ン
・
サ
ー
ル
が
、「
共
同
行
為
と
は
似
て
非
な
る
行
為
」
の
一
例
と

し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
で
あ
る
（Searle 1990: 402

）。）

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
、
複
数
人
が
同
じ
行
為
を
し
て
い
る
こ
と
が
共
同
行
為
を

意
味
す
る
も
の
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
公
園
に
い
る
人
々
が
皆
「
他4

の
人
と
一
緒
に

4

4

4

4

4

4

東
屋
に
行
こ
う
」
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
行
為
す
れ
ば
、
共
同
行

為
を
行
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
―
―
否
。
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
と
い

う
の
も
、
こ
の
と
き
人
々
は
、
他
の
人
に
つ
い
て
い
こ
う
（
あ
る
い
は
、
他
の
人

を
誘
導
し
よ
う
）
と
勝
手
に

4

4

4

思
っ
て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ

え
、「
他
の
人
と
一
緒
に
東
屋
に
行
こ
う
」
と
い
う
意
図
は
、
当
人
た
ち
の
間
で
共4

有
さ
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
共
有
さ
れ
た
意
図
の
存
在

が
共
同
行
為
の
成
立
に
と
っ
て
本
質
的
な
条
件
と
な
る
と
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
が
考
え

る
理
由
で
あ
る
。

し
か
し
、
問
題
は
、
意
図
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
指
す
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
そ
れ
は
、
複
数
人
が
協
力
し
て
一

緒
に
何
か
を
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
こ
と
だ
」
と
言
っ
て
も
答
え
に
は
な
ら
な

い
。
問
わ
れ
て
い
る
の
は
ま
さ
に
そ
の
「
協
力
し
て
」
の
中
身
で
あ
る
か
ら
だ
。

ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は
、
複
数
人
が
共
有
さ
れ
た
意
図
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
る
た

め
の
必
要
十
分
条
件
を
様
々
な
仕
方
で
挙
げ
て
い
る
が
（Bratm

an 1999: 121, 
2009: 54, etc.

）、
そ
れ
ら
の
要
点
を
最
も
簡
潔
に
し
て
再
構
成
す
る
な
ら
ば
、
お

お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

① 
あ
る
集
団
の
構
成
員
そ
れ
ぞ
れ
が
、
他
の
構
成
員
と
同
じ
行
為
を
す
る
意

図
を
も
っ
て
い
る
。

② 

そ
れ
ぞ
れ
が
、
他
の
構
成
員
が
も
つ
①
の
意
図
あ
り
き
で
自
分
の
①
の
意

図
を
も
っ
て
い
る
。
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③ 
そ
れ
ぞ
れ
が
、
他
の
構
成
員
が
①
を
実
現
さ
せ
る
手
段
と
し
て
も
つ
意
図

に
合
わ
せ
て
、
自
分
が
①
を
実
現
さ
せ
る
手
段
と
し
て
も
つ
意
図
を
調
整
す

る
意
図
を
も
っ
て
い
る
。

④ 

上
記
の
①
～
③
が
、
構
成
員
の
間
で
共
通
知
識
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
諸
条
件
の
含
意
を
、
先
の
例
に
沿
っ
て
説
明
し
よ
う
。
ま
ず
①
は
、
公

園
に
い
る
人
々
が
皆
「
東
屋
に
行
こ
う
」
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
指

す
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
条
件
①
を
満
た
す
だ
け
で
は
当
該
の
人
々
が
意
図
を
共
有

し
て
い
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
は
皆
、
た
ま
た
ま
同
じ
行

為
を
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
か
ら
だ
。

次
の
②
は
、
そ
う
し
た
偶
然
の
一
致
を
排
除
で
き
る
条
件
で
あ
り
、
相
手
が
自

分
と
同
じ
行
為
を
す
る
意
図
あ
り
き
で
、
自
分
も
相
手
を
同
じ
行
為
を
す
る
意
図

を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
す
。た
と
え
ば
、
公
園
に
い
る
人
々
が
皆「
他

の
人
と
一
緒
に
東
屋
に
行
こ
う
」
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の

条
件
②
が
満
た
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
場
合
各
人
は
、
他
の
人
が
「
東
屋

に
行
こ
う
」
と
い
う
意
図
を
も
ち
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
こ
と
を
前
提
に

し
て
、「
東
屋
に
行
こ
う
」
と
い
う
自
分
の
意
図
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
ば
他
の
人
が
も
は
や
そ
の
意
図
を
も
た
な
く
な
り
、

別
の
場
所
に
向
か
っ
て
し
ま
っ
た
り
な
ど
し
た
ら
、「
他
の
人
と
一
緒
に
東
屋
に
行

こ
う
」
と
い
う
自
分
の
意
図
も
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
消
滅
す
る
こ

と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
条
件
②
を
満
た
し
て
も
な
お
、
当
人
た
ち
が
意
図
を
共
有
し
て

い
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
ば
彼
ら
は
他
の
人
に
つ
い
て
い

こ
う
（
あ
る
い
は
、
他
の
人
を
誘
導
し
よ
う
）
と
勝
手
に
思
っ
て
い
る
だ
け
な
の

か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
③
は
、
各
人
が
同
じ
行
為
を
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
実
質
を
与
え
る
条
件
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
公
園
に
い
る
人
々
が
皆
、「
東
屋
に

行
こ
う
」
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
内
実
は
相
当
に
異
な
る

も
の
で
あ
り
う
る
。
あ
る
人
は
い
ま
す
ぐ
に
走
っ
て
東
屋
に
行
こ
う
と
思
っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
別
の
人
は
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
東
屋
に
着
く
つ
も
り
な
の

か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
あ
る
人
は
、
い
っ
た
ん
家
に
帰
っ
て
ひ
と
休
み
し
、
服

を
着
替
え
て
か
ら
東
屋
に
行
こ
う
と
思
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、

意
図
の
詳
細
が
こ
れ
ほ
ど
異
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、「
東
屋
に
行
く
」
と
い
う
目

的
の
達
成
の
た
め
に
各
人
が
協
力
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
だ
ろ
う
。た
と
え
ば
、

走
っ
て
東
屋
に
行
こ
う
と
思
っ
て
い
る
人
は
、
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
い
く
人
を
待
た

な
い
だ
ろ
う
し
、
家
で
ひ
と
休
み
し
て
い
る
人
が
、
他
の
人
に
何
ら
か
の
貢
献
を

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
共
同
行
為
を
行
う
人
々
は
、
共

通
の
目
的
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
も
つ
意
図
を
め
ぐ
っ
て
、
互
い
に
調
整
を
行

う
か
、
少
な
く
と
も
そ
の
用
意
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。た
と
え
ば
、

一
緒
に
走
っ
て
東
屋
に
行
こ
う
と
思
っ
て
い
る
人
々
は
、
互
い
に
走
る
ス
ピ
ー
ド

を
調
整
し
合
う
だ
ろ
う
し
、
相
手
が
転
ん
だ
ら
手
を
貸
し
た
り
、
立
ち
上
が
っ
て

走
り
始
め
る
の
を
待
っ
た
り
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
お
互
い
に
い
っ
た
ん
家
で
休

ん
で
か
ら
東
屋
に
行
こ
う
と
思
っ
て
い
る
人
々
は
、
待
ち
合
わ
せ
の
時
間
を
す
り

合
わ
せ
た
り
、
家
か
ら
何
を
も
っ
て
く
る
か
相
談
し
た
り
す
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
仮
に
上
記
の
条
件
①
～
③
を
す
べ
て
満
た
し
た
と
し
て
、
そ
れ
で

も
、
複
数
人
が
意
図
を
共
有
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
た
と
え

ば
各
人
が
他
の
人
に
つ
い
て
い
こ
う
（
あ
る
い
は
、
他
の
人
を
誘
導
し
よ
う
）
と

勝
手
に
思
っ
て
い
る
場
合
で
も
、
互
い
に
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
に
道
を
譲
り

合
っ
た
り
、
誰
か
が
転
ん
だ
ら
助
け
た
り
と
い
っ
た
調
整
を
行
う
こ
と
は
あ
り
う

る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
最
後
の
条
件
④
が
必
要
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
相
手
と
一
緒
に
東
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屋
に
行
こ
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
か
ら
、
相
手
が
東
屋
に
行

く
手
段
と
し
て
も
つ
意
図
に
合
わ
せ
て
、
自
分
が
東
屋
に
行
く
手
段
と
し
て
も
つ

意
図
を
調
整
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
、
当
該
の
人
々
の
間
で
共
通
知
識

に
な
っ
て
い
る
と
し
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
彼
ら
は
た
ま
た
ま
同
じ
行

為
を
意
図
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
勝
手
に
相
手
に
つ
い
て
い
こ
う
な
ど
と

意
図
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
上
、
人
々
が
意
図
を
共
有
し

て
い
な
い
ケ
ー
ス
を
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

条
件
①
～
④
が
す
べ
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
人
々
が
意
図
を
共
有
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。

２　

意
図
せ
ざ
る
共
同
行
為
の
存
在

こ
こ
ま
で
、
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
に
よ
る
分
析
系
の
代
表
的
な
共
同
行
為
論
の
枠
組

み
を
紹
介
し
て
き
た
。
こ
の
枠
組
み
に
対
し
て
は
、
ま
ず
、
共
同
行
為
と
い
う
も

の
を
め
ぐ
っ
て
議
論
す
べ
き
重
要
な
領
域
が
丸
ご
と
抜
け
落
ち
て
い
る
と
い
う
事

実
を
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
は
、
意
図
せ
ざ
る

4

4

4

4

4

共
同
行
為
と
も
呼
ぶ
べ
き
領
域
で
あ

る
。行

為
に
は
、
非4

意
図
的
な
も
の
も
数
多
く
存
在
す
る
。「
過
失
」
と
呼
ば
れ
る

も
の
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
単
独
行
為
だ
け
で
は
な
く
、
共
同

行
為
に
も
等
し
く
当
て
は
ま
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
集
団
の
誰
も
が
事
故
を
起
こ

す
こ
と
な
ど
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
皆
が
そ
の
事
故
を
当
事
者
た
ち

4

4

の
過
失
と
し
て
回
顧
す
る
、
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
は
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
、
少
な
く
と
も
共
同
行
為
に
関
し
て
は
決
し

て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
個
人
が
自
分
の
手
を
あ
げ
る
と
い
っ
た
、
あ
る
意
味

で
単
純
な
行
為
と
は
異
な
り
、
共
同
行
為
は
、
必
然
的
に
他
の
人
々
と
関
わ
り
合

い
な
が
ら
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
あ
る
程
度
時
間
な
幅
が
広
く
複
雑
な
も
の
で

あ
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
個
々
人
の
事
前
の
意
図
を
超
え
出
る
よ
う
な
不

測
の
要
素
も
増
加
す
る
し
、
全
く
意
図
し
な
か
っ
た
過
失
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
な

ケ
ー
ス
も
数
多
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
同
行
為
と
い
う
概
念
の
分
析
を
意
図

的
な
も
の
の
み
に
局
限
す
る
こ
と
は
、
こ
の
概
念
の
射
程
を
実
際
よ
り
も
著
し
く

狭
め
る
こ
と
に
な
る
の
は
間
違
い
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
意
図
の
共
有
の
み

に
よ
っ
て
共
同
行
為
を
特
徴
づ
け
る
の
は
適
当
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

３　

行
為
者
の
自
然
的
態
度
に
定
位
し
た
共
同
行
為
論
の
可
能
性

以
上
は
、
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
が
論
じ
て
い
な
い
事
柄
を
指
摘
す
る
、
い
わ
ば
外
在

的
な
批
判
で
あ
る
。
し
か
し
、
仮
に
意
図
的
な
共
同
行
為
の
み
に
敢
え
て
関
心
を

絞
っ
た
と
し
て
も
、
彼
の
議
論
の
枠
組
み
に
対
し
て
は
内
在
的
な
批
判
が
様
々
に

存
在
す
る
。
そ
の
代
表
格
は
、
彼
の
還
元
主
義
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
も
の

で
あ
る
。

ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は
、
個
々
人
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
意
図
を
も
ち
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
に
関
係
し
合
え
ば
、
そ
の
全
体
が
〈
共
有
さ
れ
た
意
図
〉
と
し
て
立
ち

上
が
っ
て
く
る
か
を
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
種
の
意
図
は

個
々
人
の
意
図
の
相
互
依
存
的
な
あ
り
方
に
還
元
で
き
る
と
す
る
立
場
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
こ
の
還
元
主
義
に
反
対
す
る
代
表
的
な
立
場
と
し
て
は
、
共
同
行
為

の
規
範
的
側
面
に
着
目
す
る
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ギ
ル
バ
ー
ト
の
議
論
（Gilbert 

2006: Part.II, etc.

）
や
、
あ
る
い
は
、
個
々
人
の
連
携
に
よ
っ
て
成
立
す
る
共

同
行
為
と
、
集
団
そ
れ
自
身
が
主
体
と
な
る
共
同
行
為
と
を
区
別
す
る
、
フ
ィ

リ
ッ
プ
・
プ
テ
ィ
ッ
ト
と
Ｄ
・
Ｐ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
カ
ー
ト
の
議
論
（Pettit &

 
Schw

eikard 2006, Schw
eikard 2008

）
な
ど
が
存
在
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ

ら
に
つ
い
て
は
前
掲
の
拙
稿
で
す
で
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
紙
幅
の
都
合

で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
代
わ
り
に
、
以
下
で
は
ま
ず
、
共
通
知
識
の
成
立
と
い
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う
も
の
を
め
ぐ
っ
て
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
批
判
を
主
題
的
に
取
り

上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

た
と
え
ば
、
あ
る
二
人
の
人
物
が
、
前
節
で
掲
げ
た
条
件
①
～
③
に
当
て
は
ま

る
意
図
を
互
い
が
確
か
に
も
っ
て
い
る
こ
と
を
、
ど
う
や
っ
て
知
る

4

4

こ
と
が
で
き

る
の
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
条
件
④
の
共
通
知
識
と
い
う
も
の
は
、
い

か
に
し
て
成
立
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
共
通
知
識
の
成
立
の
た
め
に
は
、「
し
か

じ
か
の
こ
と
を
お
互
い
が
知
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
お
互
い
が
知
っ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
を
お
互
い
が
知
っ
て
い
る
…
…
」
と
い
っ
た
無
限
個
の
高
階

の
知
識
が
必
要
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
（Lew

is 1969

）、
そ
れ
は
端
的
に

人
間
の
有
限
な
能
力
を
超
え
て
い
る
。
か
つ
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
明

晰
に
示
し
た
よ
う
に
、
人
は
自
分
自
身
に
よ
っ
て
は
「
事
実
…
…
で
あ
る
こ
と
」

と
「
…
…
で
あ
る
と
私
が
信
じ
て
い
る
こ
と
」
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

（W
ittgenstein 1953

→2009: I.258-268

）。
し
た
が
っ
て
、
相
手
の
意
図
が
ど

の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
の
自
己
の
信
念
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
決
し
て
知
識
へ

と
格
上
げ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
木
村
氏
の
報
告
は
、
還
元
主
義
を
採
っ
た
場
合
に
直
面
す

る
こ
と
に
な
る
、
共
通
知
識
を
め
ぐ
る
以
上
の
問
題
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

木
村
氏
は
、
二
十
世
紀
初
頭
ド
イ
ツ
の
初
期
社
会
学
お
よ
び
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・

シ
ュ
ッ
ツ
の
現
象
学
の
議
論
を
手
掛
か
り
に
し
つ
つ
、
日
常
を
生
き
る
我
々
が
共

有
の
裏
づ
け
が
な
い
知
識
を
独
断
的
に
先
取
し
つ
つ
共
同
行
為
し
て
い
る
と
い
う

点
に
着
目
し
て
い
る
。

日
常
世
界
を
生
き
る
私
は
、
他
者
の
存
在
自
体
を
自
明
視
す
る
「
他
我
の

一
般
定
立
」
に
加
え
、
他
者
の
具
体
的
な
あ
り
よ
う
（
相
在
）
や
動
機
、
関

心
の
布
置
を
も
、
類
型
的
に
既
知
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
私
の
そ
れ
と
相
応

的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
素
朴
に
、
そ
し
て
あ
る
意
味
で
独

dogm
atisch

断
的
に
自
明
視
し

て
い
る
。（
木
村 

二
〇
一
七
、一
一
頁
）

こ
の
指
摘
は
、
分
析
系
の
議
論
に
お
い
て
共
通
知
識
の
成
立
の
可
能
性
を
説
明

す
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
る
共
有
環
境
定
義
と
共
通
点
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
筒
井
晴
香
氏
に
よ
れ
ば
、
共
有
環
境
定
義
と
は
、
共
通
知
識
を
「（
特
別
な

事
情
が
な
け
れ
ば
）
ふ
つ
う
誰
で
も
気
づ
く
よ
う
な
出
来
事
に
つ
い
て
の
知
識
」

と
し
て
定
義
す
る
も
の
で
あ
る（
筒
井 

二
〇
一
四
、四
五
頁
）。
そ
し
て
、
そ
の「
ふ

つ
う
誰
で
も
」
と
い
う
の
は
、
人
々
の
標
準
的
な
知
覚
・
推
論
・
背
景
知
識
の
あ

り
方
を
前
提
し
て
い
る
（
同
頁
）。
共
有
環
境
定
義
は
、
そ
の
種
の
標
準
性
を
基

盤
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
無
限
個
の
高
階
の
知
識
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
共
通
知
識

を
定
義
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
無
限
個
の
知
識
の
導
出
を
可
能
に
す
る
有
限
個
の

知
識
に
よ
っ
て
共
通
知
識
を
定
義
づ
け
る
」（
同
四
四
頁
）
こ
と
を
目
指
す
。
そ

の
内
実
や
成
否
に
つ
い
て
本
稿
で
こ
れ
以
上
追
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
と
も
あ

れ
、
少
な
く
と
も
行
為
者
の
い
わ
ば
「
自
然
的
態
度
」
に
着
目
す
る
と
い
う
点
で

言
え
ば
、
初
期
社
会
学
お
よ
び
シ
ュ
ッ
ツ
の
現
象
学
と
、
現
代
の
分
析
系
の
議
論

と
の
接
点
を
探
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
木
村
氏
の
報
告
で
注
目
さ
れ
る
点
が
あ
る
。そ
れ
は
、
共
通
知
識（
共

有
知
識
）
と
い
う
も
の
を
上
述
の
方
向
性
で
把
握
す
る
観
点
の
下
で
は
、
そ
れ
は

共
同
行
為
の
原
因
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
結
果
と
し
て
捉
え
う
る
、
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

意
図
に
関
す
る
相
互
信
念
な
い
し
共
有
知
識
は
、
そ
も
そ
も
私
と
あ
な
た

が
そ
れ
ぞ
れ
に
も
つ
高
階
の
意
図
の
成
立
に
よ
っ
て
、
な
る
も
の
で
は
な
い

し
、
行
為
に
先
立
っ
て
あ
る
も
の
で
も
な
い
。私
と
あ
な
た
の
期
待
の
一
致
、
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翻
っ
て
共
同
行
為
は
、
共
有
知
識
が
原
因
な
い
し
根
拠
と
な
っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
、
共
有
知
識
を
仮
定
し
、
そ
れ

を
先
取
り
し
た
期
待
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
共
有
知
識
を
生
み
出
し
て
い

る
の
で
あ
る
。（
同
頁
）

こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
構
造
は
、
主
題
は
異
な
る
が
、
ド
ナ
ル
ド
・
デ
イ
ヴ
ィ

ド
ソ
ン
が
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
描
き
出
そ
う
と
し

て
い
る
構
造
と
似
通
っ
て
い
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
人
々
の
一
般
的

な
イ
メ
ー
ジ
と
は
裏
腹
に
、
我
々
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
に
先
立
っ

て
、
何
か
共
有
さ
れ
た
体
系
的
理
論
と
し
て
の
「
言
語
」
な
る
も
の
を
所
有
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
我
々
は
、
周
囲
の
環
境
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
相

手
な
ど
に
つ
い
て
の
様
々
な
仮
定
を
足
掛
か
り
に
意
思
の
疎
通
を
試
み
る
。
も

し
も
両
者
に
何
か
共
有
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
功
し
た
そ
の
時
点
で
、
そ
の
成
功
を
事
後
的
に
説
明
す
る
も

の
と
し
て
取
り
出
さ
れ
る
解
釈
理
論
―
―
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
用
語
で
は
「
当
座

理
論
（passing theory

）」
―
―
に
限
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（D

avidson 
1986

→2005

）。

同
様
に
、
木
村
氏
の
捉
え
る
共
通
知
識
（
共
有
知
識
）
の
あ
り
よ
う
も
、
共
同

行
為
に
先
立
っ
て
行
為
者
間
で
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
共
同
行
為
の

立
ち
上
が
り
に
際
し
て
独
断
的
に
先
取
り
（
期
待
）
さ
れ
つ
つ
、
共
同
行
為
の
成

立
に
お
い
て
同
時
に
結
果
と
し
て
成
立
す
る
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
そ

れ
は
、
無
限
個
の
高
階
の
知
識
と
い
っ
た
非
現
実
的
な
道
具
立
て
を
退
け
つ
つ
、

ま
さ
し
く
現
象
学
的
に
共
同
行
為
の
成
立
の
過
程
を
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
視
座
だ

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

４　

共
同
行
為
に
お
け
る
責
任
の
問
題
①
―
―
「
事
前
の
共
謀
に
基
づ
く
共
同
行

為
」
を
ど
う
説
明
す
る
か

た
だ
し
、
こ
の
視
座
に
立
っ
た
場
合
に
は
、
共
同
行
為
の
責
任
を
め
ぐ
る
問
題

が
首
を
も
た
げ
て
く
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
の
言
う
〈
共
有
さ
れ
た
意
図
〉
の
類
い
は
、
共
通
知
識
の
成
立

を
前
提
に
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
共
通
知
識
の
成
立
を
共
同
行
為
の
原
因
で
は
な
く

結
果
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、〈
共
有
さ
れ
た
意
図
〉
は
当
該
の
行
為
に
先
だ
っ
て

存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
共
同
行
為
が
成
立
し
た
時
点
で
は
じ
め
て

生
み
出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、
多
く
の
共
同
行
為
に
関
し
て
、
我
々
は
そ
の
責
任
を

問
う
根
拠
を
失
う
可
能
性
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
通
常
我
々
が
共
同
行
為
の
行
為

者
た
ち
に
対
し
て
責
任
を
問
う
場
合
の
多
く
は
、
彼
ら
が
事
前
に

4

4

4

共
謀
し
、
そ
れ

に
基
づ
い
た
〈
共
有
さ
れ
た
意
図
〉
を
も
っ
て
何
ら
か
の
共
同
行
為
を
な
し
た
、

と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
責
任
帰
属
は
ま
さ
し
く
、
共

通
知
識
の
成
立
を
共
同
行
為
の
原
因
と
し
て
捉
え
る
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
が
ゆ

え
に
、
こ
の
前
提
が
崩
れ
た
な
ら
ば
、
責
任
帰
属
の
根
拠
も
崩
れ
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。

言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
と
い
う
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
扱
っ
て

い
る
ケ
ー
ス
で
あ
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
場
合
の

目
的
は
、
意
思
の
疎
通
が
で
き
た
こ
と
そ
れ
自
体
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
行

為
の
成
立
と
い
う
ケ
ー
ス
に
関
し
て
は
、
責
任
の
概
念
が
か
な
り
深
く
結
び
つ
い

て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
誰
が
何
を
ど
う
や
っ
た
の
か
を
我
々
が
明
確
に
し
よ
う

と
す
る
の
は
、
多
く
の
場
合
、
あ
る
出
来
事
に
対
し
て
誰
か
に
責
任
を
帰
属
さ
せ

よ
う
と
す
る
と
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

行
為
お
よ
び
行
為
者
に
対
す
る
我
々
の
典
型
的
な
責
任
帰
属
の
モ
デ
ル
は
、
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個
々
人
の
意
図
や
欲
求
等
の
心
的
プ
ロ
セ
ス
が
行
為
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
、
分

析
系
の
行
為
論
の
基
本
的
な
モ
デ
ル
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
モ

デ
ル
を
共
同
行
為
に
も
適
用
さ
せ
よ
う
と
い
う
還
元
主
義
は
共
通
知
識
を
め
ぐ
る

難
問
に
直
面
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
行
為
者
の
自
然
的
態
度
に
定
位
し
た
モ
デ
ル

が
探
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
後
者
の
モ
デ
ル
を
採
用
す
る
と
、

今
度
は
責
任
帰
属
を
め
ぐ
る
上
述
の
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
む
し
ろ
後
者
の
モ
デ
ル
は
、
近
代
的
な
責
任
概
念
が
孕
む
問
題
を
炙
り
出

す
も
の
だ
と
も
言
え
そ
う
だ
。
つ
ま
り
、
行
為
の
原
因
と
し
て
自
由
意
志（
意
図
、

欲
求
）
の
働
き
と
い
う
心
的
プ
ロ
セ
ス
を
捉
え
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
存
在
を
責
任

帰
属
の
根
拠
と
す
る
こ
と
自
体
に
、
こ
の
モ
デ
ル
は
疑
問
符
を
付
け
る
も
の
だ
と

も
捉
え
う
る
の
で
あ
る
。（
実
際
、
行
為
者
性
を
構
成
す
る
と
通
常
考
え
ら
れ
て

い
る
諸
々
の
心
的
プ
ロ
セ
ス
は
、
誰
か
に
責
任
を
帰
属
さ
せ
る
た
め
に
こ
そ
生
ま

れ
た
り
利
用
さ
れ
た
り
し
て
き
た
も
の
だ
、
と
い
う
見
方
は
、
現
在
で
は
一
定
の

勢
力
を
得
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
小
坂
井
（2008: chap.4-5
）
や
國
分
（2017: 

chap.1

）
な
ど
で
あ
る
。）

５　
「
理
由
」
概
念
に
定
位
し
た
共
同
行
為
論
の
可
能
性

ま
た
、
個
々
人
の
心
的
プ
ロ
セ
ス
が
行
為
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
見
方
に
対
す

る
批
判
は
、
現
在
で
は
「
理
由
」
概
念
の
捉
え
直
し
と
い
う
か
た
ち
で
も
生
じ
て

い
る
。

行
為
の
理
由
は
そ
の
原
因
で
も
あ
る
と
見
な
し
、
個
人
の
心
的
プ
ロ
セ
ス
の
分

析
を
通
じ
て
行
為
の
成
立
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
の
姿
勢
は
、
分

析
系
の
行
為
論
の
伝
統
に
則
っ
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
サ
ー
ル
や
ラ
イ

モ
・
ト
ゥ
オ
メ
ラ
と
い
っ
た
、
分
析
系
の
共
同
行
為
論
に
お
け
る
他
の
代
表
的
な

論
者
も
ま
た
、
こ
の
伝
統
を
踏
襲
し
て
い
る
（Searle 1990, T

uom
ela 2007

）。

し
か
し
、
特
に
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
単
独
行
為
を
め
ぐ
る
分
析
系
の
議
論
に
お

い
て
は
、
別
の
方
向
性
も
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
行
為
が
な
さ

れ
る
理
由
を
め
ぐ
る
探
究
と
し
て
行
為
論
を
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
そ
の
「
理

由
」
と
い
う
も
の
を
、
行
為
の
原
因
た
る
心
的
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
る
の
で
は

な
く
、
行
為
を
正
当
化
す
る
事
態
や
命
題
（
の
よ
う
な
も
の
）
と
し
て
捉
え
る
、

と
い
う
方
向
性
で
あ
る
（D

ancy 2000; etc.

）。
こ
の
方
向
性
に
お
い
て
は
、
心

的
プ
ロ
セ
ス
は
行
為
に
対
し
て
因
果
的
に
ど
う
結
び
つ
く
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と

は
、
さ
し
あ
た
り
行
為
論
の
枢
要
な
課
題
で
は
な
く
な
る
こ
と
に
な
る
。そ
し
て
、

こ
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
共
同
行
為
論
に
も
今
後
広
が
っ
て
い
く
こ
と
は
十

分
に
予
想
さ
れ
る
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
植
村
氏
の
報
告
は
、
初
期
現
象
学
の
議
論
の
な
か
に
、
こ

う
し
た
方
向
性
と
呼
応
し
う
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ゲ
ル

ダ
・
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
、
動
機
と
い
う
も
の
を
脱
心
理
化
す
る
発
想
を
師
ア
レ
ク
サ

ン
ダ
ー
・
プ
フ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
引
き
継
い
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
動
機
づ
け
を
意

志
と
そ
の
理
由
（
根
拠
）
の
間
に
成
り
立
つ
正
当
化
関
係
と
し
て
捉
え
た
う
え
で
、

理
由
は
原
因
か
ら
厳
格
に
区
別
さ
れ
る
と
規
定
す
る
発
想
で
あ
る
。

〔
プ
フ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
れ
ば
〕
私
が
あ
る
理
由
に
基
づ
い
て
決
意
す
る
と

き
、
そ
の
理
由
は
（
場
合
に
よ
っ
て
は
私
の
決
意
に
因
果
的
な
影
響
を
与
え

る
）
私
の
心
的
状
態
で
は
な
く
、
む
し
ろ
私
を
取
り
巻
く
世
界
の
な
か
に
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
植
村 

二
〇
一
七
、九
頁
）

そ
し
て
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
が
こ
の
発
想
を
共
同
行
為
の
圏
内
で
も
展
開
し
て
い
る

と
解
釈
で
き
る
こ
と
は
（
同
四
頁
以
下
）、
分
析
系
の
共
同
行
為
論
に
お
い
て
ま

だ
目
立
っ
て
い
な
い
方
向
性
を
先
取
り
す
る
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
つ
ま
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り
、
共
同
行
為
論
を
め
ぐ
っ
て
、
現
象
学
が
む
し
ろ
分
析
哲
学
に
ア
イ
デ
ィ
ア
を

提
供
す
る
可
能
性
を
も
つ
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

６　

共
同
行
為
に
お
け
る
責
任
の
問
題
②
―
―
集
団
へ
の
責
任
帰
属
を
め
ぐ
っ
て

た
だ
し
、
行
為
を
引
き
起
こ
す
心
的
プ
ロ
セ
ス
の
存
在
に
責
任
帰
属
の
根
拠
を

求
め
る
見
方
を
退
け
る
と
す
れ
ば
、
共
同
行
為
の
行
為
者
た
る
集
団
の
責
任
と
い

う
も
の
を
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
課
題
に
や
は
り

直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

分
析
系
の
行
為
論
と
現
象
学
の
接
点
、
と
い
う
本
稿
（
お
よ
び
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
）
の
主
題
か
ら
は
逸
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
、
集
団
の
責
任
を
め

ぐ
る
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
刑
事
責
任
を
問
う
法

廷
に
お
い
て
は
、
社
会
の
近
代
化
と
と
も
に
、
連
帯
責
任
も
含
む
よ
う
な
集
団
へ

の
責
任
帰
属
か
ら
、
主
観
的
な
認
識
や
意
志
の
有
無
と
い
っ
た
基
準
に
基
づ
く
個

人
へ
の
責
任
帰
属
へ
と
枠
組
み
が
変
遷
し
た
結
果
、
現
在
で
は
、
集
団
そ
れ
自
体

の
責
任
や
罪
と
い
っ
た
も
の
が
裁
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
点
を
ア
ー
レ
ン
ト

は
極
め
て
重
視
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
女
に
よ
れ
ば
、「
人
間
か
ら
シ
ス
テ

ム
に
責
任
を
転
嫁
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
」（A

rendt 1964

→2003: 32
）、「
シ
ス

テ
ム
や
組
織
で
は
な
く
個
人
を
裁
く
」（A

rendt 1965-66

→2003: 57
）
と
い
う

刑
事
司
法
の
機
能
は
、
例
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
的
な
自
己
弁
護
の
ロ
ジ
ッ
ク
、
す
な
わ

ち
、〈
あ
れ
は
集
団
が
や
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
私
は
そ
の
歯
車
に
す
ぎ
な
か
っ
た
〉

と
い
う
歯
車
理
論
を
挫
く
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。彼
女
は
こ
れ
を
、

「
司
法
の
偉
大
さ
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。

司
法
の
否
定
で
き
な
い
偉
大
さ
、
そ
れ
は
、
誰
も
が
自
分
の
こ
と
を
あ

る
種
の
機
械
の
歯
車
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
が
ち
な
大
衆
社
会
に
あ
っ
て
も
、

責
任
を
問
わ
れ
た
個
人
の
人
格
に
注
目
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
あ
る
。

（ibid.

）

彼
女
に
よ
れ
ば
、「
我
々
が
自
分
で
行
わ
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

行
為
に
つ
い
て
罪
を
感
じ

4

4

る4

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た
だ
比
喩
的
な
意
味
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
」

（A
rendt 1964

→2003: 28 

※
強
調
は
原
著
者
）。
も
ち
ろ
ん
、
自
分
の
属
す
る

集
団
や
、
あ
る
い
は
国
家
、
人
類
な
ど
の
成
員
が
過
去
に
行
っ
た
行
為
に
つ
い

て
、
賠
償
な
ど
の
政
治
的
（political

）
責
任
を
負
う
こ
と
は
あ
り
う
る
。
し
か

し
、
そ
れ
に
つ
い
て
罪
を
感
じ
る

4

4

4

4

4

の
は
端
的
に
誤
り
で
あ
り
、
混
乱
の
所
産
で
あ

る
と
い
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
集
団
の
罪
や
集
団
の
無
罪
と
い
う
よ
う
な
も
の

は
存
在
し
な
い
。
有
罪
と
無
罪
の
概
念
は
、
個
人
に
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
意
味

を
成
さ
な
い
」（ibid.: 29

）
と
い
う
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
彼
女
が
強
調
す
る
の

は
、
内
実
を
欠
い
た
〈
集
団
の
罪
〉
な
る
も
の
の
主
張
が
、
か
え
っ
て
集
団
内
の

個
々
人
の
罪
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
危
険
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
集
団
の
罪
と

い
う
も
の
を
自
発
的
に
認
め
る
こ
と
は
、
そ
の
意
図
と
は
反
対
に
、
何
か
を
実
際

に
行
っ
た

4

4

4

人
々
の
罪
を
免
除
す
る
う
え
で
極
め
て
効
果
的
に
働
い
て
き
た
の
で
あ

る
」（A

rendt 1964

→2003: 28 

※
強
調
は
原
著
者
）。

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
集
団
の
責
任
と
い
う
も
の
の
存
在
は
認
め
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
彼
女
に
と
っ
て
、
共
同
行
為
の
行
為
者
と
し
て
の
集
団
の
責
任
を

意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。「
共
同
で
行
わ
れ
た
行
為
に
個
人
が
関
与
し
て
い
る

場
合
で
も
、
裁
か
れ
る
の
は
集
団
で
は
な
く
、
個
人
な
の
で
あ
る
」（A

rendt 
1968

→2003: 148

）。
む
し
ろ
彼
女
に
よ
れ
ば
、
自
分
が
実
行
し
て
い
な
い
こ
と

に
つ
い
て
、
自
発
的
な
仕
方
で
は
自
分
が
離
脱
で
き
な
い
集
団
に
所
属
し
て
い
る

こ
と
に
よ
り
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
こ
そ
が
、
集
団
の
責
任
を
問
わ
れ
る
条
件
を

構
成
す
る
（ibid., 149

）。
つ
ま
り
、
先
述
の
政
治
的
責
任
に
当
て
は
ま
る
も
の
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―
―
そ
し
て
、
そ
れ
の
み
に
当
て
は
ま
る
も
の
―
―
を
、
彼
女
は
集
団
の
責
任
と

呼
ぶ
の
で
あ
る
。

は
た
し
て
、
こ
の
見
解
は
ど
こ
ま
で
妥
当
だ
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
木
村
氏

が
ま
と
め
て
い
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
民
事
責
任
を
問
う
日
本
の
司
法
に
お
い

て
は
、
複
数
の
行
為
者
間
に
〈
共
有
さ
れ
た
意
図
〉
が
認
め
ら
れ
な
く
と
も
、
被

害
者
利
益
の
積
極
的
な
保
護
と
い
う
法
の
趣
旨
に
則
り
、
集
団
（
あ
る
い
は
集
団

の
集
団
）
そ
れ
自
体
に
賠
償
な
ど
の
責
任
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
木
村 

2014

）。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
集
団
そ
れ
自
体
が
行
為
者
と
し
て
立
て
ら
れ

て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
た
と
え
ば
、
小
手
川
正
二
郎
氏
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
Ｉ
・
Ｍ
・
ヤ
ン
グ
の

議
論
か
ら
引
き
出
し
て
い
る
責
任
概
念
―
―
「
無
起
源
責
任
」、
お
よ
び
、
責
任

に
か
ん
す
る
社
会
的
つ
な
が
り
モ
デ
ル
―
―
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
と
対
立
す

る
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
（
小
手
川 2015: chap.8; 2016

）。

行
為
者
と
し
て
の
集
団
は
そ
れ
と
し
て
ど
う
立
て
う
る
の
か
。
そ
し
て
、
集
団

の
責
任
と
い
う
も
の
は
ど
の
よ
う
な
位
相
で
ど
う
捉
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
れ
は

難
問
だ
が
、
ど
う
に
か
し
て
解
き
ほ
ぐ
す
べ
き
難
問
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る

企
業
が
重
大
な
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
、
事
故
の
直
後
に

そ
の
企
業
に
入
社
し
た
社
員
も
、
減
給
を
受
け
る
な
ど
、
責
任
を
分
担
す
る
場
合

が
あ
る
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
新
入
社
員
も
責
任
主
体
の
一
員
と
な
り

う
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
新
入
社
員
は
明
ら
か
に
当
該
の
事
故
を
起
こ
し
て

は
い
な
い
し
、
そ
の
遠
因
と
も
な
っ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
あ
る
戦
争
が
終
結

し
た
後
に
生
ま
れ
た
あ
る
国
の
国
民
が
、
正
当
な
も
の
で
あ
れ
不
当
な
も
の
で
あ

れ
、
そ
の
戦
争
に
対
す
る
責
任
を
求
め
ら
れ
る
場
合
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

戦
後
に
生
ま
れ
た
国
民
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
戦
争
を
行
う
決
定
に
賛
成
し

た
わ
け
で
は
な
い
し
、
武
器
を
握
っ
た
こ
と
も
な
い
。
も
し
、
何
の
条
件
も
置
か

ず
、
個
人
を
超
越
し
た
集
団
そ
れ
自
体
が
行
為
の
主
体
と
し
て
存
立
し
う
る
と
す

る
な
ら
、
新
入
社
員
も
事
故
を
起
こ
し
た
と
か
、
戦
後
に
生
ま
れ
た
国
民
も
戦
争

を
行
っ
た
と
い
っ
た
、
明
ら
か
に
お
か
し
な
主
張
を
排
除
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
そ
れ
ゆ
え
、
共
同
行
為
の
主
体
の
分
析
は
、
単
に
集
団
を
主
体
と
し
て
立
て

れ
ば
済
む
話
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
集
団
が
構
成
さ
れ
る
具
体
的
な
条
件
に
つ
い

て
、
す
な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
な
観
点
や
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
個
々
人
が
同
一
の
行

為
の
主
体
と
し
て
ま
と
め
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
、
当
該
の
行
為
の
内
実
に

つ
い
て
、
分
析
を
行
う
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
、
責
任
と
い
う
概
念
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
も
、
集
団
概

念
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
よ
り
詳
細
な
分
析
を
加
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
具
体
的
に
は
、
道
徳
的
責
任
、
法
的
責
任
、
政
治
的
責
任
と
い
っ
た
、
責
任

概
念
そ
れ
自
体
の
多
様
性
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
集
団
と
責
任
の
関
係
に
つ
い

て
も
慎
重
に
見
定
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
紙
幅
は
も
は
や
尽
き
た
。
本
稿
で
は
、（
１
）
共
同
行
為
に
は
、
過
失

を
は
じ
め
と
し
て
意
図
せ
ざ
る
種
類
の
も
の
も
含
ま
れ
る
こ
と
、（
２
）
共
同
行
為

に
関
す
る
還
元
主
義
モ
デ
ル
を
め
ぐ
る
問
題
と
、
行
為
を
引
き
起
こ
す
心
的
プ
ロ

セ
ス
の
存
在
に
責
任
帰
属
の
根
拠
を
求
め
る
見
方
を
め
ぐ
る
問
題
の
な
か
に
、
分

析
哲
学
と
現
象
学
が
協
働
す
る
接
点
を
見
出
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
、（
３
）
行
為
者

と
し
て
の
集
団
と
い
う
概
念
が
、
責
任
の
概
念
と
絡
ん
で
複
雑
か
つ
重
要
な
課
題

を
哲
学
と
社
会
と
に
突
き
つ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
三
点
を
確
認
し
て
き

た
。
以
上
で
、
本
稿
の
役
割
は
果
た
さ
れ
た
こ
と
に
し
た
い
。
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人
主
義
的
共
同
行
為
論
―
―
間
主
観
的
な
行
為
者
性
」、

東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
博
士
課
程
学
位
論
文
。

古
田
徹
也
（
二
〇
一
一
）、「「
共
同
行
為
」
と
は
何
か
―
―
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
の
定
義
の
批

判
的
検
討
を
通
し
て
」、『
行
為
論
研
究
』第
二
号
、
行
為
論
研
究
会
、
一
～
三
五
頁
。

―
―
―
（
二
〇
一
二
）、「
共
同
行
為
の
構
成
条
件
」、『
哲
學
』
第
六
三
号
、
二
六
五
～

二
七
九
頁
。

―
―
―
（
二
〇
一
七
）、「
共
同
行
為
の
問
題
圏
―
―
分
析
系
の
議
論
を
め
ぐ
っ
て
」、『
現

代
思
想
』
二
〇
一
七
年
一
二
月
臨
時
増
刊
号
、
青
土
社
、
二
二
二
～
二
三
四
頁
。

※
本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
１
６
Ｋ
０
２
２
１
８
お
よ
び
１
７
Ｈ
０
２
２
６
０
の
助

成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
古
田
徹
也
・
ふ
る
た　

て
つ
や
・
専
修
大
学
）
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一　

還
元
主
義
の
限
界
―
―
期
待
の
循
環
と
共
有
知
識

現
代
の
分
析
哲
学
を
中
心
と
し
た
共
同
行
為
論
の
議
論
に
お
い
て
、
現
象
学
者

の
立
場
か
ら
発
言
し
て
い
る
ハ
ン
ス
・
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、「
わ
れ

わ
れ
志
向
性
」
に
つ
い
て
論
じ
た
浩
瀚
な
書
物
の
な
か
で
、
還
元
主
義
的
な
共
同

行
為
論
の
隘
路
を
指
摘
し
、
概
略
以
下
の
理
由
か
ら
還
元
主
義
が
失
敗
し
て
い
る

と
述
べ
る
（Schm

id 2005: 122ff.

）。
第
一
に
、
相
手
が
貢
献
す
る
こ
と
に
つ
い

て
の
相
互
信
念
は
無
限
の
反
復
を
引
き
起
こ
す
こ
と
、
第
二
に
、
実
際
の
行
為
者

の
心
理
や
認
知
能
力
か
ら
す
れ
ば
蓋
然
性
の
低
い
そ
の
よ
う
な
信
念
を
行
為
者
が

仮
に
も
ち
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
そ
の
行
為
が
共
同
行
為
へ
の
寄
与

だ
と
み
な
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
相
互
信
念
な
い
し
共
有
知
識
を
生
み
出
す
こ
と

は
な
い
。

共
同
行
為
に
関
す
る
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
の
説
明
戦
略
は
、
サ
ー
ル
や
ギ
ル
バ
ー

ト
の
非
還
元
主
義
の
立
場
と
は
異
な
り
、「
共
有
さ
れ
た
協
力
的
活
動
（shared 

cooperative activity

）」
を
中
核
と
し
て
、
個
人
主
義
的
か
つ
還
元
的
な
モ
デ

ル
の
構
築
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
モ
デ
ル
が
、
共
同

行
為
の
成
立
条
件
と
し
て
知
識
の
共
有
を
仮
定
す
る
の
み
な
ら
ず
、
相
手
が
共
同

行
為
に
寄
与
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
つ
い
て
の
信
念
が
真
で
あ
る
こ
と
を
要
請
し

て
い
る
こ
と
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
指
摘
す
る
他
者
認
識
の
無
限
循
環
か
共
有
知
識

か
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
あ
っ
て
、
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
が
共
同
行
為
の
前
提
と
し
て
後

者
を
先
取
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
古
田
は
こ
れ
を
「
三
人
称
的
視
点
の

密
輸
入
」
と
し
て
鋭
く
批
判
し
て
い
る
が
（
古
田
二
〇
一
一
、二
三
）、
ブ
ラ
ッ
ト

マ
ン
自
身
も
の
ち
に
は
共
有
知
識
が
「
個
人
の
行
為
者
性
の
構
造
」
を
逸
脱
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
に
至
っ
て
い
る
（Bratm

an 2009: 51

）⑴
。

だ
が
、
こ
う
し
た
還
元
主
義
の
隘
路
に
む
し
ろ
自
覚
的
に
立
つ
こ
と
が
、「
自
然

的
態
度
」
に
お
け
る
行
為
の
記
述
に
関
心
を
も
つ
現
象
学
者
に
と
っ
て
は
重
要
で

は
な
い
か
。
日
常
を
生
き
る
行
為
者
は
た
し
か
に
、
客
観
性
や
共
有
の
裏
づ
け
が

な
い
知
識
―
―
フ
ォ
ー
ク
ウ
ェ
イ
ズ
や
似
非
科
学
の
よ
う
な
臆
見
、
さ
ら
に
は
実

体
の
な
い
「
空
気
」
の
ご
と
き
「
知
識
」
―
―
を
、
あ
る
意
味
独
断
的
に
先
取
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
論
が
想
定
す
る
非
現
実
な
循
環
を
乗
り
越
え
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
共
有
知
識
と
期
待
の
循
環
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
二
〇
世

紀
初
頭
の
社
会
学
者
た
ち
が
展
開
し
た
議
論
を
取
り
上
げ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
対
し

て
現
象
学
者
ら
が
寄
せ
た
批
判
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
、
現
代
の
共
同
行
為
論
に

対
す
る
現
象
学
の
貢
献
を
探
る
。
以
下
で
は
ま
ず
こ
の
問
題
を
最
初
期
に
洞
察
し

共
同
行
為
と
期
待
の
循
環

―
草
創
期
ド
イ
ツ
社
会
学
に
お
け
る
現
象
学
の
位
置

―

木

村

正

人
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て
い
た
リ
ッ
プ
ス
の
議
論
を
取
り
上
げ
、
そ
の
感
情
移
入
説
に
よ
る
解
決
と
ジ
ン

メ
ル
の
相
互
作
用
論
を
比
較
的
に
検
討
す
る
。
さ
ら
に
行
為
論
を
基
礎
と
す
る

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
理
解
社
会
学
に
お
け
る
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
行
為
概
念
と
社
会
関

係
論
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
応
答
と
し
て
シ
ュ
ッ
ツ
ら
初
期
の
現
象
学
者
た
ち

が
示
し
た
論
点
を
、
現
代
の
共
同
行
為
論
に
対
す
る
寄
与
と
し
て
引
き
出
し
て
み

た
い 

⑵

。

二　

感
情
移
入
と
信
頼
―
―
リ
ッ
プ
ス
と
ジ
ン
メ
ル

興
味
深
い
こ
と
に
、
テ
オ
ド
ー
ル
・
リ
ッ
プ
ス
は
一
九
〇
七
年
の
論
文
「
社
会

学
の
根
本
問
題
」
に
お
い
て
、「
社
会
は
い
か
に
し
て
成
立
し
う
る
か
」
と
い
う
問

い
を
社
会
学
の
根
本
問
題
と
位
置
づ
け
、
そ
れ
に
回
答
を
与
え
る
た
め
に
は
、
ま

ず
他
我
認
識
の
問
題
を
「
先
決
問
題
」
と
し
て
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
、

期
待
の
循
環
問
題
に
論
究
し
て
い
る
（Lipps 1907: 652f.

）。
彼
は
い
わ
ゆ
る
類

推
（A

nalogieschluß

）
説
に
よ
る
他
我
問
題
の
解
決
を
退
け
、
周
知
の
感
情
移

入
論
を
導
入
す
る
。
つ
ま
り
私
が
他
者
に
つ
い
て
も
っ
て
い
る
知
識
は
、
そ
れ
自

体
他
者
と
の
「
関
係
」
に
ち
が
い
な
い
が
、
重
要
な
の
は
そ
う
し
た
知
識
や
推
論

を
通
じ
た
あ
る
種
「
理
論
的
な
」
つ
な
が
り
以
前
の
、
感
情
移
入
を
通
じ
た
「
実

践
的
な
つ
な
が
り
」
で
あ
る
、
と
。
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
通
じ
た
推
論
や
知
識
の
獲
得

以
前
に
、
感
情
移
入
を
介
し
て
私
と
他
者
の
意
識
生
が
同
一
視
さ
れ
る
こ
の
「
傾

向
」
を
、
リ
ッ
プ
ス
は
「
共
体
験
の
傾
向
」
と
呼
ぶ
（ebd.: 656

）。

そ
し
て
リ
ッ
プ
ス
は
、
当
時
ド
イ
ツ
で
ま
さ
に
個
別
科
学
と
し
て
出
発
し
つ
つ

あ
っ
た
社
会
学
の
既
存
の
文
献
は
、
社
会
学
の
根
本
問
題
が
こ
の
感
情
移
入
の
事

実
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
欠
い
て
お
り
、
個
体
間
の
内
面
的
な

つ
な
が
り
を
個
人
心
理
―
―
と
り
わ
け
「
利
己
的
な
」
そ
れ
（ebd.: 667

）
―
―

か
ら
「
発
達
史
的
に
」
導
き
出
そ
う
と
す
る
試
み
の
ゆ
え
に
「
き
わ
め
て
素
朴
な

仕
方
に
お
い
て
循
環
論
に
陥
る
」
と
主
張
す
る
（ebd.: 657

）。

個
人
Ａ
が
別
の
個
人
Ｂ
を
心
か
ら
顧
慮
し
た
と
し
て
、
そ
れ
は
そ
の
代
わ

り
に
Ｂ
か
ら
顧
慮
さ
れ
る
「
た
め
」
で
あ
る
。
そ
し
て
時
を
経
て
、
個
人
Ａ

が
個
人
Ｂ
を
顧
慮
す
る
こ
と
は
習
慣
と
な
る
。す
な
わ
ち
一
般
的
に
言
え
ば
、

彼
ら
が
相
互
に
顧
慮
す
る
こ
と
を
自
身
に
と
っ
て
利
益
が
あ
る
と
認
め
、
そ

れ
ゆ
え
に
繰
り
返
し
て
そ
れ
を
実
行
し
た
こ
と
が
ま
さ
し
く

0

0

0

0

理
由
に
な
っ

て
、
個
人
そ
の
も
の
が
相
互
に
顧
慮
す
る
こ
と
が
習
慣
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
個
人
の
内
面
的
な
結
合
、
言
い
換
え
れ
ば
社
会

0

0

が
発
生
し

た
の
で
あ
る
と
。
し
か
し
そ
れ
で
は
私
は
尋
ね
る
が
、
Ａ
が
Ｂ
か
ら
さ
ら
に

顧
慮
さ
れ
た
い
が
「
た
め
」
に
Ｂ
を
顧
慮
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
な
る

こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。
無
論
そ
れ
は
、
Ａ
が
そ
の
代
わ
り
に
Ｂ
か
ら
顧
慮

を
受
け
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
期
待

0

0

の
下
に
顧
慮
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

こ
の
奇
妙
な
「
期
待
」
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
善
は
善
を
も
っ

て
報
い
る
、
言
い
換
え
れ
ば
「
恩
に
感
ず
る
」
と
い
う
義
務
づ
け

0

0

0

0

の
意
識
を

Ｂ
が
自
身
の
う
ち
に
体
験
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
Ａ
と
い
う
個
人
が
信

頼
し
た
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
個
人
Ａ
は
個
人
Ｂ
が
代
わ
り
に
Ａ
を
顧
慮

す
る
だ
ろ
う
と
期
待
す
る
の
か
。
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
信
頼

0

0

は
ど
こ
か
ら
来

る
の
か
。
事
実
、
こ
の
信
頼
は
Ａ
が
自
分
自
身

0

0

0

0

の
う
ち
に
、
善
は
善
を
も
っ

て
報
い
る
と
い
う
義
務
の
意
識
を
見
出
し
た
こ
と
、
そ
し
て
Ａ
が
自
分
の
う

ち
に
体
験
し
た
事
柄
を
そ
れ
か
ら
Ｂ
に
移
入
し
た

0

0

0

0

（übertragen

）
と
い
う

こ
と
に
し
か
基
づ
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
…
「
期
待
」
は
決
し
て
そ0

れ
自
体

0

0

0

に
よ
っ
て
は
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
結
局
ど

こ
か
に
確
固
た
る
基
礎
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
期
待
は
最

後
に
そ
れ
以
上
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
一
つ
の
事
実
に
基
礎
づ
け
ら
れ
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
（ebd.: 657f.

）。

リ
ッ
プ
ス
は
、
期
待
の
一
致
を
過
去
の
利
得
経
験
に
基
づ
く
帰
納
的
な
推
論

（
習
慣
）
に
よ
っ
て
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
相
互
顧
慮
や
信
頼
、
義
務
感
を
導

出
し
う
る
い
わ
ば
法
則
的
基
礎
を
求
め
て
、
感
情
移
入
と
共
体
験
の
傾
向
に
言
及

し
て
い
る
。
彼
は
こ
れ
ら
を
人
間
の
「
利
他
的
な
傾
向
」
と
い
う
本
能
的
必
然
性

と
位
置
づ
け
て
、
期
待
の
循
環
を
断
ち
切
る
不
可
疑
の
参
照
点
と
捉
え
て
い
る
の

で
あ
る
。

リ
ッ
プ
ス
は
具
体
的
な
名
を
挙
げ
て
い
な
い
が
、
利
己
主
義
的
想
定
を
別
と
す

れ
ば
、
社
会
一
般
を
心
的
相
互
作
用
や
内
面
的
結
合
と
し
て
理
解
し
、
そ
の
成
立

可
能
性
に
関
す
る
問
い
を
「
社
会
学
の
根
本
問
題
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、

彼
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
ゲ
オ
ル
ク
・
ジ
ン
メ
ル
で
あ
ろ
う
。
社
会
学
史
に

お
け
る
ジ
ン
メ
ル
の
革
新
的
な
着
眼
点
は
、
社
会
の
構
成
を
「
心
理
学
的
な
顕
微

鏡
に
よ
っ
て
の
み
捉
え
ら
れ
る
」
個
人
間
の
内
的
結
合
に
見
出
し
、
そ
の
相
互
作

用
の
形
式
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
社
会
学
の
学
と
し
て
の
独
自
性
を
見
出
そ
う
と

し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
（Sim

m
el [1894] 1908: 2

）。

ジ
ン
メ
ル
は
確
か
に
、
心
的
相
互
作
用
の
成
立
を
相
互
の
知
識
と
信
頼
に
求
め

て
い
る
。
し
か
し
彼
が
他
方
で
重
視
し
た
の
は
、
む
し
ろ
他
者
に
つ
い
て
の
無
知

で
あ
っ
た
。
彼
は
一
八
九
四
年
の
論
文「
社
会
学
の
問
題
」を
所
収
し
た
主
著『
社

会
学
』（
一
九
〇
八
年
）の
第
五
章
で
、「
秘
密
と
秘
密
結
社
」に
つ
い
て
論
じ
た
際
、

信
頼
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。「
信
頼
は
、
実
際
の
行
動
の
基
礎
と
な
る

ほ
ど
に
十
分
に
確
実
な
将
来
の
行
動
の
仮
説
と
し
て
、
ま
さ
に
仮
説
と
し
て
、
人

間
に
つ
い
て
の
知
識
と
無
知
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
中
間
状
態
な
の
で
あ
る
。
完
全

に
知
っ
て
い
る
者
は
信
頼
す
る

0

0

0

0

必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
完
全
に
知
ら
な
い

0

0

者

は
合
理
的
に
は
決
し
て
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（Sim

m
el 1908: 346

）。

相
互
作
用
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
た
し
か
に
相
互
知
識
が
必
要
で
あ
る
が
、

同
時
に
他0

者
は
、
ま
さ
し
く
他
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
完
全
に
社
会
的
統
一
の
な
か

に
は
収
ま
り
き
ら
ず
、
た
え
ず
隠
蔽
さ
れ
、
社
会
化
さ
れ
て
い
る
以
上
の
存
在

（aussersoziales Sein

）
と
し
て
あ
る
（ebd.: 36

）。
他
者
の
わ
か
ら
な
さ
、「
秘

密
」
を
保
持
し
た
ま
ま
、
し
か
し
な
お
相
互
作
用
と
い
う
社
会
が
可
能
な
の
は
、

ひ
と
つ
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
他
者
を
役
割
や
職
業
類
型
な
ど
に
一
般
化
し
て
理
解

し
、
成
員
各
々
の
独
特
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
あ
た
か
も

0

0

0

0

す
べ
て
の
成
員
が
統
一

的
な
関
係
に
あ
る
か
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

」（ebd.: 43

）
扱
う
か
ら
で
あ
る
。
他
者
が
こ
の

よ
う
に
知
と
無
知
の
二
重
性
の
う
ち
に
顕
現
し
つ
つ
、
相
互
作
用
に
お
い
て
調
和

が
仮
構
さ
れ
る
こ
と
を
、
ジ
ン
メ
ル
は
「
社
会
化
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
条
件
」
と
呼

び
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
そ
の
よ
う
な
条
件
を
見
抜
く
見
方
の
こ
と
を
「
心
理
学
的

に
で
は
な
く
、
純
粋
に
社
会
的
な
内
容
そ
の
も
の
に
着
目
す
る
現
象
学
的
」
な
見

方
と
呼
ん
で
い
る
（ebd.

）。

既
存
の
社
会
理
論
を
批
判
し
た
リ
ッ
プ
ス
の
議
論
に
見
る
べ
き
点
は
、
共
同
行

為
の
社
会
性
が
構
成
さ
れ
る
に
は
、
知
識
や
意
図
の
共
有
以
前
に
、
他
者
の
存
在

が
把
握
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
感
情
や
体
験
水
準
で
の
共
有
が
先

立
つ
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。し
か
し
ジ
ン
メ
ル
と
の
対
比
で
い
え
ば
、

リ
ッ
プ
ス
の
相
互
作
用
論
は
、
循
環
論
を
避
け
、
他
者
と
の
同
一
化
を
強
調
す
る

あ
ま
り
、
相
互
期
待
の
一
致
は
説
明
で
き
て
も
、
不
一
致
の
可
能
性
を
排
除
し
て

し
ま
う
。

リ
ッ
プ
ス
の
議
論
を
隘
路
に
導
く
の
は
、
す
で
に
見
た
彼
の
演
繹
的
思
考
で
あ

る 

⑶

。
相
互
期
待
の
「
奇
妙
さ
」
を
「
本
能
的
傾
向
性
」
と
い
う
「
確
固
た
る
基
礎
」

に
も
と
づ
け
る
こ
と
で
解
消
し
よ
う
と
す
る
リ
ッ
プ
ス
は
、
過
去
の
経
験
に
も
と

づ
く
帰
納
推
理
に
よ
っ
て
た
だ
蓋
然
的
に
の
み
基
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
信
頼
を
介

し
て
（「
こ
れ
ま
で
そ
う
だ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
か
ら
も
き
っ
と
そ
う
だ
ろ
う
」）
期
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待
の
一
致
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
は
十
分
で
は
な
い
と
し
、
そ
こ
に
本
能
的
必
然
性

を
要
請
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
行
為
者
に
よ
る
期
待
は
誤
謬
の
余
地
の

み
な
ら
ず
、
信
頼
に
よ
っ
て
含
意
さ
れ
て
い
る
投
企
的
な
性
格
を
逸
し
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
。
ジ
ン
メ
ル
が
注
意
深
く
補
足
す
る
よ
う
に
（ebd.: 346

）、
信
頼

は
極
端
な
場
合
に
は
、
宗
教
的
信
仰
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
反
対
の
証
明
に
も
か
か

わ
ら
ず
維
持
さ
れ
う
る
。
信
頼
を
知
識
で
裏
づ
け
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
信
頼
を

あ
ら
か
じ
め
完
全
に
保
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

三　

形
式
社
会
学
か
ら
現
象
学
的
社
会
学
へ

と
も
あ
れ
、
ジ
ン
メ
ル
が
提
起
し
た
、
相
互
作
用
論
に
よ
る
社
会
学
の
基
礎
づ

け
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
と
内
的
作
用
へ
の
注
目
は
、
ド
イ
ツ
社
会
学
の
草
創
期
に

あ
た
る
こ
の
時
期
に
、
ほ
か
な
ら
ぬ
現
象
学
へ
の
大
き
な
注
目
を
喚
起
し
た
。
当

時
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ー
ゼ
と
並
ん
で
、
ジ
ン
メ
ル
の
形
式
社
会
学
を
継
承
す
る
論
者

の
ひ
と
り
と
目
さ
れ
て
い
た
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
フ
ィ
ー
ア
カ
ン
ト
は
、
そ
の
著

書
『
社
会
学
』
の
序
言
で
、
概
略
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的

変
遷
に
左
右
さ
れ
な
い
社
会
的
生
の
本
質
に
由
来
す
る
社
会
の
形
式
と
力
、
事
実

を
扱
う
と
い
う
社
会
学
の
目
標
は
ジ
ン
メ
ル
に
よ
っ
て
発
案
さ
れ
た
が
、
い
ま
だ

解
決
は
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
た
だ
現
象
学
の
発
展
を
通
じ
て
解
決
さ
れ

る
。
現
象
学
は
、
経
験
的
帰
納
的
偶
然
的
な
諸
類
型
で
は
な
く
、
事
物
の「
本
質
」

に
由
来
す
る
論
理
的
特
徴
を
も
っ
た
諸
類
型
を
設
定
す
る
可
能
性
を
、
こ
の
分
野

に
対
し
て
保
証
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
、
と
（V

ierkandt 1923: iii

）。
こ
う
し

た
認
識
は
、
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
・
ク
ラ
カ
ウ
ア
ー
（K

racauer 1922

）、
テ
オ

ド
ー
ル
・
リ
ッ
ト
（Litt 1924

）
ら
に
よ
っ
て
も
共
有
さ
れ
、
現
象
学
的
社
会
学

と
呼
ば
れ
る
一
群
の
潮
流
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る 

⑷

。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の

試
み
は
な
お
、
現
象
学
を
標
語
的
に
の
み
取
り
上
げ
て
い
る
感
が
強
い
。
フ
ィ
ー

ア
カ
ン
ト
が
上
掲
書
で
実
際
に
行
っ
て
い
る
作
業
は
、
ジ
ン
メ
ル
の
心
的
相
互
作

用
概
念
に
加
え
、
テ
ニ
エ
ス
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
概
念
を
手
掛
か
り
に
、
支
配

と
従
属
、
ケ
ア
、
闘
争
、
同
感
（Sym

pathie

）、
模
倣
、
社
交
と
い
っ
た
社
会

化
の
形
式
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
衝
動
や
本
能
を
も
っ
て
記
述
心
理
学
的
に

説
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
相
互
作
用
の
「
基
礎
づ
け
」
の
方
法
は
そ

の
限
り
に
お
い
て
、
む
し
ろ
リ
ッ
プ
ス
の
も
の
に
近
い
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
社
会
学
分
野
に
お
け
る
現
象
学
へ
の
初
期
の
言
及
が
、
い
ず
れ

も
ジ
ン
メ
ル
の
形
式
社
会
学
へ
の
応
答
と
し
て
、
内
的
相
互
作
用
の
形
式
を
行
動

主
義
心
理
学
の
帰
納
的
方
法
に
よ
ら
ず
に
記
述
す
る
目
的
で
な
さ
れ
た
こ
と
は
注

目
に
値
す
る
。
今
日
、
現
象
学
的
社
会
学
と
い
え
ば
、
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
シ
ュ
ッ

ツ
と
そ
の
影
響
下
に
あ
る
論
者
た
ち
が
も
っ
ぱ
ら
想
起
さ
れ
る
が
、
シ
ュ
ッ
ツ
は

形
式
社
会
学
で
は
な
く
、
行
為
論
に
も
と
づ
く
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
理
解
社
会
学
を
基

礎
に
、
現
象
学
的
な
志
向
性
分
析
を
応
用
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
着
眼
点
の
独
自

性
は
先
行
す
る
試
み
と
の
比
較
に
お
い
て
際
立
っ
て
い
る
。

四　

ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
行
為
と
諒
解

ジ
ン
メ
ル
の
議
論
は
相
互
作
用
論
で
あ
っ
て
、
社
会
関
係
自
体
を
議
論
の
出
発

点
に
お
い
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
関
係
の
形
式
に
焦
点
が
当
て
ら

れ
、
相
互
作
用
が
結
ば
れ
る
動
機
や
目
的
と
い
っ
た
「
内
容
」
は
問
わ
れ
な
い
。

初
期
の
「
現
象
学
的
」
試
み
が
補
完
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
こ
の
相
互
作
用
の
形

式
の
心
的
な
基
礎
づ
け
で
あ
り
、
あ
る
い
は
内
容
に
関
わ
る
知
識
社
会
学
的
試
み

で
あ
っ
た
。
社
会
関
係
か
ら
社
会
的
行
為
へ
と
遡
及
し
、
行
為
意
図
と
い
う
志
向

的
態
度
を
分
析
の
俎
上
に
載
せ
た
の
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
で
あ
る
。
そ

の
後
社
会
学
分
野
で
展
開
さ
れ
て
き
た
共
同
行
為
論
の
礎
は
、
彼
の
ゲ
マ
イ
ン

シ
ャ
フ
ト
（
共
同
体
）
行
為
概
念
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
周
知
の
ご
と
く
、
論
文
「
理
解
社
会
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」

（W
eber 1913

）
に
お
い
て
行
為
論
に
も
と
づ
く
理
解
社
会
学
の
方
法
を
定
式
化

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
学
の
心
理
学
的
方
法
か
ら
の
訣
別
を
宣
言
し
た 

⑸

。

理
解
社
会
学
が
行
為
の
説
明
を
通
じ
て
社
会
を
説
明
す
る
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は

人
間
の
心
的
生
理
的
特
性
か
ら
行
為
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
行
為
者

自
身
が
他
者
の
行
動
に
つ
い
て
な
す
期
待
の
合
理
性
（
主
観
的
目
的
合
理
性
）
と

そ
の
見
込
み
の
妥
当
性
（
客
観
的
整
合
合
理
性
）
か
ら
行
為
を
捉
え
る
こ
と
を
指

す
（W

eber [1913] 1922: 408
）。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
そ
こ
で
、「
人
間
の
行
為
が
当

人
の
主
観
に
お
い
て
他
の
人
間
の
行
動
へ
と
意
味
の
上
で

0

0

0

0

0

関
係
づ
け
ら
れ
て
い

る
」
よ
う
な
行
為
、
す
な
わ
ち
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
行
為
」
を
社
会
学
特
有
の

対
象
と
し
て
位
置
づ
け
る
。

ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
行
為
は
、
他
者
の
行
動
へ
と
主
観
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
て

い
る
が
ゆ
え
に
、
典
型
的
に
は
、
他
者
の
一
定
の
行
動
に
対
す
る
行
為
者
の
期
待

に
準
拠
し
て
い
る 

⑹

。
し
か
し
た
だ
自
ら
の
他
者
へ
の
期
待
に
準
拠
す
る
だ
け

で
は
不
安
定
な
の
で
、
行
為
者
は
、
そ
う
し
た
期
待
に
一
定
の
「
見
込
み
」
を
も

た
ら
す
法
や
慣
習
律
、
思
考
習
慣
と
い
っ
た
「
定
律
」（O

rdnung
秩
序
）
を
頼

み
に
す
る
。

定
律
の
遵
守
は
、
法
秩
序
の
場
合
に
は
強
制
装
置
の
存
在
に
よ
っ
て
、
慣
習
律

の
場
合
に
は
社
会
的
制
裁
の
存
在
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
る
。
ま
た
定
律
の
う
ち
、

対
等
な
当
事
者
間
に
交
わ
さ
れ
た
（
と
主
観
的
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
）
合
意
を
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
協
定
（V

ereinbarung

）
と
呼
び
、
強
制
な
い
し
服
従
に
よ
る

も
の
は
「
押
し
つ
け
」（O

ktroyierung

）
と
呼
ん
で
い
る
。
協
定
（
ブ
ラ
ッ
ト

マ
ン
や
ギ
ル
バ
ー
ト
が
言
う
明
示
的
合
意
）
が
存
在
す
る
場
合
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は

特
に
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
行
為
と
呼
ぶ
が
、
そ
れ
は
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
行
為
の
下

位
類
型
で
あ
り
、
依
拠
す
る
定
律
が
協
定
で
あ
ろ
う
と
押
し
つ
け
で
あ
ろ
う
と
、

行
為
者
に
よ
る
最
低
限
の
同
意
が
含
ま
れ
る
限
り
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
行
為
は

成
立
し
う
る
（
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
のshared, not cooperative activity

）。
こ
の

よ
う
に
、
単
に
目
的
的
意
図
の
共
有
に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
な
す
べ
き
理
由
を

示
す
定
律
の
内
容
と
性
質
、
そ
れ
に
従
う
動
機
に
よ
っ
て
、
種
々
の
社
会
関
係
が

分
類
で
き
る
と
い
う
の
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
社
会
関
係
論
の
基
本
構
想
で
あ
っ
た
。

他
者
へ
の
期
待
が
、
定
律
の
共
有
と
遵
守
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
下
支
え

さ
れ
る
こ
と
は
、
期
待
の
一
致
の
蓋
然
性
を
高
め
る
の
み
な
ら
ず
、
共
同
行
為
に

直
接
参
与
し
な
い
第
三
者
の
期
待
を
担
保
す
る
意
味
で
も
重
要
で
あ
る
。
と
は
い

え
、
こ
れ
で
は
行
為
意
図
に
関
わ
る
期
待
の
循
環
が
、
定
律
の
共
有
と
い
う
「
共

有
知
識
」
問
題
に
先
送
り
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
か
。
定
律
が
共
有
さ
れ
る
根
源

的
な
機
制
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
注
目
す
る
の
が
、
定
律
に
関
す
る
明
示
的
な
協
定
が
実
際
に
は

存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
協
定
が
あ
る「
か
の
よ
う
に
」、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ

フ
ト
行
為
が
経
過
し
て
い
く
場
合
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
行
為
が
協
定
さ
れ
た
定
律

に
よ
っ
て
〈
あ
た
か
も
〉
規
定
さ
れ
て
い
る
〈
か
の
よ
う
に
〉
み
え
る
、
と
い
う

全
体
的
効
果
が
生
じ
る
の
は
決
し
て
人
間
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
行
為
の
み
で
は

な
い
」（ebd.: 430

）。
酔
っ
ぱ
ら
い
の
取
り
押
さ
え
や
救
難
行
為
な
ど
群
集
的
ま

た
は
斉
一
的
に
行
わ
れ
た
集
合
行
動
も
ま
た
同
様
の
効
果
を
惹
起
し
う
る
。
そ
れ

で
は
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
行
為
な
い
し
共
同
行
為
と
、
社
会
学
が
対
象
と
し
な

い
単
な
る
集
合
行
動
と
を
分
け
る
の
は
何
な
の
か
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
と
き
、

た
だ
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
行
為
に
の
み
認
め
ら
れ
る
、「
か
の
よ
う
に
」
の
特
性
を

「
諒
解
」（Einverständnis

）
と
呼
び
、
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

諒
解
と
い
う
概
念
の
も
と
に
理
解
さ
れ
る
の
は
次
の
よ
う
な
事
態
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
他
者
の
行
動
に
つ
い
て
期
待
し
、
そ
れ
に
準
拠
し
て
行
為
す
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れ
ば
、
そ
の
期
待
通
り
に
な
る
可
能
性
が
次
の
理
由
か
ら
経
験
的
に
妥
当
し

て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
理
由
と
は
、
当
の
他
者
が
そ
の
期
待
を
、
協
定

が
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
行
動
に
と
っ
て
意
味
上
「
妥
当

な
も
の
」
と
し
て
実
際
に
扱
う
蓋
然
性
が
客
観
的
に
存
在
し
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
（ebd.: 432

）。

「
方
法
論
的
個
人
主
義
」
を
標
榜
し
、
行
為
の
構
成
要
素
を
個
人
の
志
向
的
態

度
（
意
図
）
に
見
出
す
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
意
外
に
も
、
ゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
行
為
の
成
立
を
、
期
待
の
「
経
験
的
妥
当
性
」
と
期
待
が
実
現

す
る
「
客
観
的
蓋
然
性
」
に
求
め
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
妥
当
性
要
件
は
、

ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
行
為
に
参
与
す
る
当
事
者
に
よ
る
主
観
的
評
価
に
還
元
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
も
強
調
し
て
い
る
の
で
あ

る 

⑺

。

五　

わ
れ
わ
れ
関
係
の
先
与
性
―
―
シ
ュ
ッ
ツ
に
よ
る
現
象
学
的
補
遺

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
関
係
概
念
が
多
義
的
で
あ
る
こ
と
は
、
シ
ュ
ッ
ツ
が

ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
寄
せ
た
最
重
要
の
批
判
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
（Schütz [1932] 

2004: 299ff.; 423ff.

）。
社
会
関
係
概
念
に
関
す
る
彼
の
批
判
は
さ
し
あ
た
っ
て
、

主
観
的
可
能
性
と
客
観
的
可
能
性
の
区
別
に
関
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
記
述
の
曖
昧

さ
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
。
複
数
行
為
者
や
観
察
者
の
あ
い
だ
で
社
会
関
係

の
存
在
に
つ
い
て
の
判
断
が
一
致
し
な
い
こ
と
が
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
観
察
者

の
判
断
で
あ
れ
、
そ
の
「
客
観
的
」
可
能
性
に
つ
い
て
の
洞
察
の
程
度
は
一
様
で

は
な
い
。
つ
ま
り
社
会
関
係
の
存
立
に
は
観
察
と
記
述
の
視
点
に
応
じ
て
、
無
数

の
解
釈
可
能
性
が
あ
る
（ebd.: 300ff.

）。

社
会
関
係
の
存
立
可
能
性
を
行
為
者
自
身
が
「
客
観
的
に
」
判
断
す
る
こ
と
も

も
ち
ろ
ん
あ
り
う
る
が
、
そ
の
場
合
、
行
為
者
は
自
ら
が
参
与
し
て
い
る
社
会
関

係
に
対
し
、
観
察
者
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
行
為
者
は
そ
れ
に

よ
っ
て
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
行
為
に
没
入
し
て
関
係
そ
の
も
の
を
生
き
て
い
る

状
態
か
ら
、
多
か
れ
少
な
か
れ
「
離
脱
し
て
」
し
ま
う
（ebd.: 306.

）。

日
常
世
界
を
素
朴
に
生
き
る
日
常
人
は
む
し
ろ
、
シ
ュ
ッ
ツ
が
シ
ェ
ー
ラ
ー
に

依
拠
し
て
述
べ
る
よ
う
に
、
他
者
の
存
在
を
、
そ
こ
に
あ
る
身
体
物
体
へ
の
感
情

移
入
や
類
推
、
知
識
に
よ
っ
て
構
成
し
た
り
、
期
待
の
妥
当
性
を
殊
更
裏
づ
け
ず

と
も
、
端
的
に
そ
れ
ら
を
自
明
視
し
て
い
る
（「
他
我
の
一
般
定
立
」）。
そ
し
て

社
会
的
世
界
は
た
だ
私
に
と
っ
て
の
み
現
出
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
私
と
等
根

源
的
な
他
者
た
ち
に
と
っ
て
も
ま
た
あ
る
の
で
あ
り
、
世
界
経
験
自
体
が
す
で
に

私
と
は
独
立
し
た
他
の
私
の
存
在
を
前
提
に
し
て
い
る 

⑻

。
シ
ュ
ッ
ツ
は
、
こ

の
明
示
的
に
は
対
象
化
さ
れ
て
い
な
い
前
反
省
的
な
「
わ
れ
わ
れ
」
体
験
こ
そ
が
、

あ
ら
ゆ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
社
会
的
行
為
、
そ
し
て
「
共
同
の
労
働
と
作

業
」（gem

einsam
es W

irken und W
erken

）（ebd.: 303

）
が
成
立
す
る
前

提
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
共
同
主
体
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
は
、
行
為
意
図
の

共
有
に
先
立
ち
、
前
反
省
的
な
体
験
レ
ベ
ル
で
与
え
ら
れ
て
い
る
所
与
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る 

⑼

。

も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
種
々
の
共
同
行
為
を
行
う
た
め
に
は
、
他
者
の
存
在
を
自

明
視
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
目
の
前
に
い
る
具
体
的
な
他
者
が
ど
の
よ
う
な

人
間
で
あ
り
、
何
を
し
て
い
る
か
（
他
者
の
相
在
と
行
為
の
直
接
的
理
解
）、
な

ぜ
そ
の
よ
う
に
振
る
舞
う
の
か
（
動
機
の
説
明
的
理
解
）
が
把
握
可
能
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い 

⑽

。
手
掛
か
り
と
な
る
の
は
他
者
の
身
体
で
あ
る
。
他
我
の
一
般

定
立
が
成
立
し
て
い
る
と
き
、
目
の
前
に
あ
る
身
体
物
体
が
有
心
的
な
他
者
の
そ

れ
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
、
他
者
の
体
験
を
同
時
的
に
指
示
す
る
「
指
標
の
宝

庫
」、
表
現
野
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
自
明
視
さ
れ
て
い
る
。
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対
面
状
況
に
あ
る
行
為
者
た
ち
は
、
た
と
え
ば
期
待
の
循
環
問
題
を
洗
練
さ
れ

た
形
で
考
察
す
る
ゲ
ー
ム
理
論
が
、
種
々
の
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
状
況
に
お
い
て
し

ば
し
ば
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
互
い
の
欲
求
信
念
を
中
空
で
推
し
量
り
あ
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
を
一
斉
に
出
す
わ
け
で
は
な
い 

⑾

。
他
者
の
相
在
と
意
図

は
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
、
そ
の
身
体
上
に
つ
ね
に
す
で
に
公
然
と
漏
れ
出
て

い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
論
理
学
研
究
』
に
依
拠
し
て
シ
ュ
ッ
ツ
が
確
認
し
て
い

る
よ
う
に
、
他
者
の
志
向
的
態
度
を
示
す
身
体
の
指
標
に
は
、
伝
達
意
図
に
も
と

づ
く
表
現
だ
け
で
は
な
く
、
意
図
せ
ず
告
知
機
能
を
果
た
す
表
明
（
表
情
な
ど
）

が
含
ま
れ
る
。
シ
ュ
ッ
ツ
は
、
行
為
者
の
身
体
が
対
面
す
る
他
者
に
の
み
そ
の
意

図
を
告
知
す
る
場
合
が
あ
る
と
述
べ
、
あ
る
種
の
二
人
称
特
権
を
認
め
て
さ
え
い

る
（ebd.: 246

）。

し
か
し
溢
れ
出
る
徴
候
充
実
と
し
て
の
身
体
の
「
意
味
」
は
、
ふ
た
た
び
そ
れ

を
解
釈
す
る
た
め
の
先
行
知
識
と
解
釈
（
表
現
）
図
式
の
共
有
を
要
件
と
す
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
意
味
の
共
有
を
解
釈
図
式
の
共
有
に
求
め
る
限
り
、
再
び

無
限
循
環
が
生
じ
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
シ
ュ
ッ
ツ
は
た
し
か
に
、
こ
う
し
た
概

念
図
式
の
共
有
の
起
源
を
求
め
て
、
い
わ
ゆ
る
共
同
注
意
の
体
験
の
分
析
へ
と
向

か
い
、
純
粋
な
わ
れ
わ
れ
関
係
に
あ
っ
て
と
も
に
時
を
経
、
と
も
に「
同
じ
も
の
」

を
見
て
い
る
と
き
の
、
対
象
世
界
の
同
一
性
の
経
験
に
そ
れ
を
見
出
そ
う
と
し
て

い
る
（ebd.: 321-326

）。

し
か
し
重
要
な
こ
と
は
、
共
同
注
意
を
通
じ
た
直
示
的
定
義
に
よ
っ
て
も
対
象

の
理
念
的
同
一
性
は
、
リ
ッ
プ
ス
が
み
た
よ
う
に
は
法
則
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
そ
の
都
度
の
行
為
状
況
に
普
遍
的
に
適
用
可
能

な
不
可
疑
の
同
一
性
は
い
ず
れ
に
せ
よ
得
ら
れ
な
い
。
詳
述
す
る
余
裕
は
も
は
や

な
い
が
、
シ
ュ
ッ
ツ
は
そ
の
後
こ
う
し
た
、
他
我
の
定
在
や
相
在
、
具
体
的
動
機

の
レ
ベ
ル
で
の
同
一
性
の
構
成
を
繰
り
返
し
、
自
然
的
態
度
に
お
け
る
理
念
的
仮

0

0

0

0

定0

の
問
題
と
し
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
日
常
世
界
を
生
き
る

私
は
、
他
者
の
存
在
自
体
を
自
明
視
す
る
「
他
我
の
一
般
定
立
」
に
加
え
、
他
者

の
具
体
的
な
あ
り
よ
う
（
相
在
）
や
動
機
、
関
心
の
布
置
を
も
、
類
型
的
に
既
知

の
も
の
で
あ
る
と
仮
定
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
私
の
も
つ
で
あ
ろ
う
動
機

や
関
心
と
あ
た
か
も
相
応
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
素
朴
に
、
独
断
的
に
自
明
視

し
て
い
る
。
シ
ュ
ッ
ツ
は
こ
れ
ら
の
「
理
念
化
」
を
、「
立
場
の
交
換
可
能
性
の
理

念
化
」
と
「
レ
リ
ヴ
ァ
ン
ス
（
関
心
）
体
系
の
相
応
性
の
理
念
化
」
か
ら
な
る
「
視

界
の
相
互
性
」
の
理
念
化
と
呼
び
、
社
会
関
係
が
成
立
す
る
本
質
的
な
契
機
と
み

な
し
て
い
る 

⑿

。

六　

結
論
―
―
循
環
問
題
の
日
常
的
解
決

相
互
作
用
や
社
会
関
係
に
関
す
る
ジ
ン
メ
ル
や
ヴ
ェ
ー
バ
ー
、
そ
し
て
シ
ュ
ッ

ツ
に
よ
る
以
上
の
よ
う
な
議
論
は
、
現
代
の
共
同
行
為
論
に
ど
の
よ
う
な
示
唆
を

与
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
理
論
的
考
察
は
、
期
待
の
循
環
問
題
に
つ
い
て
図

ら
ず
も
同
様
の
結
論
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

意
図
に
関
す
る
相
互
信
念
な
い
し
共
有
知
識
は
、
そ
も
そ
も
私
と
あ
な
た
が
そ

れ
ぞ
れ
に
持
つ
高
階
の
意
図
の
成
立
に
よ
っ
て
な
る
も
の
で
は
な
く
、
共
同
行
為

に
先
立
っ
て
あ
る
も
の
で
も
な
い
。
私
と
あ
な
た
の
期
待
の
一
致
、
翻
っ
て
共
同

行
為
は
、
共
有
知
識
が
原
因
な
い
し
根
拠
と
な
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
、
共
有
知
識
を
仮
定
し
、
そ
れ
を
先
取
り
し
た
期
待
に

よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
共
有
知
識
を
生
み
出
し
て
い
る
。
期
待
の
一
致
は
、
日
常

を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
の
期
待
に
よ
っ
て
自
己
成
就
す
る
。
共
有
知
識
と
は
す
な
わ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ち
共
同
行
為
の
原
因
で
は
な
く
む
し
ろ
結
果
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

。

社
会
科
学
の
諸
理
論
は
ド
イ
ツ
語
圏
に
限
ら
ず
、
共
同
行
為
な
い
し
相
互
作
用

に
お
け
る
期
待
の
循
環
の
問
題
を
社
会
秩
序
の
成
立
を
問
う
根
本
問
題
と
し
て
捉
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え
て
き
た
が
、
相
互
作
用
論
、
理
解
社
会
学
、
交
換
理
論
、
社
会
シ
ス
テ
ム
論
、

ゲ
ー
ム
理
論
と
い
っ
た
多
様
な
試
み
は
い
ず
れ
も
、
循
環
問
題
を
主
題
化
す
る

際
、
行
為
者
に
よ
る
実
践
的
推
論
に
外
在
す
る
何
ら
か
の
制
約
の
シ
ス
テ
ム
（
遺

伝
的
傾
向
性
や
学
習
に
よ
る
条
件
づ
け
、
フ
ォ
ー
カ
ル
・
ポ
イ
ン
ト
、
ヒ
ュ
ー
リ

ス
テ
ィ
ッ
ク
、
地
位
役
割
、
文
化
的
パ
タ
ー
ン
、
知
識
集
積
等
）
を
意
志
決
定
に

必
要
な
追
加
の
認
知
的
資
源
と
し
て
検
討
し
て
き
た
。
他
者
の
志
向
的
態
度
に
対

す
る
期
待
の
一
致
が
蓋
然
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
た
し
か
に
行
為
決
定
に
際
し
て

行
わ
れ
る
熟
慮
に
お
い
て
、
端
的
に
所
与
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
な
あ
る
種
の
制

約
が
先
取
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
（
そ
も
そ
も
、
無
際
限
な
効
用
最
大
化
を
前

提
に
し
た
場
合
に
は
、
個
人
的
行
為
も
不
可
能
に
な
る
）。

共
同
行
為
の
主
体
と
な
る
「
わ
れ
わ
れ
」
意
識
は
前
反
省
的
に
自
明
視
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
は
行
為
決
定
に
際
す
る
反
省
的
熟
慮
の
埒
外
に
あ
る
所
与
で
あ
り
、

制
約
な
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ッ
ツ
は
こ
の
よ
う
な
疑
念
の
停
止
を
「
自
然
的
態
度
に

お
け
る
エ
ポ
ケ
ー
」
と
呼
び
、
日
常
知
が
「
さ
ら
な
る
反
証
が
あ
ら
わ
れ
る
ま
で

の
知
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
制
約
の
先
取
は
す

な
わ
ち
日
常
行
為
が
不
合
理
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
諸
制
約
は
可
能
的
に

は
常
に
再
考
慮
に
開
か
れ
て
お
り
、
た
だ
当
座
の
目
的
に
関
す
る
限
り
に
お
い

て
、
暫
定
的
な
妥
当
性
を
与
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
暫
定
的
で
臆
見
的
な
行
為
の

仮
定
は
、
無
限
に
続
く
高
階
の
知
識
や
逐
次
合
理
性
に
も
と
づ
く
熟
慮
コ
ス
ト
を

避
け
る
と
い
う
意
味
で
限
定
合
理
的
で
あ
り
、
行
為
を
現
実
的
に
可
能
に
す
る
思

考
の
経
済
な
の
で
あ
る
。

注⑴ 

サ
ー
ル
、
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
、
ギ
ル
バ
ー
ト
ら
に
よ
る
論
争
に
つ
い
て
は
、
木
村

二
〇
一
三
を
参
照
。

⑵ collective action

は
、
社
会
学
や
心
理
学
の
文
献
で
は
集
合
行
為
と
訳
さ
れ
る
の
が

通
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
分
析
哲
学
の
議
論
に
お
い
て
中
核
を
な
す
協
力
行
為
（
複

数
個
人
が
一
緒
に
ひ
と
つ
の
行
為
を
協
力
し
て
行
う
共
同
行
為
）
に
と
ど
ま
ら
ず
、

複
数
個
人
が
互
い
の
行
為
を
利
用
し
調
整
し
あ
う
行
為
、
対
立
を
含
み
な
が
ら
行
わ

れ
る
相
互
行
為
等
を
含
む
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
現
代
の
議
論
に
お
い
て

も
中
核
概
念
の
規
定
と
分
類
が
ひ
と
つ
の
争
点
に
な
っ
て
お
り
、
上
記
の
循
環
問
題

が
協
力
行
為
に
限
ら
ず
生
じ
う
る
こ
と
、
ま
た
社
会
学
者
に
よ
る
関
連
の
考
察
に
言

及
す
る
こ
と
を
念
頭
に
、
本
稿
で
は
共
同
行
為
概
念
を
広
義
に
捉
え
て
議
論
を
進
め

る
。

⑶ 

こ
う
し
た
演
繹
的
思
考
は
、
欲
求
と
信
念
を
主
観
的
期
待
効
用
と
結
果
が
生
起
す
る

ベ
イ
ズ
確
率
に
置
き
換
え
て
行
為
を
考
え
る
意
思
決
定
理
論
、
そ
し
て
そ
の
理
論
的

道
具
立
て
を
社
会
的
文
脈
に
応
用
す
る
現
代
の
ゲ
ー
ム
理
論
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま

る
。そ
れ
ら
は
個
人
の
功
利
的
で
道
具
主
義
的
な
関
心
を
前
提
に
し
て
、
な
お
パ
レ
ー

ト
最
適
的
な
均
衡
解
が
導
か
れ
る
条
件
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
問
う
か
ら
で
あ
る（
木

村
二
〇
一
七
）。

⑷ 

こ
う
し
た
動
静
に
関
す
る
同
時
代
の
邦
語
文
献
に
、
新
明
正
道
『
独
逸
社
会
学
』
が

あ
る
。
新
明
は
こ
の
ほ
か
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
に
つ
い
て
も
「
形
式
社
会
学
の
意
図
に
一

致
し
、
し
か
も
現
象
学
的
方
法
に
準
拠
し
て
い
る
」と
し
、
他
方
、
リ
ッ
ト
と
シ
ェ
ー

ラ
ー
に
つ
い
て
は
（
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
彼
自
身
の
自
覚
に
反
し
て
）、
む
し
ろ
形
式

社
会
学
の
問
題
気
圏
を
超
え
る
「
総
合
社
会
学
者
の
見
地
を
持
し
て
い
た
も
の
」
と

み
な
し
て
い
る
（
新
明
［
一
九
二
九
］
一
九
七
九
、四
七
九
）。

⑸ 
前
出
の
リ
ッ
プ
ス
の
著
作
が
、
こ
の
『
理
解
社
会
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
』
の
公
刊
に
さ

え
先
立
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
歴
史
学
派
の
先
達
で
あ

る
ロ
ッ
シ
ャ
ー
と
ク
ニ
ー
ス
を
批
判
し
た
際
、
人
間
行
為
の
独
特
の
合
理
性
と
他
者

に
よ
る
行
為
の
理
解
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
、
リ
ッ
プ
ス
の
感
情
移
入
説
を
、
ゴ
ッ
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ト
ル
の
類
推
説
や
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
模
写
説
等
と
あ
わ
せ
批
判
的
に
検
討
し
て
い
た
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
興
味
深
い
こ
と
に
同
じ
個
所
で
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
論
理
学
研
究
』
第

二
巻
を
参
照
し
て
、
そ
の
体
験
概
念
と
範
疇
的
直
観
に
言
及
し
て
い
る
（W

eber 
[1903-1906] 1922: 109f.

）。

⑹ 

ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
行
為
概
念
は
、
こ
こ
で
の
規
定
に
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
個

人
の
志
向
性
に
お
け
る
一
方
向
の
方
向
づ
け
の
み
を
条
件
と
し
て
お
り
、
そ
の
志
向

が
と
も
に
行
為
す
る
他
者
の
認
識
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
な

い
。
こ
れ
は
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
論
文
を
改
稿
し
て
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
行
為
を
社
会

的
行
為
概
念
へ
と
一
般
化
し
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
後
の
論
文
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と

で
あ
る
が
、
麻
酔
の
か
か
っ
た
患
者
へ
の
外
科
手
術
や
自
転
車
の
衝
突
を
社
会
的
行

為
に
数
え
な
い
彼
の
概
念
理
解
か
ら
す
れ
ば
定
義
の
過
誤
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
社

会
的
行
為
の
方
向
づ
け
の
問
題
は
、
ラ
イ
ナ
ッ
ハ
（Reinach 1922: 707ff.

）、
尾
高

朝
雄
（O

taka 1932: 121

）、
シ
ュ
ッ
ツ
（Schütz [1932] 2004: 292ff.

）
ら
初
期
現

象
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
一
様
に
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。

⑺ 

諒
解
お
よ
び
共
同
行
為
概
念
の
こ
う
し
た
用
法
は
、「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
論
文
に
特
有
の

も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
義
と
他
の
著
作
と
の
関
係
、
ま
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る「
還

元
主
義
」（
方
法
論
的
個
人
主
義
）の
評
価
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
別
稿
で
論
じ
た（
木

村
二
〇
一
八
）。

⑻
『
知
識
形
態
と
社
会
』（Scheler 1926

）
に
お
い
て
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
こ
の
わ
れ
わ

れ
の
先
行
所
与
性
が
ア
プ
リ
オ
リ
な
知
識
で
あ
る
と
主
張
し
（52

）、
さ
ら
に
集
団
心

や
集
団
精
神
を
も
あ
か
ら
さ
ま
に
認
め
て
い
る
が
（ebd.: 55

）、
シ
ュ
ッ
ツ
は
後
年

シ
ェ
ー
ラ
ー
を
批
判
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
原
信
憑
は
、
本
来
は
人
称
特
定
以
前
の「
匿

名
的
な
思
惟
の
流
れ
」
と
す
る
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（Schutz [1942] 

1962: 168

）。

⑼ 

宮
原
（
一
九
九
八
）
は
、
共
有
知
識
が
は
ら
む
無
限
循
環
を
、
意
味
の
同
一
性
と
い

う
視
点
か
ら
現
象
学
的
に
検
討
し
て
お
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
も
ま
た「『
幾
何
学
の
起
源
』

で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
「〈
わ
れ
わ
れ
〉
と
い
う
地
平
」、
あ
る
い
は
「
共

同
人
間
性
」
を
前
提
と
す
る
」
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
第
三
章
）。

⑽ 

シ
ュ
ッ
ツ
は
さ
ら
に
共
同
行
為
（
相
互
行
為
）
の
十
全
な
成
立
を
、
複
数
主
体
間
の

動
機
の
論
理
的
な
連
関
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
（
間
主
観
的
動
機
連
関
）。
会
話
の

よ
う
な
応
答
関
係
は
、
相
手
か
ら
の
回
答
を
得
る
「
た
め
に
」
私
の
発
話
が
動
機
づ

け
ら
れ
、
そ
の
発
話
の
「
ゆ
え
に
」
あ
な
た
が
応
答
す
る
と
い
う
目
的
‐
理
由
の
合

理
的
な
関
係
を
形
成
し
て
い
る
（Schütz [1932] 2004: 309

）。

⑾ 

ゲ
ー
ム
理
論
で
は
し
ば
し
ば
、
共
同
行
為
に
お
け
る
「
先
手
」
の
存
在
が
捨
象
さ
れ

る
か
、
あ
る
い
は
ゲ
ー
ム
の
始
点
が
非
現
実
な
仕
方
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。
私
の
身

体
は
私
自
身
の
行
為（
ゲ
ー
ム
の
開
始
）に
先
立
っ
て
、
私
の
体
験
を
告
知
し
て
お
り
、

相
手
の
反
応
を
引
き
出
す
合キ

ュ
ー図

と
し
て
機
能
し
う
る
。

⑿ 

視
界
の
相
互
性
概
念
は
前
出
の
リ
ッ
ト
（Litt 1924:33ff.

）
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
シ
ュ
ッ
ツ
は
こ
の
理
念
化
を
構
成
す
る
二
つ
の
契
機
を
独
自
に
分

析
し
、
知
識
の
社
会
的
起
源
や
配
分
の
問
題
と
あ
わ
せ
て
詳
述
し
て
い
る
（Schutz 

[1953] 1962: 11f.

）。

文
献

※
訳
書
が
あ
る
場
合
に
は
参
照
し
た
が
、
引
用
文
中
の
訳
は
文
脈
に
合
わ
せ
、
特
に
断

り
な
く
変
更
し
た
。

B
ratm

ann, M
ichael E
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B
ratm
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27 初期現象学と共同行為論の接点

本
稿
の
目
的
は
タ
イ
ト
ル
の
通
り
で
あ
る
。
初
期
現
象
学
と
共
同
行
為
論
の
接

点
に
つ
い
て
、
副
題
の
よ
う
な
こ
と
を
以
下
で
指
摘
し
た
い
。
た
だ
し
、
語
呂
の

良
さ
を
優
先
し
た
タ
イ
ト
ル
上
の
並
び
と
は
違
い
、（
１
）
期
待
し
な
い
ほ
う
が
い

い
こ
と
、（
２
）
期
待
し
て
い
い
こ
と
、（
３
）
今
後
の
課
題
の
順
番
で
話
を
進
め
る
。

こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
導
入
・
本
題
・
結
語
の
役
割
を
果
た
す
。

１　

期
待
し
な
い
ほ
う
が
い
い
こ
と

私
た
ち
が
す
る
こ
と
の
な
か
に
、
現
代
な
ら
「
共
同
行
為
」
と
呼
ば
れ
る
よ

う
な
独
特
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
初
期
現
象
学
―
―
い
わ
ゆ
る
ミ
ュ
ン

ヘ
ン
・
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
学
派
と
そ
の
周
辺
―
―
で
も
は
や
く
か
ら
認
知
さ
れ
て
い

た
。
た
と
え
ば
ア
ド
ル
フ
・
ラ
イ
ナ
ッ
ハ
は
、
初
期
現
象
学
に
お
け
る
社
会
哲
学

の
始
ま
り
と
な
る
論
考
「
民
法
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
基
礎
」
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ

る
（
強
調
は
引
用
者
）*1
。

二
名
の
人
そ
れ
ぞ
れ
が
作
用
（A

kt

）
の
遂
行
、
た
と
え
ば
命
令
を
し
て
、
こ

の
遂
行
が
両
者
の
も
と
で
外
的
に
現
れ
る
〔
＝
（
典
型
的
に
は
言
語
に
よ
っ
て
）

表
明
さ
れ
る
〕。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
作
用
を
「
も
う
一
人
と
一
緒
に
」

遂
行
す
る
。
私
た
ち
は
こ
こ
で
、
あ
る
き
わ
め
て
固
有
の
「
連
結
」
を
手
に
し

て
い
る
。
こ
の
結
合
は
〔
命
令
の
〕
内
容
や
名
宛
人
の
同
一
性
に
還
元
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
し
、
ま
し
て
や
そ
の
遂
行
が
同
時
的
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
還
元
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
私
た
ち
は
い

つ
で
も
独
立
的
な
複
数
の
作
用
を
持
つ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
た
ち
の
こ
こ
で

の
事
例
で
は
、
差
出
人
の
そ
れ
ぞ
れ
が
他
方
と
「
協
力
し
て
」
そ
の
作
用
を
遂

行
し
、
そ
の
他
人
の
関
与
を
知
っ
て
お
り
、
そ
の
他
人
を
関
与
さ
せ
、
自
分
自

身
も
関
与
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
私
た
ち
が
手
に
し
て
い
る
の
は
、
二
人
や

そ
れ
以
上
の
人
に
よ
っ
て
共
同
で
遂
行
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
特
有
な
作
用
、
複
数

の
担
い
手
を
持
つ
ひ
と
つ
の
作
用
な
の
で
あ
る
。（Reinach 1913, 713

）

ラ
イ
ナ
ッ
ハ
は
、
複
数
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
数
的
に
ひ
と
つ
の
命
令
が
あ
る

こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
共
同
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ラ
イ

ナ
ッ
ハ
の
主
張
の
よ
り
正
確
な
内
実
と
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
初
期
現

象
学
を
現
代
の
共
同
行
為
論
に
接
続
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

―
―
と
い
う
展
開
に
と
き
め
い
た
人
に
は
悪
い
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
具
合
に

問
題
を
立
て
て
も
ま
と
も
な
成
果
を
上
げ
る
見
込
み
は
低
い
の
で
や
め
た
ほ
う
が

初
期
現
象
学
と
共
同
行
為
論
の
接
点

―
期
待
し
て
い
い
こ
と
、し
な
い
ほ
う
が
い
い
こ
と
、泥
臭
い
仕
事
を
厭
わ
な
い
人
の
た
め
の
今
後
の
課
題
―

植

村

玄

輝
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い
い
。
現
在
で
は
「
共
同
行
為
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
ラ
イ
ナ
ッ
ハ
は

こ
の
引
用
文
よ
り
詳
し
い
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
述
べ
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
民
法
の

ア
プ
リ
オ
リ
な
基
礎
」
の
主
題
は
、
共
同
行
為
で
は
な
く
、
命
令
や
約
束
や
譲
渡

の
よ
う
な
「
社
会
的
作
用
（sozialer A

kt

）」
が
契
約
や
所
有
権
と
い
っ
た
「
法

的
形
成
体
（rechtliches Gebilde

）」
の
生
成
・
変
化
・
消
滅
に
ど
の
よ
う
に
関

わ
る
か
に
つ
い
て
の
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
（
つ
ま
り
本
質
に
も
と
づ
く
）
法
則
だ
か

ら
だ
（cf. Reinach 1913, 
§§ 1, 10

）。
そ
の
た
め
、
右
の
引
用
文
に
お
け
る
命

令
の
よ
う
な
共
同
的
な
社
会
的
作
用
が
同
論
考
で
実
質
的
な
役
割
を
果
た
す
の

は
、
複
数
人
が
共
同
所
有
す
る
物
件
の
譲
渡
と
い
う
応
用
的
・
発
展
的
な
問
題
を

扱
う
周
縁
的
な
場
面
に
限
ら
れ
る
（cf. Reinach 1913, 766–767

）。

ま
た
、
ラ
イ
ナ
ッ
ハ
に
と
っ
て
社
会
的
作
用
が
体
験
の
一
種
で
あ
る
こ
と
も
、

見
落
と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
他
人
に
差
し
出
さ
れ
他
人
に
受
け
取
ら
れ
る
必

要
の
あ
る
体
験
と
し
て
の
社
会
的
作
用
は
、
深
夜
に
風
呂
場
で
ナ
イ
フ
を
使
っ
て

ゆ
っ
く
り
と
慎
重
に
ト
ー
ス
ト
に
バ
タ
ー
を
塗
る
こ
と
の
よ
う
な
他
人
に
受
け
取

ら
れ
る
必
要
の
な
い
行
為
で
は
な
く
、
何
か
を
見
る
こ
と
や
何
か
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
の
よ
う
な
意
識
的
な
体
験
と
対
比
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
る
（
引
用
文
中
の

「A
kt

」
を
「
行
為
」
で
は
な
く
作
用
と
訳
し
た
の
も
、
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
）。

そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、
社
会
的
作
用
に
関
す
る
ラ
イ
ナ
ッ
ハ
の
議
論
は
、「
現
象
学
」

と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
し
、
ま
さ
し
く
こ
の
現
象
学
的
な
観
点
の
お
か
げ

で
、
ラ
イ
ナ
ッ
ハ
の
議
論
は
現
代
の
行
為
論
か
ら
い
さ
さ
か
隔
た
っ
て
し
ま
っ
て

も
い
る
。
私
た
ち
が
行
為
す
る
と
き
の
体
験
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

が
知
覚
な
ど
の
体
験
と
ど
う
関
係
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
現
代
の
行
為
論
に

と
っ
て
主
要
な
関
心
事
で
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。

初
期
現
象
学
に
お
け
る
社
会
哲
学
は
、
ラ
イ
ナ
ッ
ハ
以
降
も
、
共
同
行
為
を
主

題
的
か
つ
集
中
的
に
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
共
同
行
為
が
扱
わ
れ

る
数
少
な
い
場
面
で
も
、
こ
の
伝
統
に
お
け
る
議
論
は
、
体
験
の
現
象
学
的
分
析

と
い
う
現
代
行
為
論
と
は
異
質
な
問
題
設
定
の
も
と
で
進
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
た
と
え
ば
ゲ
ル
ダ
・
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
「
社
会
的
共
同
体
の
存
在
論
に
つ
い
て
」

か
ら
も
確
認
で
き
る
。

例
と
し
て
、
無
差
別
に
集
め
ら
れ
た
多
数
の
労
働
者
―
―
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
、
イ
タ
リ
ア
人
な
ど
―
―
が
、
ひ
と
つ
の
建
築
物
を
作
っ
て

い
る
と
し
よ
う
。
彼
ら
は
互
い
の
言
語
を
理
解
せ
ず
、
互
い
に
面
識
を
持
た

ず
、
以
前
に
一
緒
に
何
か
を
し
た
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
彼
ら
は
た
だ

生
計
を
立
て
る
た
め
に
稼
ぎ
を
得
て
お
り
、
そ
の
際
た
ま
た
ま
同
じ
建
築
会

社
に
雇
わ
れ
た
。
さ
て
、
彼
ら
は
た
と
え
ば
壁
を
築
く
。
何
人
か
は
レ
ン
ガ
を

取
っ
て
き
て
、
何
人
か
は
そ
の
レ
ン
ガ
を
他
の
人
に
渡
し
て
い
き
、
最
後
に
は

壁
職
人
の
手
に
渡
る
。
壁
職
人
は
モ
ル
タ
ル
を
レ
ン
ガ
に
塗
り
つ
け
て
積
み
上

げ
る
〔
…
〕。
も
し
か
す
る
と
、
こ
の
労
働
者
た
ち
は
そ
の
建
築
物
を
作
っ
て

い
る
あ
い
だ
、
一
緒
に
料
理
を
し
て
暮
ら
し
て
い
る
。
さ
て
、
彼
ら
は
ひ
と
つ

の
共
同
体
を
作
り
上
げ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
外
側
か
ら
見
る
と
、
そ
う
見
え
る

こ
と
は
十
分
あ
り
う
る
。
そ
う
、
こ
こ
に
は
多
く
の
人
間
が
お
り
、
彼
ら
は
互

い
を
知
っ
て
お
り
、
行
動
に
際
し
て
相
互
作
用
の
う
ち
で
互
い
と
向
き
合
っ
て

い
る
〔
…
〕。
さ
ら
に
は
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
心
的
生
の
あ
る
層
に
お
い
て
、

ひ
と
つ
の
目
的
統
一
の
も
と
で
等
し
い
志
向
的
対
象
―
―
レ
ン
ガ
、
壁
、
建
築

物
の
全
体
―
―
に
向
か
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、〈
あ
る
等
し
い
志
向
的
対

象
（
建
築
物
、
そ
し
て
そ
れ
を
建
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
日
々
の
糧
を
得

る
こ
と
）
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
、
ひ
と
つ
の
目
的
統
一
〉
に
貫
か
れ
た
、
部

分
的
に
同
種
の
心
的
精
神
的
生
が
帰
結
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
の
す
べ
て
は
目

の
前
に
あ
り
、
労
働
者
た
ち
は
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
私



29 初期現象学と共同行為論の接点

た
ち
は
ひ
と
つ
の
共
同
体
を
手
に
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。（W

alther 1923, 
30–31

）

ヴ
ァ
ル
タ
ー
も
ま
た
、
共
同
行
為
の
典
型
と
い
っ
て
い
い
よ
う
な
例
を
取
り
上

げ
て
い
る
。
し
か
し
、
引
用
文
中
で
二
度
繰
り
返
さ
れ
る
問
い
を
見
れ
ば
わ
か
る

よ
う
に
、
こ
こ
で
ヴ
ァ
ル
タ
ー
が
明
ら
か
に
し
た
い
の
は
、
共
同
体
と
は
何
か
で

あ
る
。
実
際
、
こ
の
引
用
文
の
あ
と
で
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
労
働
者
た
ち
は
共
同
体

を
形
成
し
な
い
と
主
張
し
、
共
同
体
の
成
立
の
た
め
に
は
情
動
体
験
の
共
有
―
―

「
内
的
結
合
（innere V

erbundenheit
）」・「
一
緒
に
属
し
て
い
る
感
じ
（Gefühl 

der Zusam
m

engehörigkeit

）」・「
内
的
合
一
（innere Einigung

）」
と
呼
ば

れ
る
―
―
が
必
要
だ
と
論
じ
る
の
で
あ
る
（cf. W

alther 1923, 33–66; Zahavi 
&

 Salice 2017, 518–521

）。
労
働
者
た
ち
の
例
は
も
っ
ぱ
ら
こ
の
点
を
浮
き
彫

り
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
共
同
体
に
関
す
る
議
論
の
な
か
に
は
引
き
継
が

れ
な
い
。
そ
し
て
、
労
働
者
た
ち
の
共
同
行
為
を
「
心
的
生
」
や
そ
の
「
志
向
的

対
象
」
と
い
っ
た
用
語
で
特
徴
づ
け
る
ヴ
ァ
ル
タ
ー
も
ま
た
、
行
為
を
体
験
の
一

種
と
み
な
す
の
で
あ
る
。

話
を
ま
と
め
て
先
に
進
も
う
。
初
期
現
象
学
に
は
そ
れ
固
有
の
文
脈
と
問
題
設

定
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
現
代
の
共
同
行
為
論
の
文
脈
・
問
題
設
定
と
は
異
な
る
。

そ
の
た
め
、
初
期
現
象
学
の
な
か
に
現
代
の
共
同
行
為
論
と
き
れ
い
に
対
応
す
る

何
か
が
簡
単
に
見
つ
か
る
と
い
う
期
待
は
し
な
い
ほ
う
が
い
い
。
初
期
現
象
学
に

お
け
る
議
論
か
ら
そ
の
よ
う
な
対
応
物
を
取
り
出
し
、
し
か
も
そ
れ
を
多
少
な
り

と
も
興
味
深
い
も
の
と
し
て
提
示
す
る
た
め
に
は
、
余
計
な
も
の
を
削
ぎ
落
と
し

足
り
な
い
パ
ー
ツ
を
持
ち
込
み
な
が
ら
、
そ
れ
な
り
に
大
胆
な
再
構
成
を
す
る
こ

と
が
必
要
に
な
る
。
だ
が
、
お
そ
ら
く
よ
り
い
っ
そ
う
興
味
深
い
の
は
、
そ
う

や
っ
て
仕
立
直
さ
れ
た
議
論
を
本
来
の
文
脈
に
あ
ら
た
め
て
置
き
直
す
こ
と
だ
ろ

う
。
本
稿
の
残
り
の
部
分
で
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
議
論
を
題
材
と
し
て
こ
の
よ
う

な
作
業
を
行
い
た
い
。

２　

期
待
し
て
も
い
い
こ
と

２
．
１　

ヴ
ァ
ル
タ
ー
と
総
体
行
為
の
現
象
学

ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
先
の
引
用
文
の
少
し
前
の
箇
所
で
も
、
別
の
共
同
行
為
の
例
を

取
り
上
げ
て
い
る
。
す
で
に
簡
単
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
主
要
な

関
心
は
共
同
体
の
成
立
の
条
件
で
あ
り
、
複
数
人
に
よ
る
共
同
行
為
は
そ
う
し
た

条
件
を
満
た
さ
な
い
と
い
う
の
が
彼
女
の
見
解
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
共
同
行
為

に
関
す
る
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
議
論
は
こ
こ
で
も
、
先
の
労
働
者
の
例
と
同
じ
く
概
略

的
で
し
か
な
い
。
だ
が
こ
の
議
論
は
初
期
現
象
学
と
共
同
行
為
論
の
接
点
を
示
し

て
も
い
る
。
そ
こ
を
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。

ま
ず
は
以
下
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
議
論
の
文
脈
を
確
認
し
よ
う
。
こ
の

議
論
が
登
場
す
る
ま
で
の
箇
所
で
ヴ
ァ
ル
タ
ー
が
取
り
組
む
の
は
、
あ
る
共
同

体
（Gem

einschaft

）
に
お
け
る
共
通
の
（gem

ein

）
も
の
と
は
何
か
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
ま
ず
、
こ
の
問
題
の
答
え
が
何
で
は
な
い
か
を
、

以
下
の
よ
う
に
論
じ
る
。（cf. W

alther 1923, 18–22

）。
複
数
の
個
人
が
共
通

の
外
的
特
徴
や
身
体
的
状
態
を
持
つ
こ
と
は
、
彼
ら
が
共
同
体
を
形
成
す
る
こ
と

と
関
係
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
ま
問
題
に
な
っ
て
い
る
共
通
の
も
の
は
、
共
同

体
の
成
員
の
心
的
精
神
的
生
（
要
す
る
に
体
験
）
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
複
数
の
個
人
が
体
験
に
お
い
て
共
通
の
も
の
を
持
つ
た
め
に
は
、
彼
ら
は
等

し
い
志
向
的
内
容
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
志
向
的
内
容
の
等
し
さ

は
、
共
同
体
の
成
立
の
十
分
問
題
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
中
国
と
ア
ル
ゼ
ン
チ

ン
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
そ
れ
ぞ
れ
に
い
る
人
た
ち
が
、
同
じ
学
問
的
問
題
に
取
り
組

み
、
そ
こ
で
同
じ
方
法
を
用
い
て
い
る
と
し
よ
う
。
そ
の
と
き
彼
ら
の
体
験
の
経
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過
の
か
な
り
の
部
分
は
、
同
じ
志
向
的
内
容
を
持
ち
、
同
じ
仕
方
で
遂
行
さ
れ
て

い
る
。
だ
が
、
三
人
は
互
い
を
知
ら
な
い
以
上
、
い
か
な
る
共
同
体
も
形
成
し
な

い
。
三
人
そ
れ
ぞ
れ
が
互
い
に
等
し
い
志
向
的
内
容
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
知
っ

て
い
る
と
い
う
相
互
知
識
を
こ
こ
に
足
し
て
も
、
共
同
体
が
形
成
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。
共
同
体
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
複
数
の
個
人
の
心
的
精
神
的
生
の

あ
い
だ
に
相
互
作
用
（W

echselw
irkung

）
が
成
り
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
必
要
と
さ
れ
る
相
互
作
用
は
、
単
に
物
理
的
な
も
の
で
も
生
理
的
な
も
の

で
も
な
く
、
志
向
的
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
複
数
の
主
体
の
志
向
的
体
験
が

相
互
に
影
響
し
あ
っ
て
お
り
、
こ
の
相
互
影
響
関
係
そ
れ
自
体
も
当
該
の
主
体
の

志
向
的
体
験
を
経
路
と
す
る
と
き
に
成
り
立
つ
よ
う
な
相
互
作
用
が
な
け
れ
ば
、

共
同
体
は
成
立
し
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
志
向
的
な
相
互
作
用
を
つ
け
足

し
て
も
、
共
同
体
の
成
立
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
罵
り
合
い
な
が
ら
互
い
に
平
手

打
ち
を
し
て
い
る
二
人
は
、
何
ら
か
の
志
向
的
相
互
作
用
の
う
ち
に
立
っ
て
い
る

が
、
あ
き
ら
か
に
共
同
体
を
形
成
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
共
同
体
が
成
立

す
る
た
め
に
は
、
複
数
の
個
人
が
、
志
向
的
な
相
互
作
用
の
も
と
に
立
つ
だ
け
で

な
く
、
同
じ
目
的
（Sinn

）
に
同
じ
仕
方
で
関
わ
る
よ
う
な
志
向
的
内
容
を
持
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
以
上
を
も
っ
て
も
共
同
体
の
成
立
の
条
件
が

完
全
に
特
定
さ
れ
た
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
志
向
的
な
相
互
作
用
に
加

え
、
同
じ
目
的
に
同
じ
仕
方
で
関
わ
る
志
向
的
内
容
を
持
つ
こ
と
を
共
同
体
の
成

立
要
件
に
加
え
る
と
、
私
た
ち
は
あ
る
ジ
レ
ン
マ
に
直
面
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る

（cf. W
alther 1923, 23

）。
一
方
で
、
複
数
の
個
人
が
同
じ
目
的
に
同
じ
仕
方
で

関
わ
る
志
向
的
内
容
を
持
つ
こ
と
は
、
た
し
か
に
一
定
の
共
同
体
に
見
出
さ
れ
る

特
徴
で
は
あ
る
。し
か
し
こ
れ
は
共
同
体
一
般
の
成
立
要
件
と
し
て
は
狭
す
ぎ
る
。

そ
の
場
合
、
同
じ
目
的
を
分
業
に
よ
っ
て
目
指
す
共
同
体
が
除
外
さ
れ
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
分
業
に
余
地
を
与
え
る
た
め
に（
同
じ
目
的
に
）

同
じ
仕
方
で
関
わ
る
と
い
う
規
定
を
外
す
と
、
今
度
は
共
同
体
の
一
般
的
な
成
立

要
件
が
広
く
な
り
す
ぎ
て
し
ま
う
。

こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
、
目
的
の
共
有

と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
現
象
学
的
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

す
る
と
い
う
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
共
同

体
が
共
有
す
る
目
的
は
、
そ
の
共
同
体
の
成
員
に
と
っ
て
の
志
向
的
対
象
で
あ

る
（cf. W

alther 1923, 25

）。
と
い
う
の
も
、
こ
の
目
的
は
、
現
実
に
存
在
す

る
必
要
が
な
く
、
思
念
・
表
象
・
思
考
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
の
あ
り
方
に

応
じ
て
多
様
な
仕
方
で
関
係
で
き
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（cf. W

alther 1923, 
25–6

）。
だ
が
、
こ
こ
で
志
向
的
対
象
だ
け
に
着
目
し
、
多
様
な
仕
方
で
の
関
わ

り
を
度
外
視
し
て
し
ま
う
と
、
こ
の
志
向
的
対
象
を
目
的
と
し
て
持
つ
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
を
う
ま
く
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い 

*2

。
こ
の
問
題
へ
の
対
応

策
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
、
志
向
的
対
象
に
よ
る
動
機
づ
け
を
導
入

す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
を
取
り
上
げ
る
（cf. W

alther 1923, 26

）。
こ
の
ア

イ
デ
ィ
ア
に
し
た
が
え
ば
、
あ
る
行
為
者
に
と
っ
て
あ
る
志
向
的
対
象
が
目
的
で

あ
る
の
は
、
そ
の
行
為
者
が
そ
の
志
向
的
対
象
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
き
で

あ
り
そ
の
と
き
に
限
ら
れ
る
。
す
る
と
、
目
的
の
共
有
を
通
じ
た
共
同
体
の
形
成

は
、
当
該
の
共
同
体
の
成
員
全
員
が
同
じ
ひ
と
つ
の
志
向
的
対
象
に
動
機
づ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
と
い
う
発
想
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

だ
が
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
採
用
し
な
い
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
に
よ
れ

ば
、
共
同
体
の
成
員
全
員
が
同
じ
志
向
的
対
象
（
つ
ま
り
目
的
）
に
動
機
づ
け
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
き
、
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
（
ａ
）
真
の

意
味
で
の
共
同
体
の
事
例
で
は
な
い
か
、（
ｂ
）
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
く
と
消
滅
し

て
し
ま
う
「
病
的
な
」
共
同
体
の
い
ず
れ
か
だ
と
い
う
の
で
あ
る
（cf. W

alther 



31 初期現象学と共同行為論の接点

1923, 26–27

）。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
本
稿
の
目
的
に
と
っ
て
は
さ
ほ
ど
重
要

な
問
題
で
は
な
い
。
目
下
の
目
的
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
に
よ
れ

ば
共
同
体
は
ど
の
よ
う
に
成
立
す
る
か
で
は
な
く
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
が
件
の
ア
イ

デ
ィ
ア
を
検
討
す
る
ま
さ
に
そ
の
過
程
で
共
同
行
為
論
に
再
接
近
す
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
自
身
は
こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
は
述
べ
な
い
の
だ
が
、

す
で
に
言
及
し
た
労
働
者
た
ち
の
例
も
こ
の
議
論
の
一
部
で
あ
る
。
と
い
う
の
も

こ
の
例
は
、
複
数
の
個
人
が
同
じ
志
向
的
対
象
に
動
機
づ
け
ら
れ
つ
つ
も
、
真
の

意
味
で
共
同
体
を
形
成
し
な
い
と
い
う
、
右
の
（
ａ
）
の
ケ
ー
ス
を
具
体
的
に
示

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
成
員
全
体
が
同
じ
志
向
的
対
象
に
動
機
づ
け

ら
れ
る
こ
と
で
共
同
体
が
危
機
に
瀕
す
る
と
い
う
（
ｂ
）
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
、

ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
具
体
例
を
挙
げ
て
分
析
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
例
に
関
す

る
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
議
論
か
ら
、
共
同
行
為
に
関
す
る
見
解
を
再
構
成
し
た
い
。

病
的
な
共
同
体
に
お
け
る
共
同
行
為
の
例
と
し
て
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
以
下
の
よ

う
な
状
況
を
描
写
す
る
。

た
と
え
ば
辺
鄙
な
村
か
ら
一
度
も
外
に
出
た
こ
と
の
な
い
完
全
に
無
教
養
な
田

舎
の
老
女
が
一
方
に
い
る
と
想
定
し
よ
う
。
さ
て
、
ド
イ
ツ
が
戦
争
状
態
に
あ

り
こ
の
戦
争
に
勝
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
こ
の
老
女

は
、「
ド
イ
ツ
の
勝
利
」
に
彼
女
な
り
の
仕
方
で
貢
献
す
る
た
め
に
、
兵
士
た
ち

の
靴
下
を
編
む
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
こ
の
ド
イ
ツ
の
勝
利
は
志
向
的
対

象
で
あ
り
、
老
女
の
行
為
は
こ
れ
を
目
指
し
て
い
る
。
他
方
で
、
た
と
え
ば
帝

国
軍
の
最
高
司
令
官
と
し
て
の
ド
イ
ツ
皇
帝
が
、
ド
イ
ツ
軍
の
勝
利
の
た
め
に

活
動
し
て
い
る
と
想
定
し
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
皇
帝
の
行
為
を
動
機
づ
け
る

志
向
的
対
象
も
ド
イ
ツ
の
勝
利
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
た
し
か
に
、
橋
渡
し
が
ほ

と
ん
ど
で
き
な
い
よ
う
な
違
い
が
、
皇
帝
が
ド
イ
ツ
の
勝
利
に
つ
い
て
持
つ
表

象
―
―
そ
し
て
勝
利
の
た
め
の
皇
帝
の
行
為
―
―
と
、
老
女
が
ド
イ
ツ
の
勝
利

に
つ
い
て
持
つ
表
象
お
よ
び
彼
女
に
よ
る
勝
利
の
た
め
の
貢
献
と
の
あ
い
だ
に

生
じ
て
い
る
。
だ
が
、
皇
帝
と
老
女
は
志
向
的
に
同
じ
対
象
―
―
ド
イ
ツ
の
勝

利
―
―
に
関
係
し
て
お
り
、
こ
の
対
象
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
た
彼
ら
の
行

為
は
、
あ
ら
ゆ
る
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
目
的
を
持
つ
統
一
的
な
総
体

行
為
へ
と
、
あ
る
統
一
的
な
動
機
づ
け
連
関
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
う
る
―
―
た

と
え
、
二
人
の
あ
い
だ
に
多
く
の
仲
介
者
を
介
し
て
の
み
そ
う
な
る
の
だ
と
し

て
も
。（W

alther 1923, 27

［
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
］）

靴
下
を
編
む
と
い
う
老
女
の
行
為
や
、（
た
と
え
ば
）
提
案
さ
れ
た
計
画
を
承
認

す
る
と
い
う
皇
帝
の
行
為
は
、
ド
イ
ツ
の
勝
利
と
い
う
同
じ
志
向
的
対
象
に
動
機

づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
共
同
で
な
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
行
為
、
ド
イ
ツ
の
勝

利
に
向
け
て
戦
争
を
す
る
こ
と
の
一
部
と
な
る
。
こ
う
し
た
発
想
の
背
後
に
は
、

お
そ
ら
く
、
単
独
の
行
為
者
が
複
数
の
行
為
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
大

き
な
行
為
を
達
成
す
る
と
い
う
事
例
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
買

い
物
に
行
く
・
帰
宅
す
る
・
手
を
洗
う
・
食
材
を
切
り
そ
ろ
え
る
・
フ
ラ
イ
パ
ン

を
火
に
か
け
る
・
食
材
を
フ
ラ
イ
パ
ン
に
投
入
す
る
、
と
い
う
私
の
一
連
の
行
為

は
、
今
晩
の
夕
飯
と
い
う
志
向
的
対
象
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
今
晩

の
夕
飯
を
準
備
す
る
と
い
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
行
為
に
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
る
。
そ

の
場
合
、
買
い
物
に
行
く
途
中
に
私
は
今
晩
の
夕
飯
を
準
備
す
る
と
い
う
ひ
と
つ

の
行
為
に
も
携
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
と
き
「
何
を
し
て
い
る
の
か
」
と
問
わ
れ
た

ら
、「
夕
飯
の
準
備
」
と
答
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
同
様
に
、
老
婆
と
皇
帝
も
、
ド

イ
ツ
の
勝
利
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
に
お
い
て
、
戦
争
と
い
う
ひ

と
つ
の
行
為
に
も
携
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
老
婆
も
皇
帝
も
、
靴
下
を

編
ん
だ
り
会
議
に
参
加
し
た
り
し
て
い
る
最
中
に
「
何
を
し
て
い
る
の
か
」
と
問
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わ
れ
た
ら
、「
ド
イ
ツ
の
勝
利
の
た
め
の
戦
争
」
と
答
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
が
同
じ
志
向
的
対
象

を
動
機
と
し
て
持
つ
こ
と
を
、
単
に
同
じ
志
向
的
対
象
に
関
わ
る
行
為
を
行
う
こ

と
以
上
の
な
に
か
と
み
な
す
点
で
あ
る
（cf. W

alther 1923, 27–28

）。
先
に
見

た
事
例
で
は
、
敵
軍
の
司
令
官
も
、
ド
イ
ツ
の
勝
利
と
い
う
志
向
的
対
象
に
関
わ

る
行
為
を
行
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
行
為
は
老
女
と
皇
帝
に
よ
る
共
同
行
為

の
一
部
と
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
敵
軍
の
司
令
官
は
、
ド
イ
ツ
の
勝
利
と

い
う
志
向
的
対
象
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
阻
止
す

る
と
い
う
し
か
た
で
そ
れ
に
関
わ
り
な
が
ら
行
為
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
同
じ
志
向
的
対
象
を
動
機
と
し
て
共
有
す
る
た
め
に
は
、
行
為
者
の
あ

い
だ
に
調
和
が
成
り
立
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（cf. W

alther 1923, 28

）。

さ
て
、
以
上
の
議
論
で
ヴ
ァ
ル
タ
ー
が
「
総
体
行
為
（Gesam

thandeln

）」

と
呼
ぶ
も
の
が
共
同
行
為
の
一
種
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
か

ぎ
り
で
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
共
同
行
為
の
現
象
学
的
分
析
に
ご
く
簡
単
な
概
略
を
与

え
た
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。
そ
こ
か
ら
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
知
見
の

う
ち
、
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。

総
体
行
為
の
成
立
条
件  

複
数
の
個
人
Ｓ

１
、
…
、 

Ｓ
ｎ

に
よ
る
ひ
と
つ
の
総
体
行

為
が
成
立
す
る
の
は
、
次
の
条
件
す
べ
て
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
き
で
あ
り
、
そ

の
と
き
に
限
ら
れ
る
。

１
．Ｓ

１
、…
、 

Ｓ
ｎ

は
あ
る
ひ
と
つ
の
志
向
的
対
象
ｏ
を
共
有
し
、
か
つ
、
Ｓ

１
、

…
、 

Ｓ
ｎ

の
そ
れ
ぞ
れ
が
ｏ
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
行
為
す
る
。

２
．
当
該
の
行
為
に
際
し
て
Ｓ

１
、
…
、 

Ｓ
ｎ

は
協
調
関
係
に
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
暫
定
的
な
定
式
化
で
あ
り
、
共
同
行
為
に
関
す
る
ヴ
ァ
ル

タ
ー
的
見
解
に
実
質
を
与
え
る
た
め
に
は
、
１
と
２
の
条
件
を
さ
ら
に
明
確
化
し

洗
練
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
同
行
為
の
現
象
学
と
い
う
観
点
か
ら
と
り
わ
け

興
味
深
く
、
ま
た
発
展
の
見
込
み
が
あ
る
の
は
、
条
件
１
を
ど
の
よ
う
に
洗
練
さ

せ
る
の
か
と
い
う
課
題
だ
ろ
う
。
し
か
し
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
条
件
１
に
登
場
す
る
事

柄
に
つ
い
て
特
に
詳
し
い
説
明
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
志
向
的

対
象
・
志
向
的
対
象
の
共
有
・
志
向
的
対
象
に
よ
る
動
機
づ
け
・
行
為
の
動
機
づ

け
と
は
そ
れ
ぞ
れ
何
か
と
い
う
問
題
へ
の
答
え
を
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
が
明
示
的
に
書

い
て
い
る
こ
と
の
な
か
に
見
つ
け
る
こ
と
は
望
め
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
条
件
１

を
よ
り
詳
し
く
特
定
す
る
た
め
に
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
議
論
だ
け
を
参
照
し
て
い

て
も
先
に
は
進
め
な
い
。
こ
こ
で
最
初
に
手
掛
か
り
と
す
べ
き
は
、
彼
女
が
属
し

て
い
た
初
期
現
象
学
の
伝
統
に
お
け
る
関
連
す
る
議
論
だ
ろ
う
。

２
．
２　

	

ヴ
ァ
ル
タ
ー
的
見
解
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る	

*3

志
向
的
対
象
に
よ
る
動
機
づ
け
と
い
う
発
想
か
ら
始
め
よ
う
。
こ
れ
に
似
た
考

え
を
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
お
け
る
師
で
あ
る
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
プ

フ
ェ
ン
ダ
ー
が
「
動
機
と
動
機
づ
け
」
で
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
プ
フ
ェ
ン
ダ
ー

に
よ
れ
ば
、
動
機
づ
け
と
は
意
志
と
そ
の
根
拠
・
理
由
（Grund

）
の
あ
い
だ
に

成
り
立
つ
正
当
化
関
係
の
こ
と
で
あ
り
、
理
由
は
原
因
か
ら
厳
格
に
区
別
さ
れ
る

（cf. Pfänder 1911, 125

）。
私
が
あ
る
理
由
に
基
づ
い
て
決
意
す
る
と
き
、
そ

の
理
由
は
（
場
合
に
よ
っ
て
は
私
の
決
意
に
因
果
的
な
影
響
を
与
え
る
）
私
の
心

的
状
態
で
は
な
く
、
私
を
取
り
巻
く
世
界
の
な
か
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

プ
フ
ェ
ン
ダ
ー
は
意
志
行
為
（W

illenshandlung

）
を
意
志
の
一
種
と
み
な

す
た
め
（cf. Pfänder 1911, 126

）、
決
意
の
動
機
づ
け
に
関
す
る
プ
フ
ェ
ン

ダ
ー
の
見
解
は
、
適
宜
変
更
を
加
え
れ
ば
行
為
の
動
機
づ
け
に
も
適
用
で
き
る
。
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す
る
と
プ
フ
ェ
ン
ダ
ー
は
、
行
為
の
理
由
を
意
識
を
超
越
し
た
も
の
と
し
て
脱
心

理
化
す
る
点
で
、
行
為
の
動
機
を
志
向
的
対
象
と
み
な
す
ヴ
ァ
ル
タ
ー
と
見
解
を

共
有
す
る
と
い
え
る
。

だ
が
、
動
機
づ
け
に
関
す
る
プ
フ
ェ
ン
ダ
ー
の
見
解
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
ヴ
ァ

ル
タ
ー
の
議
論
を
補
う
の
は
難
し
い
。
プ
フ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、
あ
る
行
為
者

の
あ
る
決
意
を
動
機
づ
け
る
も
の
、
つ
ま
り
動
機
と
は
、
そ
の
行
為
者
に
そ
の

よ
う
に
決
意
す
る
要
求
（Forderung

）
を
掲
げ
る
対
象
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の

と
き
対
象
か
ら
の
要
求
は
私
た
ち
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
さ
れ
る
（cf. Pfänder 

1911, 141–143

）。
た
と
え
ば
私
が
知
覚
さ
れ
た
冷
気
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
部
屋

を
出
ろ
う
と
決
め
た
と
き
、
私
は
知
覚
さ
れ
た
冷
気
と
い
う
対
象
か
ら
「
部
屋
を

出
ろ
」と
い
う
要
求
を
受
け
取
り
、
そ
れ
を
根
拠
に
し
て
決
意
を
す
る
。し
た
が
っ

て
プ
フ
ェ
ン
ダ
ー
の
議
論
の
枠
内
で
は
、
決
意
の
内
容
と
一
致
す
る
よ
う
な
対
象

か
ら
の
要
求
が
な
い
ケ
ー
ス
―
―
た
と
え
ば
、
幻
覚
の
う
ち
で
経
験
さ
れ
た
冷
気

を
理
由
に
し
て
、
実
際
に
は
快
適
な
部
屋
か
ら
出
て
行
こ
う
と
決
意
す
る
こ
と

―
―
の
余
地
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。つ
ま
り
、
プ
フ
ェ
ン
ダ
ー
の
立
場
か
ら
は
、

そ
の
内
容
と
一
致
す
る
要
求
を
掲
げ
る
対
象
の
な
い
決
意
は
動
機
を
持
た
な
い
と

い
う
主
張
が
帰
結
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
プ
フ
ェ
ン

ダ
ー
に
と
っ
て
行
為
の
動
機
と
は
、
当
該
の
行
為
に
何
ら
か
の
規
範
的
な
サ
ポ
ー

ト
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
サ
ポ
ー
ト
を
欠
い
た
行
為
は
「
動
機
な
き

行
為
」
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る 

*4

。
そ
れ
に
対
し
て
、
ヴ
ァ

ル
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
行
為
を
動
機
づ
け
る
も
の
は
志
向
的
対
象
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
が
示
唆
す
る
の
は
、
行
為
の
動
機
と
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
行
為
を
行
う
行
為
者

に
と
っ
て
の
理
由
で
あ
り
、
か
な
ら
ず
し
も
当
該
の
行
為
に
規
範
的
な
サ
ポ
ー
ト

を
与
え
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

プ
フ
ェ
ン
ダ
ー
の
立
場
が
直
面
す
る
問
題
へ
の
解
決
の
ひ
と
つ
は
、
エ
デ
ィ
ッ

ト
・
シ
ュ
タ
イ
ン
の
論
考
「
心
理
学
と
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
へ
の
寄
与
」
第
一

部
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
動
機
は
、
私
た
ち
の

体
験
の
意
味
内
容
で
あ
っ
て
対
象
で
は
な
い
（cf. Stein 1922, 38

）。
つ
ま
り
先

ほ
ど
の
例
を
引
き
続
き
用
い
る
な
ら
ば
、
部
屋
を
出
る
と
い
う
私
の
決
意
の
理
由

（
＝
動
機
）
は
、
冷
気
の
知
覚
と
い
う
体
験
の
意
味
内
容
で
あ
っ
て
、
こ
の
体
験

が
実
際
に
冷
気
と
い
う
対
象
を
持
つ
か
ど
う
か
は
、
動
機
づ
け
の
分
析
と
は
無
関

係
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
動
機
と
し
て
の
意
味
内
容
は
そ
れ
を
持
つ
体

験
か
ら
区
別
さ
れ
る
た
め
（cf. Stein 1922, 38

）、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
立
場
は
、
規

範
的
サ
ポ
ー
ト
を
欠
い
た
行
為
の
動
機
づ
け
の
よ
う
な
、
対
象
か
ら
の
要
求
が
対

応
し
な
い
ケ
ー
ス
を
う
ま
く
扱
い
つ
つ
も
、
動
機
を
脱
心
理
化
す
る
と
い
う
方
針

を
プ
フ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
引
き
継
い
で
い
る
。
以
上
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
ヴ
ァ
ル

タ
ー
の
立
場
は
プ
フ
ェ
ン
ダ
ー
よ
り
シ
ュ
タ
イ
ン
に
近
い
。

こ
う
し
た
解
釈
に
は
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
意
味
内
容

の
導
入
に
よ
っ
て
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
主
張
が
ど
れ
く
ら
い
明
確
化
さ
れ
る
の
か
が
、

少
な
く
と
も
一
見
す
る
か
ぎ
り
で
は
は
っ
き
り
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
対
象
か
ら

区
別
さ
れ
た
意
味
内
容
と
は
、
複
数
の
体
験
が
同
じ
ひ
と
つ
の
対
象
に
異
な
る
仕

方
で
関
わ
る
こ
と
を
説
明
す
る
役
割
を
負
う
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ

こ
で
二
つ
の
疑
念
が
出
て
く
る
よ
う
に
思
え
る
。
第
一
に
、
動
機
を
意
味
内
容
の

一
種
と
認
め
る
こ
と
は
、
行
為
を
動
機
づ
け
る
志
向
的
対
象
に
複
数
の
体
験
が
多

様
な
仕
方
で
関
わ
る
と
い
う
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
考
え
に
う
ま
く
フ
ィ
ッ
ト
し
な
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
二
に
、
志
向
的
対
象
を
意
味
内
容
と
同
一
視
す
る
こ
と

は
、
後
者
が
体
験
の
対
象
と
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
不
可

解
な
主
張
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
一
の
疑
念
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
見
解
に
立
ち
戻
る
こ
と
で
解
消
で

き
る
。
あ
る
総
体
行
為
に
参
与
す
る
行
為
者
は
全
員
で
ひ
と
つ
の
志
向
的
対
象
を
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共
有
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
者
が
こ
の
志
向
的
対
象
に
関
わ
る
仕
方
は
多
様

で
あ
っ
て
よ
い
―
―
ヴ
ァ
ル
タ
ー
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
と
き
に
念
頭
に
あ

る
の
は
、
そ
の
志
向
的
対
象
が
多
様
な
意
味
内
容
を
通
じ
て
経
験
の
対
象
と
な
り

う
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
見
解
は
む
し
ろ
、
そ
の
志
向
的
対

象
（
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
の
勝
利
）
が
多
様
な
手
段
（
た
と
え
ば
靴
下
を
編
む
こ
と

や
作
戦
を
承
認
す
る
こ
と
）
に
よ
っ
て
実
現
す
る
も
の
と
し
て
行
為
者
の
体
験
に

登
場
し
て
も
よ
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
分
析
に

登
場
す
る
ド
イ
ツ
の
勝
利
を
老
婆
や
皇
帝
の
体
験
の
意
味
内
容
と
み
な
し
た
と
し

て
も
、
彼
ら
が
ド
イ
ツ
の
勝
利
に
多
様
な
仕
方
で
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
が

受
け
入
れ
ら
れ
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
志
向
的
対
象
を
意
味
内
容
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
関
す
る
第
二
の
疑
念

に
対
し
て
も
、
純
粋
志
向
的
対
象
に
関
す
る
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
の
見
解
を
参
照
す
る

こ
と
で
応
答
で
き
る
。
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
に
よ
れ
ば
、
ど
ん
な
志
向
的
な
体
験
に
も

純
粋
志
向
的
対
象
が
相
関
し
、
そ
れ
は
世
界
内
の
客
観
的
対
象
か
ら
数
的
に
区

別
さ
れ
る
（cf. Ingarden 1931/74, 121–122

。
こ
う
し
た
純
粋
志
向
的
対
象

は
、
相
関
す
る
志
向
的
体
験
の
内
容
と
正
確
に
対
応
し
た
性
質
だ
け
を
そ
の
内
実

（Gehalt

）
と
し
て
持
つ
と
さ
れ
る
た
め
、
当
該
の
体
験
の
意
味
内
容
と
し
て
の

役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
（cf. Chrudzim

ski 2015

）。

ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
見
解
を
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
の
理
論
に
よ
っ
て
敷
衍
す
る
こ
と
は
、

総
体
行
為
に
参
加
す
る
行
為
者
が
ひ
と
つ
の
志
向
的
対
象
を
共
有
す
る
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
に
つ
い
て
の
説
明
も
可
能
に
す
る
。
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
に
よ
れ
ば
、
純

粋
志
向
的
対
象
は
、
そ
れ
を
生
み
出
す
志
向
的
体
験
が
文
書
な
ど
に
記
録
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
の
志
向
的
体
験
が
消
え
去
っ
た
あ
と
に
も
、
共
有
可
能
な

も
の
と
し
て
残
り
続
け
る
の
で
あ
る
（cf. Ingarden 1931/74, 131–132

）。
こ

う
し
た
純
粋
志
向
的
対
象
の
例
と
し
て
は
、
文
学
作
品
や
そ
こ
に
登
場
す
る
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
、
さ
ら
に
は
社
会
的
対
象
一
般
が
挙
げ
ら
れ
る
。
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
の
理

論
の
詳
細
を
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
理
論
に
よ
っ
て
老
女
と

ド
イ
ツ
皇
帝
に
よ
る
志
向
的
対
象
の
共
有
を
う
ま
く
説
明
す
る
見
込
み
が
あ
る
こ

と
は
、
す
で
に
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
自
身
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
老
女

と
ド
イ
ツ
皇
帝
が
と
も
に
ド
イ
ツ
の
勝
利
を
目
指
す
よ
う
に
な
る
過
程
に
は
、
多

く
の
人
々
や
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
伝
達
が
介
在
し
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

２
．
３　

ヴ
ァ
ル
タ
ー
的
見
解
の
ど
こ
が
興
味
深
い
の
か

こ
こ
ま
で
の
成
果
を
ま
と
め
よ
う
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
総
体
行
為
の
成

立
条
件
に
は
、
そ
の
行
為
に
参
加
す
る
行
為
者
の
全
員
が
志
向
的
対
象
を
共
有

し
、
そ
れ
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
行
為
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
自
身

は
こ
う
し
た
見
解
が
よ
り
正
確
に
何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
ほ
ぼ
説
明
を
与

え
て
い
な
い
が
、
初
期
現
象
学
に
お
け
る
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
彼
女
の

見
解
を
以
下
の
よ
う
に
展
開
で
き
る
。（
意
図
的
な
）
行
為
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て

実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
志
向
的
対
象
と
し
て
持
つ
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、（
意
図
的

な
）
行
為
は
そ
れ
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
す
る
と
、
行
為
の
志
向
的
対
象
は
、
一
定
の
条
件
下
で
は
複
数
の
主
体
に

よ
っ
て
共
有
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
総
体
行
為
の
成
立
条
件
1
は
次
の
よ

う
に
再
定
式
化
さ
れ
る
。

１’  

Ｓ
１

、
…
、 

Ｓ
ｎ

の
そ
れ
ぞ
れ
が
行
為
ａ

S1

、
…
、
ａ

Sn

を
行
い
、
ａ

S1

、
…
、 

ａ
Sn

は
あ
る
同
一
の
ｏ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
志

向
的
対
象
と
し
て
持
つ
。

で
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
を
中
心
に
し
て
初
期
現
象
学
か
ら
再
構
成
さ
れ
た
上
の
立
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場
に
、
共
同
行
為
に
関
す
る
現
代
の
議
論
を
踏
ま
え
た
と
き
に
も
興
味
深
い
と
こ

ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
判
定
は
、
も
ち
ろ
ん
最
終
的
に
は
現
代

行
為
論
の
専
門
家
に
委
ね
る
し
か
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
も
、
こ
の
立
場
が
興
味

深
い
と
思
わ
れ
る
理
由
を
ご
く
手
短
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

初
期
現
象
学
に
お
け
る
動
機
づ
け
に
関
す
る
議
論
に
は
、
現
代
行
為
論
に
お

け
る
比
較
的
最
近
の
話
題
と
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
（cf. U

em
ura &

 Salice 
Forthcom

ning

）。
行
為
の
合
理
化
を
信
念
と
欲
求
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
説

明
し
た
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
（cf. D

avidson 1963

）
以
来
、
行
為
の
理
由
と
は
そ

れ
を
引
き
起
こ
す
心
的
状
態
（
の
組
み
合
わ
せ
）
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
、
現
代

の
行
為
論
に
お
け
る
標
準
見
解
と
し
て
長
ら
く
そ
の
地
位
を
保
っ
て
き
た
。
行
為

の
理
由
に
関
す
る
こ
う
し
た
心
理
主
義
に
対
し
て
、
近
年
、
行
為
の
理
由
を
心
的

状
態
の
外
部
に
求
め
る
反
心
理
主
義
の
立
場
か
ら
疑
義
が
表
明
さ
れ
て
い
る
（cf. 

W
iland 2013; 

鈴
木 

二
〇
一
四
）。
行
為
は
そ
の
志
向
的
対
象
に
よ
っ
て
動
機
づ

け
ら
れ
る
と
い
う
ヴ
ァ
ル
タ
ー
的
な
立
場
が
反
心
理
主
義
の
一
種
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
総
体
行
為
に
関
す
る
ヴ
ァ
ル
タ
ー
的
見
解
は
現
代

の
議
論
に
と
っ
て
も
興
味
深
い
も
の
と
し
て
姿
を
表
す
。現
代
の
共
同
行
為
論
が
、

共
有
さ
れ
た
意
図
や
共
同
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
い
っ
た
事
柄
を
焦
点
と
す
る
こ
と

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
共
同
行
為
に
関
す
る
議
論
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
行

為
の
理
由
に
関
す
る
心
理
主
義
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
う
し

た
現
状
に
あ
っ
て
、
行
為
の
理
由
を
脱
心
理
化
し
た
う
え
で
総
体
行
為
の
成
立
条

件
を
特
定
す
る
ヴ
ァ
ル
タ
ー
的
見
解
は
、
行
為
の
理
由
に
関
す
る
反
心
理
主
義
を

共
同
行
為
論
に
持
ち
込
ん
だ
際
に
帰
結
す
る
立
場
の
ひ
と
つ
を
素
描
す
る
も
の
と

し
て
理
解
で
き
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
的
見
解
を
さ
ら
に
洗
練
さ
せ

る
と
い
う
課
題
は
、
現
代
の
共
同
行
為
論
で
ま
だ
あ
ま
り
検
討
さ
れ
て
い
な
い
オ

プ
シ
ョ
ン
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
課
題
で
も
あ
る
。
最
後
に
、
こ
の
課
題
へ
の
取

り
組
み
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
べ
き
）
か
に
つ
い
て
ご
く
簡
単

な
所
見
を
述
べ
、
本
稿
を
閉
じ
よ
う

３　

泥
臭
い
仕
事
を
厭
わ
な
い
人
の
た
め
の
今
後
の
課
題

本
稿
で
は
、
総
体
行
為
に
関
す
る
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
議
論
か
ら
こ
う
し
た
行
為
が

成
立
す
る
必
要
十
分
条
件
を
条
件
１
と
条
件
２
の
連
言
と
し
て
ま
ず
暫
定
的
に
定

式
化
し
、
条
件
１
を
多
少
な
り
と
も
明
確
化
し
た
。
と
は
い
え
、
行
為
の
志
向
的

対
象
と
は
何
か
、
志
向
的
対
象
の
共
有
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
、
本
稿
で
の
議

論
は
十
分
に
応
え
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
を
さ
ら
に
論
じ
る
こ
と
が
、
今
後
の

課
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
条
件
２
の
さ
ら
な
る
明
確
化
も
必

要
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
総
体
行
為
が
共
同
行
為
の
一
種
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
が
、
そ
の
他
の
共
同
行
為
に
関
し
て
ヴ
ァ
ル
タ
ー
的
見
解
が（
ど
の
よ
う
な
）

含
意
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
も
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
課
題
に
取
り
組
む
前
に
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

現
時
点
で
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
範
囲
で
も
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
的
見
解
に
は
あ
ま
り
に

多
く
の
理
論
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
含
ま
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
純
粋
志
向

的
対
象
と
現
実
の
対
象
と
は
別
の
存
在
者
と
し
て
導
入
し
、
そ
う
し
た
対
象
に
共

有
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
共
同
行
為
の
一
ク
ラ
ス
と
し
て
の
総
体
行
為
を
説

明
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
は
大
げ
さ
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し

た
疑
念
を
拭
い
去
ら
な
い
か
ぎ
り
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
的
見
解
は
、
現
代
の
論
争
状
況

に
お
い
て
不
利
な
状
況
に
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
状
況
を
脱
す
る
た
め
に
は
、
本
項
で
参
照
し
た
ヴ
ァ
ル
タ
ー
や
そ
の
他
の

初
期
の
現
象
学
者
た
ち
の
議
論
が
本
来
ど
の
よ
う
な
文
脈
に
置
か
れ
て
い
た
の
か

を
思
い
出
す
必
要
が
あ
る
。
総
体
行
為
に
つ
い
て
の
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
議
論
も
、
純



36

粋
志
向
的
対
象
に
関
す
る
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
の
議
論
も
、
社
会
的
対
象
（
共
同
体
や

文
学
作
品
）
の
存
在
論
と
い
う
大
き
な
話
題
の
一
部
で
し
か
な
い
。
ま
た
、「
心
理

学
と
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
」
に
お
け
る
シ
ュ
タ
イ
ン
の
動
機
づ
け
論
も
、
同
論

考
の
第
２
部
で
展
開
さ
れ
る
現
象
学
的
な
社
会
哲
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
な
か
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
の
道
具
立
て
が
私
た
ち
に

と
っ
て
大
げ
さ
に
見
え
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
彼
ら
の
議
論
を
大
局
的
な
観
点

か
ら
眺
め
ず
、
共
同
行
為
論
と
い
う
（
彼
ら
に
と
っ
て
は
）
相
対
的
に
ロ
ー
カ
ル

な
話
題
の
な
か
に
押
し
込
め
て
し
ま
う
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
総
体
行
為
に
関
す
る
ヴ
ァ
ル
タ
ー
的
見
解
を
擁
護
す
る
た
め
に
は
、
共
同
行

為
論
を
よ
り
広
範
な
問
題
の
な
か
に
埋
め
込
む
必
要
を
説
得
的
に
示
し
、
そ
う
し

た
拡
大
さ
れ
た
戦
線
の
な
か
で
こ
の
見
解
が
有
望
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
今
後
の
課
題
に
中
途
半
端
で
は
な
い
し
か
た
で
取
り
組
む

た
め
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
初
期
現
象
学
に
お
け
る
社
会

哲
学
を
掘
り
起
こ
し
、
彼
ら
が
何
を
目
指
し
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
達
成
で
き
た
の
か

を
（
現
代
の
議
論
と
の
相
違
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
）
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
地

道
な
作
業
で
し
か
な
い 

*5

。
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植
村
玄
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学
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植
村
玄
輝
・
吉
川
孝
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・
森
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著
、『
ワ
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現
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学
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哲
学
・
科
学
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論
叢
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第
１
６
号
，

二
〇
九–

二
二
二
頁
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注*1 

初
期
現
象
学
に
お
け
る
社
会
哲
学
に
つ
い
て
は
、
植
村
（
二
〇
一
七
）
お
よ
び

Salice 2013

を
参
照
。

*2 

な
ぜ
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
の
か
に
つ
い
て
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
詳
し
い
説
明
を
し
て
い

な
い
。
だ
が
、
ど
の
志
向
的
対
象
も
目
的
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
と
い
う
点
を
踏

ま
え
る
な
ら
ば
、
志
向
的
対
象
を
単
に
持
ち
出
し
て
も
求
め
ら
れ
て
い
る
説
明
に
達

す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

*3 

本
節
に
お
け
る
プ
フ
ェ
ン
ダ
ー
お
よ
び
シ
ュ
タ
イ
ン
に
関
す
る
議
論
は
、U

em
ura 

&
 Salice Forthcom

ing

で
よ
り
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
プ
フ
ェ
ン
ダ
ー

の
意
志
の
現
象
学
に
つ
い
て
はU

em
ura &

 Y
aegashi 2012

お
よ
びU

em
ura 

Forthcom
ing

も
参
照
の
こ
と
。

*4 

つ
ま
り
、
現
代
で
は
「
規
範
的
理
由
」
と
呼
ば
れ
、「
動
機
づ
け
理
由
」
か
ら
し
ば
し

ば
区
別
さ
れ
る
も
の
を
、
プ
フ
ェ
ン
ダ
ー
は
「
動
機
」
と
呼
ん
で
い
る
。

*5 

本
稿
の
準
備
の
過
程
で
以
下
の
方
々
か
ら
い
た
だ
い
た
コ
メ
ン
ト
に
感
謝
す
る
。
木

村
正
人
、
竹
内
聖
一
、
筒
井
晴
香
、
古
田
徹
也
、
八
重
樫
徹
。
な
お
、
本
稿
の
も
と

に
な
っ
た
研
究
は
科
学
研
究
費（
日
本
学
術
振
興
会
）に
よ
る
助
成
を
う
け
て
い
る（
課

題
番
号26770014; 18K

12186

）。

（
植
村
玄
輝
・
う
え
む
ら　

げ
ん
き
・
岡
山
大
学
）
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39 エディット・シュタインの感覚的および情動的感入の現象学

要
旨こ

の
論
文
は
、
エ
デ
ィ
ッ
ト
・
シ
ュ
タ
イ
ン
の
初
期
の
哲
学
、
特
に
一
九
一
七

年
に
公
刊
さ
れ
た
著
作
『
感
入
の
問
題
に
つ
い
て
』
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
感
入

の
理
論
を
提
示
し
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
そ
の
感
入
の
理
論
を
、

一
九
二
二
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
心
理
学
と
精
神
諸
科
学
の
哲
学
』
に
見
出
さ
れ
る

身
体
的
な
志
向
性
と
間
主
観
性
に
か
ん
す
る
補
足
的
思
想
か
ら
前
進
さ
せ
て
も
い

る
。
こ
れ
ら
の
著
作
の
な
か
で
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
感
入
に
か
ん
す
る
革
新
的
か
つ

詳
細
な
理
論
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
理
論
は
、
精
神
物
理
学
的
な
因
果
関
係
に

か
ん
す
る
問
題
、
社
会
的
存
在
論
、
道
徳
哲
学
を
含
ん
だ
哲
学
的
人
間
学
の
構
想

の
な
か
で
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
感
入
と
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
に
し
た
が
え

ば
、
他た

の
人パ

ー
ソ
ン格

の
感
情
に
つ
い
て
の
〔
み
ず
か
ら
の
〕
感
情
に
基
づ
い
た
体
験
で

あ
る
。
こ
の
体
験
は
、
相
互
関
係
に
あ
る
二
つ
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
三
つ
の
連
続

的
ス
テ
ッ
プ
を
通
じ
て
発
展
す
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
風
の
感
入
の
過プ

ロ
セ
ス程

を
理
解
す
る

た
め
の
鍵
は
、
い
か
に
し
て
実
際
に
感
入
の
ス
テ
ッ
プ
が
調
律
さ
れ
て
い
る
の
か

を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
情

ア
フ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ク
オ
リ
テ
ィ

感
の
質
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
理
論
を

供
給
す
る
の
は
、
感
入
の
過プ

ロ
セ
ス程

が
た
ん
に
始
ま
る
だ
け
で
な
く
、
三
つ
の
ス
テ
ッ

プ
を
通
じ
て
前
進
し
二
つ
の
異
な
る
タ
イ
プ
の
感
入
に
対
応
す
る
二
つ
の
異
な
る

レ
ベ
ル
、
す
な
わ
ち
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
と
情イ

モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

動
的
感
入
の
レ
ベ
ル
へ
意
味
を
も
た
ら
す

こ
と
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
論
は
、
現
代
の
感
入
に
つ
い
て
の

議
論
―
―
た
と
え
ば
、
知
覚
と
刺
激
の
あ
い
だ
に
見
ら
れ
る
関
係
に
か
ん
す
る
議

論
、
ま
た
低
い
レ
ベ
ル
と
高
い
レ
ベ
ル
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
あ
い
だ
の
区
別
に
か

ん
す
る
議
論
、
そ
し
て
感
入
の
過プ

ロ
セ
ス程

に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
か
つ
ど
の
よ
う
な
意

味
で
感
情
を
共シ

ェ
ア有

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
に
か
ん
す
る
議
論
―
―
に
見
ら
れ

る
い
く
つ
か
の
お
も
だ
っ
た
対
立
を
よ
り
よ
く
理
解
し
、
乗
り
越
え
る
た
め
の
大

き
な
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
有
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
エ
デ
ィ
ッ
ト
・
シ
ュ
タ
イ
ン
、
現
象
学
、
感
入
〔
感
情
移
入
〕、

情
動
の
哲
学
、
生
き
ら
れ
た
身
体
、
共
感

一　

序
論

最
近
、
エ
デ
ィ
ッ
ト
・
シ
ュ
タ
イ
ン

（
注
３
）

の
感
入

（
注
４
）

に
か
ん
す
る
理

論
の
意
味
が
、
認
知
科
学
と
そ
の
隣
接
領
域
で
注
目
を
集
め
る
こ
と
と
な
っ

た
（D

ullstein 2013; Jardine 2014, 2015; Svenaeus2016; Szanto 2015; 
V

endrell Ferran 2015; Zahavi 2014

）。
そ
う
し
た
な
か
で
、
社
会
的
認
知
の

エ
デ
ィ
ッ
ト
・
シ
ュ
タ
イ
ン
の
感
覚
的
お
よ
び
情
動
的
感
入
の
現
象
学

（
注
１
）

フ
レ
ド
リ
ク
・
ス
ヴ
ェ
ナ
エ
ウ
ス

（
注
２
）

訳
：
小
田
切　

建
太
郎
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場
面
に
お
け
る
感
入
の
本
性
や
役
割
に
か
か
わ
る
彼
女
の
仕
事
の
多
く
の
重
要
な

位ア
ス
ペ
ク
ト相

は
ま
だ
詳
細
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
論
文
の
目
標
は
、

シ
ュ
タ
イ
ン
の
初
期
の
哲
学
、
と
り
わ
け
一
九
二
七
年
（
二
〇
〇
八
年
）
に
公
刊

さ
れ
た
『
感
入
の
問
題
に
つ
い
て
（Zum

 Problem
 der E

infühlung

）』（『
感

入
の
書
』
と
略
記
す
る
）
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
感
入
に
つ
い
て
の
理
論
を
詳
細

に
提
示
す
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
一
九
二
二
年
（
二
〇
一
〇
年
）
に

公
刊
さ
れ
た
『
心
理
学
と
精
神
諸
科
学
の
哲
学
的
基
礎
づ
け
に
か
ん
す
る
寄
与

論
考
（Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und 

der G
eistesw

issenschaften)
』（『
寄
与
論
考
』
と
略
記
す
る
）
の
な
か
に
わ
た

し
た
ち
が
見
出
す
と
こ
ろ
の
身
体
の
志
向
性
と
間
主
観
性
に
つ
い
て
の
補
足
的
な

思
想
を
、
そ
こ
か
ら
前
進
さ
せ
な
が
ら
詳
細
に
示
す
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
著

作
の
な
か
で
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
感
入
に
か
ん
す
る
革
新
的
な
理
論
を
提
出
し
て
い

る
。
こ
の
理
論
は
精
神
物
理
学
、
社
会
的
存
在
論
、
道
徳
哲
学
を
含
む
哲
学
的
人

間
学
の
構
想
の
な
か
で
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
女
の
主
要
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー

シ
ョ
ン
の
源
泉
は
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
（1976
）
と
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー

ラ
ー
（2005

）
で
あ
る
。
だ
が
彼
女
の
最
後
の
も
の
と
な
っ
た
現
象
学
的
感
入
の

理
論
は
、
彼
ら
と
は
違
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ほ
か
の
歴
史
的
あ
る
い
は
同
時
代
の

有
力
な
議
論
（
そ
う
し
た
感
入
の
理
論
は
、Coplan and Goldie 2011; D

ecety 
2012

の
な
か
に
通
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
に
見
ら
れ
る
理
論
と
も
異
な
っ
て
い

る
。い

か
に
し
て
感
入
の
現
象
を
考
察
す
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
シ
ュ
タ
イ
ン

の
提
案
の
出
発
点
は
、
感
入
と
は
他た

の
人パ

ー
ソ
ン格

の
体
験
の
うイ

ン
ト
ゥ
ー

ち
へ
み
ず
か
ら
を
感0

じ
る

0

0feeling oneself

（「
み
ず
か
ら
を
感
入
す
るsich einfühlen

」）
ひ
と
つ
の

仕ウ
ェ
イ方

で
あ
る
、
と
い
う
理
念
の
う
ち
に
あ
る
。
こ
れ
か
ら
展
開
し
詳
述
す
る
こ
と

だ
が
、
感
入
の
こ
の
基
本
的
位ア

ス
ペ
ク
ト相

は
、
感
入
は
他
の
人
格
を
知
覚
し
理
解
す
る

直
接
的
で
基
礎
的
な
仕
方
だ
と
現
象
学
者
た
ち
が
主
張
す
る
際
に
つ
ね
に
承
認

さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
（
た
と
え
ば
、Zahavi 2011

）。
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身

で
さ
え
、
感
入
の
諸
々
の
感フ

ィ
ー
リ
ン
グ
・
ア
ス
ペ
ク
ト

情
的
位
相
が
「
感

ア
イ
ン
フ
ュ
ー
ル
ン
ク

入
」
の
術
語
に
よ
っ
て
〔
す
で

に
〕
か
な
り
よ
く
言
い
表
さ
れ
て
い
る
と
見
な
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
異
な
る
タ

イ
プ
の
感
情
の
現
象
学
―
―
こ
れ
は
わ
た
し
が
参
照
し
た
二
つ
の
著
作
の
な
か
に

見
ら
れ
る
―
―
が
、
い
か
に
彼
女
の
感
入
の
現
象
学
に
リ
ン
ク
し
て
い
る
か
と
い

う
議ト

ピ
ッ
ク題

を
〔
殊
更
に
は
〕
扱
っ
て
い
な
い
。
わ
た
し
は
こ
の
不
足
分
を
、
感
情
に

か
ん
す
る
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
が
、
感
入
に
つ
い
て
の
彼
女
の
記
述
の
な
か
に
現

れ
て
く
る
あ
り
様
を
そ
の
と
お
り
に
明
示
化
す
る
と
と
も
に
体
系
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
補
い
つ
つ
改
善
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
。
わ
た
し
は
こ
の
努
力
を
や
る

べ
き
価
値
が
あ
る
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
シ
ュ
タ
イ
ン
の
感
情
の
哲
学
は
、
感

入
に
つ
い
て
の
彼
女
の
理
論
と
同
様
に
、
現
代
の
現
象
学
と
認
知
科
学
に
お
け
る

感
情
に
か
ん
す
る
研
究
と
―
―
異
な
っ
た
術
語
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
と
は
い

え
―
―
か
な
り
よ
く
か
み
合
っ
て
調
和
し
て
い
る
か
ら
だ
（Colom

betti 2014; 
Svenaeus 2016

）。
わ
た
し
が
望
ん
で
い
る
の
は
、
感
入
に
つ
い
て
の
シ
ュ
タ
イ

ン
の
記
述
を
、
彼
女
が
そ
う
見
た
よ
う
に
感
情
に
基
づ
い
た
過プ

ロ
セ
ス程

と
し
て
提
示
す

る
こ
と
で
、
彼
女
の
理
論
が
現
代
の
議
論
に
と
っ
て
も
い
か
に
豊
か
で
、
い
か
に

細
や
か
で
、
そ
し
て
い
か
に
重
要
な
も
の
か
を
明
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。

感
入
と
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
に
し
た
が
え
ば
、
他
の
人
格
の
体
験
に
つ
い
て
の

体
験
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
が
感
入
に
属
す
と
見
る
こ
の
体
験
（「
体

エ
ア
レ
ー
プ
ニ
ス

験
」）
と

は
、
感
情
（
わ
た
し
は
、「
感フ

ィ
ー
リ
ン
グ情

」
と
い
う
術
語
を
「
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
フ
ィ
ー
リ
ン
グ

性
的
感
覚
」
や
「
気ム

ー
ド分

」、

「
情イ

モ
ー
シ
ョ
ン動

」
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
亜
種
す
べ
て
を
包
括
す
る
仕
方
で
用

い
る
）
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
感
情
は
、
感エ

ン
パ
サ
イ
ザ
ー

入
者
〔
＝
感
入
す

る
者
〕
の
知
覚
的
そ
し
て
想
像
的
な
感
情
で
あ
り
、
被エ

ン

パ

シ

ー

感
入
者
〔
＝
感
入
さ
れ
る

者
〕（
そ
こ
へ
と
感
入
さ
れ
る
人
格
）
の
身
体
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
感
情
で
あ
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る
。
と
り
わ
け
わ
た
し
が
ご
覧
に
入
れ
て
み
た
い
の
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
が
感
入
を

つ
ぎ
の
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
か
ら
な
る
過プ

ロ
セ
ス程

と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
の

過プ
ロ
セ
ス程

は
、（
１
）
ま
ず
他
の
人
格
（
被
感
入
者
）
の
体
験
が
、
被
感
入
者
が
持
つ
体

験
と
し
て
感
入
者
へ
現
れ
て
く
る
。（
２
）
つ
ぎ
に
感
入
者
が
被
感
入
者
の
体
験

に
倣

フ
ォ
ロ
ー
・
ス
ル
ー

う
（
注
５
）。（

３
）
そ
れ
は
、
被
感
入
者
が
持
つ
体
験
の
意
味
の
よ
り
包
括
的

な
理
解
へ
帰
っ
て
く
る
た
め
だ
（Stein 2008: 18-19

）。

シ
ュ
タ
イ
ン
風
の
感
入
を
理
解
す
る
鍵
は
、
実
際
ど
の
よ
う
に
し
て
感
入
の
こ

れ
ら
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
が
（
感
情
に
基
づ
い
た
仕
方
で
）
調
律
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

か
を

説
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
情

ア
フ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ク
オ
リ
テ
ィ

感
の
質
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
理
論
を

提
供
す
る
際
、
感
入
の
過プ

ロ
セ
ス程

は
、
単
に
連
続
的
な
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ

0

0

0

0

0

0

0

を
と
お
し

て
始
ま
る
だ
け
で
な
く
前
進
も
す
る
の
で
あ
り
、
相
関
的
な
二
つ
の
レ
ベ
ル

0

0

0

0

0

0

―
―

感セ
ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
と
情イ

モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

動
的
感
入
の
レ
ベ
ル
―
―
で
意ミ

ー
ニ
ン
グ味

を
担
う
か
ら
だ
。
こ
の
論
文

で
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
が
感
入
の
三
つ
の
異
な
る
「
遂

フ
ォ
ル
ツ
ー
ク
ス
シ
ュ
ト
ゥ
ー
フ
エ

行
段
階
」
と
呼
ぶ
も
の
を

名
指
す
た
め
に
「
ス
テ
ッ
プ
」
あ
る
い
は
「
ス
テ
ー
ジ
」
と
い
う
術
語
を
使
用
し

た
い
。
だ
が
、「
レ
ベ
ル
」
と
い
う
術
語
は
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
と
情イ

モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

動
的
感
入
の
あ
い
だ

の
違
い
を
表
す
た
め
に
と
っ
て
お
き
た
い
（
こ
こ
で
シ
ュ
タ
イ
ン
が
最
も
頻
繁
に

使
用
す
る
術
語
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
深
さ
を
伴
っ
た
感
情
を
指
す
「
諸シ

ヒ

テ層
」
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
で
さ
ら
に
論
じ
る
）。
ま
た
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
と
こ
れ
に

対ヴ
ァ
ー
サ
ス

す
る
情イ

モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

動
的
感
入
を
、
右
で
触
れ
た
二
つ
の
レ
ベ
ル
で
成
立
し
た
二
つ
の
異

な
る
タ
イ
プ
の
感
入
と
し
て
示
そ
う
と
思
う
。
つ
ま
り
、
情イ

モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

動
的
感
入
は
つ
ね
に

感セ
ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
を
前
提
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

二　

シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
論
と
現
代
の
感
入
研
究

そ
れ
で
は
シ
ュ
タ
イ
ン
の
感
入
に
つ
い
て
の
理
論
を
紹
介
す
る
際
に
最
も
頻
繁

に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
引
用
―
―
わ
た
し
は
そ
こ
か
ら
す
で
に
シ
ュ
タ
イ
ン
の

主
要
な
論
点
の
い
く
つ
か
を
要
約
し
て
い
る
―
―
を
お
目
に
か
け
た
い
。

い
ま
や
感
入
そ
の
も
の
へ
〔
が
問
題
で
あ
る
〕。
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
こ
で

も
〔
記
憶
、
予
期
、
想
像
に
お
け
る
の
と
同
様
に
〕（

注
６
）、

目
下
現
在
の
体

験
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
だ
が
、
そ
の
内
容
に
か
ん
し
て
は
非ノ

ン

‐

原オ
リ
ジ
ナ
ル

本
的
な
作
用
を
論
じ
て
い
る
。〔
…
…
〕
そ
れ
が
突
如
と
し
て
わ
た
し
の

眼
前
に
現
れ
る
際
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
客
観
対
象
（
た
と
え
ば
、
わ
た
し
が

他
者
の
顔
の
う
ち
に
「
読リ

ー

ド

み
取
る
」
悲
し
み
）
と
し
て
わ
た
し
に
面
す
る
こ

と
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
た
し
が
そ
こ
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
諸
傾
向

の
う
ち
へ
問
い
た
ず
ね
入
ろ
う
と
す
る
と
き
（
わ
た
し
が
他
者
の
気
分
を
わ

た
し
自
身
へ
の
明
確
な
所
与
へ
も
た
ら
す
こ
と
を
試
み
る
と
き
）、
そ
の
体

験
は
、
わ
た
し
に
対
し
て
も
は
や
ひ
と
つ
の
客
観
対
象
で
は
な
く
、
む
し
ろ

わ
た
し
を
そ
の
う
ち
へ
引
っ
張
り
込
ん
で
い
る
。
わ
た
し
は
い
ま
も
は
や
体

験
に
向
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
か
わ
り
に
、
体
験
の
客オ

ブ
ジ
ェ
ク
ト

観
対
象
に

向
か
っ
て
い
る
。
わ
た
し
は
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
な
体
験
の
主
体
に
、
な
い
し
は
そ
の
主

体
の
場
所
に
位
置
し
て
お
り
、
も
っ
ぱ
ら
体
験
の
明
確
化
が
達
成
さ
れ
た
そ

の
後
で
の
み
、
そ
れ
は
わ
た
し
に
再
度
ひ
と
つ
の
客
観
対
象
と
し
て
現
れ
る

の
だ
。

結
果
と
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
考
慮
さ
れ
た
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、〔
他

の
人
格
に
つ
い
て
の
〕（

注
７
）

体
験
が
わ
た
し
た
ち
に
現
れ
て
き
て
い
る
と
き

に
は
、
遂
行
の
三
つ
の
ス
テ
ー
ジ
な
い
し
様
相
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
具
体
的
な
場
合
に
お
い
て
三
つ
の
す
べ
て
の
ス
テ
ー
ジ
が
遂
行
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
く
、
わ
た
し
た
ち
は
し
ば
し
ば
ス
テ
ー
ジ（
１
）な
い
し
は
ス
テ
ー

ジ
（
２
）
で
満
足
す
る
。（
１
）
体
験
の
登
場
、（
２
）
説
明
の
充
実
化
、（
３
）
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説
明
さ
れ
た
体
験
の
包
括
的
な
客
観
化
。（Stein 2008: 18-19

）

感
入
と
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
に
し
た
が
え
ば
、
な
に
か
あ
る
も
の
の
現
前
―
―
他

の
人パ

ー
ソ
ン格

に
つ
い
て
の
体
験
―
―
に
お
け
る
知
覚
、
無
媒
介
的
〔
＝
直
接
的
〕
な
仕

方
に
お
け
る
知
覚
に
似
て
い
る
。
し
か
し
、〔
端
的
な
意
味
で
の
〕
知
覚
に
似
て
い

る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
体
験
の
意
味
内
容
が
感
入
者
へ
直
接
に
は
与
え
ら
れ
な

い
と
い
う
意
味
で
は
た
と
え
ば
想
像
の
よ
う
な
ほ
か
の
諸
体
験
の
形
式
に
似
て
い

る
。
こ
の
区
別
を
維
持
す
る
た
め
に
シ
ュ
タ
イ
ン
が
使
用
す
る
術
語
は
、
な
に

か
あ
る
も
の
が
「
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
」
な
仕
方
で
意
識
に
現
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
「
非ノ

ン

‐

原オ
リ
ジ
ナ
ル

本
的
」（Stein 2008: 15

）
な
仕
方
で
意
識
に
現
れ
る
か
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
非ノ

ン

‐
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
な
仕
方
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
な
仕
方
で
現
れ
る

意
識
の
作
用
の
内コ

ン
テ
ン
ト容

―
―
「
内ゲ

ハ
ル
ト容

」
―
―
に
つ
い
て
後
者
の
形
式
を
強
調
す
る
た

め
に
シ
ュ
タ
イ
ン
（
そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
―
―
彼
の
著
作
は
『
感
入
の
書
』
に
お

け
る
シ
ュ
タ
イ
ン
に
主
要
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
た
）
が
し
ば
し
ば
使

用
す
る
術
語
は
、「
あラ

イ
プ
ハ
フ
ト
・
ゲ
ー
ゲ
ン
ヴ
ェ
ル
テ
ィ
ッ
ヒ

り
あ
り
と
現
前
的
」あ
る
い
は「
あラ

イ

プ

ハ

フ

ト

・

ゲ

ゲ

ー

ベ

ン

り
あ
り
と
与
え
ら
れ
る
」、

す
な
わ
ち
、「
あボ

デ

ィ

リ

イ

・

プ

レ

ゼ

ン

ス

り
あ
り
と
し
た
現
前
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
」（e.g. Stein 2008: 

16, 31

）、
で
あ
る
。
た
と
え
ば
昨
日
味
わ
っ
た
晩デ

ィ
ナ
ー餐

の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
思
い

出
す
と
き
、
わ
た
し
は
自
分
の
体
験
の
う
ち
で
二
次
的
な
あ
り
よ
う
で
な
に
か
あ

る
も
の
を
現
前
化
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
当
該
の
体
験
は
記
憶
へ
引
き
戻
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
そ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
お
い
て
（
そ
の
時
に
味
わ
っ
た
晩デ

ィ
ナ
ー餐

と
い
う
あ
り
よ
う
で
）
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。
シ
ュ
タ
イ
ン
の
ポ

イ
ン
ト
は
、
感
入
の
体
験
は
、
あ
る
意
味
で
想
起
の
作
用
に
似
て
非ノ

ン

‐
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
だ

が
、
ま
た
重
要
な
違
い
を
伴
っ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
〔
感
入
の
〕
体
験
内
容
は
決

し
て
わ
た
し
に
あ
り
あ
り
と
現
前
し
な
い
が
、
む
し
ろ
わ
た
し
が
感
入
し
て
い
る

と
こ
ろ
の
他
の
人
格
に
は
そ
の
よ
う
に〔
＝
あ
り
あ
り
と
〕現
前
す
る
と
い
う〔
想

起
に
は
見
ら
れ
な
い
〕
違
い
を
伴
っ
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
感
入
に

特
有
の
こ
の
非ノ

ン

‐
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
な
特
殊
形
式
を
区
別
す
る
た
め
に
シ
ュ
タ
イ
ン
が
使
う

術
語
は
、「
共コ

ン同
‐
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
」（「
共コ

ン
オ
リ
ギ
ナ
リ
テ
ー
ト

同
原
本
性
」）
で
あ
る
。

シ
ュ
タ
イ
ン
は
感
入
の
相
互
に
連
結
し
た
二
つ
の
タ
イ
プ
を
区
別
す
る
が
、
こ

れ
に
よ
る
と
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
‐
過プ

ロ
セ
ス程

は
二
つ
の
異
な
る
レ
ベ
ル
で
始
ま
る
こ
と

が
で
き
る
。感
入
に
か
ん
す
る
現
代
の
議
論
は
、
し
ば
し
ば
、
低
い
レ
ベ
ル
の（
基

礎
的
な
）
感
入
と
こ
れ
に
対ヴ

ァ
ー
サ
ス

す
る
高
い
レ
ベ
ル
の
（
再
‐
開
始
的
な
）
感
入
の
あ

い
だ
を
区
別
し
て
い
る
（
概
観
の
た
め
に
は
、Coplan and Goldie 2011

を
参

照
）。
低
い
レ
ベ
ル
の
感
入
は
最
も
多
く
の
場
合
、
性
質
上
、
多
か
れ
少
な
か
れ

自
動
化
し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
高
い
レ
ベ
ル
の
感
入
は
、
ど
の

よ
う
に
し
て
他
の
人
格
の
立
場
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
（
あ
る
い
は
、
ど
の

よ
う
に
し
て
他
の
人
格
で
あ
る
と
感
じ
る
の
か
）
を
想
像
し
よ
う
と
す
る
企
て
の

う
ち
に
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
論
の
優ア

ド
ヴ
ァ
ン
テ
ー
ジ

位
性
は
、
こ
の
区
別
〔
＝
低
い
レ
ベ
ル

と
高
い
レ
ベ
ル
の
区
別
〕
を
、
感
覚
的
ま
た
は

0

0

0

情
動
的
レ
ベ
ル
に
お
け
る
ス
テ
ッ

プ
①
と
ス
テ
ッ
プ
②
の
感
入
に
つ
い
て
の
区
別
と
し
て
理
解
で
き
る
か
も
し
れ

ず
、
ま
た
、
二
つ
の
異
な
る
が
し
か
し
相
関
的
な
タ
イ
プ

0

0

0

の（
感
覚
的
と
情
動
的
）

感
入
の
相
違
に
つ
い
て
の
区
別
と
し
て
理
解
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
こ
ろ
に
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
論
は
、
感
入
の
過プ

ロ
セ
ス程

に
つ
い
て
の
最

も
現
代
的
な
理
論
よ
り
も
っ
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
富
ん
だ
完
全
な
記
述
を
可
能
に
す

る
。シ

ュ
タ
イ
ン
の
モ
デ
ル
（
両
方
〔
＝
感
覚
的
・
情
動
的
〕
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
）

で
は
、
第
二
の
ス
テ
ッ
プ
に
お
い
て
、
わ
た
し
た
ち
は
な
に
か
あ
る
知
覚
的
な
も

の
に
過
ぎ
な
い
も
の
が
想
像
的
な
も
の
へ
変
容
す
る
の
を
見
る
。
こ
の
変
容
は
第

三
の
ス
テ
ッ
プ
を
と
お
し
て
、〈
想
像
を
伴
っ
た
知
覚
的
な
も
の
〉
で
あ
る
よ
う
な

な
に
か
あ
る
も
の
へ
至
る
。
感
入
の
過プ

ロ
セ
ス程

の
こ
の
動ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク的

な
ド
リ
フ
ト

0

0

0

0

〔
＝
横
す
べ
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り
〕
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵
は
、
わ
た
し
が
信
じ
る
と
こ
ろ
で
は
、
三
つ
の
ス

テ
ッ
プ
す
べ
て
の
感
情
に
基
づ
い
た
位ア

ス
ペ
ク
ト相

を
、
そ
れ
ら
が
典
型
的
に
導
き
か
つ
相

互
に
強
化
す
る
の
に
し
た
が
っ
て
強
調
す
る
こ
と
に
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
ス

テ
ッ
プ
①
と
ス
テ
ッ
プ
②
が
感
入
の
過プ

ロ
セ
ス程

に
お
い
て
常
に
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い

と
書
く
。
と
は
い
え
、
こ
の
点
に
か
ん
す
る
シ
ュ
タ
イ
ン
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
つ
い

て
の
最
も
啓
発
的
な
解
釈
は
、
わ
た
し
た
ち
が
持
っ
て
い
る
ほ
か
の
思
想
や
感
情

が
、
そ
し
て
／
ま
た
は
わ
た
し
た
ち
が
み
ず
か
ら
を
見
出
す
状
況
の
諸
々
の
位ア

ス
ペ
ク
ト相

が
、
任
意
な
い
し
不
本
意
な
仕
方
で
過プ

ロ
セ
ス程

の
ス
テ
ッ
プ
①
か
ら
ス
テ
ッ
プ
②
そ
し

て
ス
テ
ッ
プ
③
へ
の
前
進
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
て
し
ま
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
も
の
で
あ
る

（Stein 2008: 19, 26

）。
シ
ュ
タ
イ
ン
の
見
解
で
は
、
そ
う
し
た
障
害
物
の
せ
い

で
な
ん
ら
十
分
な
説
明
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
な
い
、
他
の
人
格
の
持
つ
体
験
に

つ
い
て
の
体
験
も
、
も
し
そ
れ
ら
が
わ
た
し
た
ち
に
少
な
く
と
も
他
の
人
格
が
有

し
て
い
る
体
験
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
理
解
を
与
え
る
と
す
る
な
ら
（
ス
テ
ッ
プ

①
の
感
入
）、
そ
れ
で
も
ま
だ
感
入
と
し
て
把
握
可
能
で
あ
ろ
う
。

現
代
的
な
場
面
に
焦
点
を
あ
て
る
な
ら
、
シ
ュ
タ
イ
ン
が
み
ず
か
ら
の
感
入
の

現
象
学
に
二
つ
の
事
柄
の
達
成
を
求
め
て
い
た
こ
と
に
気
が
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
時
代
か
ら
今
日
ま
で
感
入
の
研
究
を
主
導
す
る

二
つ
の
中
心
的
な
問
い
に
対
す
る
回
答
を
与
え
る
こ
と
と
大
雑
把
な
仕
方
で
は
あ

る
が
一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
い
か
に
し
て
ひ
と
は
、
他
の
人
格
が
な
に
を
考
え

ま
た
感
じ
て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？
」、
そ
し
て
「
な
に
が
ひ

と
り
の
人
格
を
、
他
者
の
苦
し
み
に
感

セ
ン
シ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ

受
性
を
と
も
な
っ
た
仕
方
で
応
答
し
、
ケ

ア
す
る
こ
と
へ
導
く
の
か
？
」（Batson 2009: 3; 

現
代
の
感
入
研
究
の
概
観
の

た
め
に
は
、Coplan and Goldie 2011; D

ecety 2012

を
参
照
）。
最
初
の
問
い

に
対
す
る
回
答
は
、
感
入
を
社
会
性
へ
至
る
た
め
の
メ
イ
ン
・
ロ
ー
ド
と
し
て
用

い
る
。
第
二
の
問
い
に
対
す
る
回
答
も
ま
た
、
ケ
ア
の
倫
理
に
お
い
て
鍵
と
な
る

構
成
要
素
の
ひ
と
つ
と
し
て
強
調
さ
れ
る
感
入
に
か
か
わ
っ
て
い
る
（Calcagno 

2014: 90 ff.

）。

感
入
に
か
ん
す
る
シ
ュ
タ
イ
ン
の
本
は
、
彼
女
の
博
士
の
学
位
論
文
を
短
縮
し

た
版

バ
ー
ジ
ョ
ンで

あ
る
。
学
位
論
文
は
、
さ
ら
に
十
八
世
紀
と
十
九
世
紀
の
哲
学
に
お
け

る
感
入
の
概
念
を
調
査
し
て
い
る
第
一
章
を
含
む
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
社

会
現
象
と
し
て
の
感
入
、
倫
理
現
象
と
し
て
の
感
入
、
美
学
的
現
象
と
し
て
の
感

入
を
そ
れ
ぞ
れ
扱
う
第
五
章
、
第
六
章
、
第
七
章
も
含
ん
で
い
る
（Stein 2008: 

xx-xxi

）。
学
位
論
文
の
存
在
し
て
い
た
す
べ
て
の
コ
ピ
ー
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
（Stein 2008: xxi

）、
シ
ュ
タ
イ
ン
が
こ
れ
ら
の
章
に
ど
の
よ
う
な
思
想

を
入
れ
よ
う
と
し
て
い
の
か
を
正
確
に
知
る
者
は
だ
れ
も
い
な
い
。
残
っ
て
い
る

も
の
と
い
え
ば
、
一
九
一
七
年
に
公
刊
さ
れ
た
本
で
あ
る
。
こ
こ
に
含
ま
れ
る
の

は
、
感
入
の
作
用
の
構
造
に
か
ん
す
る
第
二
章
、
生
き
ら
れ
た
身
体
に
か
ん
す
る

第
三
章
、
そ
し
て
人
格
の
概
念
に
か
ん
す
る
第
四
章
で
あ
る
。
こ
れ
ら
公
刊
さ
れ

た
諸
章
に
お
い
て
シ
ュ
タ
イ
ン
が
明
確
に
し
て
い
る
の
は
、
彼
女
の
全
般
的
な
狙

い
が
感
入
体
験
の
構
造
を
研
究
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
的
文
脈
に
お
い

て
人
格
で
あ
る
こ
と
は
な
に
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
に
わ
た
し

た
ち
は
世
界
の
な
か
で
と
も
に
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う

問
題
の
研
究
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
い
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

仕
方
で
の
（
重
要
な
区
別
は
、
一
方
の
「
大マ

セ衆
」
と
「
社

ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト

会
」
と
い
う
非
本
来
的

形
式
と
、
他
方
の
「
共ゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト

同
体
」
と
い
う
本
来
的
共
同
存
在
〔
の
区
別
〕
で
あ
る
）

人
格
の
〈
共ビ

ー
イ
ン
グ
・
ト
ゥ
ゲ
ザ
ー

に
あ
る
こ
と
〉
が
論
じ
ら
れ
る
『
寄
与
論
考
』
の
第
二
章
で
焦
点
が

あ
て
ら
れ
て
い
る
（Stein 2010: 218 ff.

）。
両
方
の
著
作
に
お
け
る
シ
ュ
タ
イ

ン
の
最
も
重
要
な
目
標
は
、
世
界
の
う
ち
で
他
の
人
格
と
共
に
感
じ
か
つ
行
為
す

る
こ
と
を
と
お
し
て
わ
た
し
た
ち
が
出
会
う
価
値
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
う
え
に
、

道
徳
哲
学
を
展
開
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
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を
顧
慮
す
る
な
ら
、
シ
ュ
タ
イ
ン
哲
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
そ

れ
に
た
い
へ
ん
似
て
い
る
。と
は
い
え
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
感
入
そ
の
も
の
よ
り
も
、

よ
り
強
く
共シ

ン
パ
シ
ー感

（
愛
）
に
興
味
を
示
し
た
の
だ
が
（Scheler 2009

）。

バ
ト
ソ
ン
（Batson

）
の
両
方
の
問
い
に
焦
点
を
あ
て
る
シ
ュ
タ
イ
ン
の
企
て

は
、
経
験
の
ど
の
タ
イ
プ
が
、
す
で
に
参
照
し
た
三
つ
の
段
階
の
な
か
に
、
二
つ

の
レ
ベ
ル
の
モ
デ
ル
の
な
か
に
、
感
入
と
し
て
数
え
入
れ
ら
れ
る
べ
き
か
に
か
ん

し
て
、
感
入
に
つ
い
て
の
彼
女
の
理
論
を
い
さ
さ
か
曖
昧
な
も
の
に
し
て
い
る
。

わ
た
し
の
眼
前
に
い
る
人
格
が
な
に
か
苦
し
ん
で
い
る
と
い
う
体
験
を
わ
た
し
が

感
じ
る
こ
と
、
そ
し
て
理
解
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

（
ス
テ
ッ
プ
①
）で
十
分
な
の
だ
ろ
う
か
？ 

そ
れ
と
も
わ
た
し
は
ま
た
自
分
の
体
験
を
感
入
と
し
て
数
え
入
れ
る
た
め
に
、
他

の
人
格
の
感
情
に
な
ん
と
か
し
て
つ
な
が
る

0

0

0

0

〔
参
加
す
る

0

0

0

0

〕（
ス
テ
ッ
プ
②
）
と

い
う
意
味
で
他
の
人
格
に
寄
り
添
っ
た
仕
方
で
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？ 

右
で
わ
た
し
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
本
の
な
か
で
最
初
の
典
型
的

な
感
入
を
規
定
し
、
そ
れ
を
体
験
の
ほ
か
の
形
式
か
ら
切
り
離
し
な
が
ら
最
初
の

選
択
肢
に
落
ち
着
く
（Stein 2008: 11-20

）
と
き
も
、
つ
づ
く
分
析
で
ほ
か
の

体
験
か
ら
感
入
の
作
用
を
区
別
す
る
の
は
、
ま
さ
に
他
の
人
格
の
足
取
り
に
お
け

る
感
情
だ
と
明
示
的
に
強
調
し
て
い
る
（Stein 2008: 21-25

）。

感
入
す
る
際
の
他
者
（
の
足
取
り
）
に
寄
り
添
う
感
情
は
、
同
じ
事
柄
に
つ
い

て
相
互
的
体
験
を
持
つ
と
い
う
意
味
で
共
に
感
じ
る
こ
と
（
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
れ

を『
寄
与
論
考
』の
な
か
で
は「
共

ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ツ
エ
ア
レ
ー
プ
ニ
ス

同
体
体
験
」と
呼
ん
で
い
る
）、
あ
る
い
は
ま
た
、

シ
ェ
ー
ラ
ー
が
「
いア

イ

ン

ス

ち
な
る
感フ

ュ
ー
ル
ン
ク

入
」（
他フ

ィ
ー
リ
ン
グ
・
ア
ッ
ト
・
ワ
ン
・
ウ
ィ
ズ
・
ザ
・
ア
ザ
ー

者
と
共
に
ひ
と
つ
に
感
じ
る
こ
と
）
と

呼
ん
だ
も
の
と
混
同
さ
れ
は
し
な
い
（Stein 2008: 25-29

）。
ま
た
、
シ
ュ
タ
イ

ン
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
両
者
が
共シ

ン
パ
シ
ー感

（「
共ジ

ン
パ
テ
ィ
ー感

」
な
い
し
「
共

ミ
ッ
ト
フ
ュ
ー
レ
ン

感
」）
―
―
こ
れ
は

感
入
者
が
持
つ
被
感
入
者
の
た
め

0

0

0for

の
ケ
ア
の
感
情
で
あ
る
―
―
と
名
づ
け
る

も
の
に
よ
っ
て
混
乱
す
る
こ
と
も
な
い
（Stein 2008: 24-25

）。
感
入
と
は
、
厳

密
な
意
味
で
被
感
入
者
の
体
験
（
感
情
）
を
共シ

ェ

ア

リ

ン

グ

有
す
る
こ
と
で
は
な
い
し
、
ま
た

被
感
入
者
を
憐
れ
む
同
情
の
感
情
で
あ
る
必
要
も
な
い
。
わ
た
し
た
ち
が
見
る
こ

と
に
な
る
よ
う
に
、
シ
ュ
タ
イ
ン
に
お
け
る
共
感
は
、
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
す
べ
て

を
と
お
し
、
か
つ
両
方
の
レ
ベ
ル
に
基
づ
い
た
感
入
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

と
い
う
の
も
、
共
感
と
は
、
他
の
人
格
の
体
験
と
個

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ

性
を
感
入
に
よ
っ
て
知
る
よ

う
に
な
る
こ
と
（
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
他
の
人
格
を
知
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
ほ

か
の
方
法
―
―
た
と
え
ば
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
―
―
と
の
組コ

ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン

み
合
わ
せ
に

お
い
て
）
に
お
い
て
ま
た
そ
の
こ
と
を
と
お
し
て
他
の
人
格
を
配
慮
す
る
こ
と

だ
か
ら
だ
（Stein 2008: 102-104, 116-130

）。
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
で
は
感
入
の

過プ
ロ
セ
ス程

は
、
他
の
人
格
の
幸
せ
の
た
め
の
配
慮
に
よ
っ
て
の
み
動
機
づ
け
ら
れ
て

0

0

0

0

0

0

0

い

る
わ
け
で
は
な
い（
感
入
へ
つ
な
が
る
共
感
の
共
通
の
道
。Jacob 2012

を
参
照
）。

感
入
の
過プ

ロ
セ
ス程

は
ま
た
、
特
定
の
人
格
を
知
る
こ
と
と
そ
の
ひ
と
の
た
め
に
配
慮
す

る
こ
と
へ
至
る
主
要
な
道
と
し
て
用
い
ら
れ
も
す
る
（Svenaeus 2015

）。

シ
ュ
タ
イ
ン
が
感
入
の
過プ

ロ
セ
ス程

で
区
別
す
る
各
ス
テ
ッ
プ
は
反
復
さ
れ
う
る
だ

ろ
う
―
―
ス
テ
ッ
プ
③
は
、
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
に
お
け
る
新
た
な
ス
テ
ッ
プ
①
と

し
て
働
き
う
る
だ
ろ
う
―
―
そ
う
し
た
こ
と
が
起
こ
る
の
は
、
以
下
で
示
す
と
お

り
、
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
が
情イ

モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

動
的
感
入
と
な
る
よ
う
前
進
す
る
と
き
で
あ
る
。
と
は
い

え
各
ス
テ
ッ
プ
は
、
他
の
人
格
に
話
し
か
け
る
、
あ
る
い
は
、
そ
の
ひ
と
の
た
め

に
／
に
対
し
て
な
に
か
あ
る
こ
と
を
始
め
る
、
あ
る
い
は
、
そ
の
ひ
と
と
一
緒
に

い
る
、
と
い
っ
た
仕
方
で
他
の
人
格
に
か
か
わ
る
方
法
に
よ
っ
て
補
う
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
ら
の
振
る
舞
い
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
基
づ
い
た
、
あ
る

い
は
行
動
に
基
づ
い
た
間
主
観
性
の
諸
形
式
―
―
こ
れ
に
つ
い
て
シ
ュ
タ
イ
ン
は

『
寄
与
論
考
』
の
共
同
存
在
に
か
ん
す
る
第
二
章
で
よ
り
詳
細
に
調
査
し
て
い
る

―
―
へ
感
入
を
変
容
さ
せ
る
だ
ろ
う
（Stein 2010: 110 ff.

）。
し
か
し
、
た
と

え
シ
ュ
タ
イ
ン
が
感
入
の
体
験
を
右
で
区
分
し
た
モ
デ
ル
―
―
会
話
や
党
派
間
の
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調
和
し
た
振
る
舞
い
を
含
ま
な
い
各
ス
テ
ッ
プ
―
―
へ
制
限
す
る
と
し
て
も
、
も

し
被
感
入
者
が
、
自
分
が
感
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
過プ

ロ
セ
ス程

に
お
い
て
自

分
の
表
現
的
な
振
る
舞
い
を
感
入
者
に
対
し
て
差
し
向
け
て
い
る
こ
と
を
認
識
し

て
い
る
と
す
る
な
ら
（Jardine 2015

）、
無
言
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形

式
は
感
入
の
過プ

ロ
セ
ス程

に
お
い
て
す
で
に
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
現
に
あ
る
。
そ
し
て
、
他

の
人
格
の
体
験
に
寄
り
添
う
感
入
の
感
情
は
、
ま
た
人
間
の
相
互
作
用
の
多
く

の
「
感エ

ン
パ
シ
ー
・
プ
ラ
ス

入
に
加
え
て
」
の
諸
形
式
に
お
い
て
働
い
て
い
る
。
こ
の
諸
形
式
は
、
他

の
人
格
の
経
験
を
感
じ
か
つ
理
解
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
世
界
の
う
ち
で
共
に
話

し
活
動
す
る
こ
と
を
巻
き
込
ん
で
い
る
。
実
際
、
少
な
く
と
も
ス
テ
ッ
プ
①
の
意

味
で
の
感
入
は
、
協コ

ー
ポ
レ
イ
テ
ィ
ヴ

働
的
体
験
の
な
か
で
働
く
必
要
が
あ
る

0

0

0

0

0

。
と
い
う
の
は
、
協

働
が
き
ち
ん
と
共
同
の
努
力
と
な
る
た
め
に
、
第
一
の
人
格
は
、
他
の
人
格
も
自

分
が
や
っ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
や
っ
て
い
る
の
だ
と
感
じ
知
っ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
し
、
相
互
に
そ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
（Stein 2010: 156, 

162, 202; 

シ
ュ
タ
イ
ン
に
お
け
る
社
会
性
に
つ
い
て
はSzanto 2015

を
参
照
）。

現
代
の
多
く
の
い
わ
ゆ
る
〈
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
基
づ
い
た
〉
感
入
の
説
明

が
出
発
点
と
す
る
の
は
、
感
入
の
際
に
被
感
入
者
が
必
ず
し
も
感
入
者
に
現
前
し

な
い
で
感
入
者
が
被
感
入
者
の
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
想

像
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
る
（Goldie 2000; Goldm

an 2006; Stueber 
2006

）。
こ
の
や
り
方
だ
と
、
た
だ
単
に
部
屋
の
な
か
に
身
体
が
不
在
の
人
格
だ

け
で
な
く
、
こ
と
に
よ
る
と
死
者
や
本
の
な
か
の
架
空
の
登
場
人
物
に
感
入
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
シ
ュ
タ
イ
ン
が
議
論
す
る

感
入
の
例
す
べ
て
は
、
わ
た
し
の
眼
前
に
い
る
他
の
人
格
に
つ
い
て
の
知
覚
的
出

現
に
基
づ
い
て
い
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
に
し
た
が
え
ば
こ
れ
は
、
感
入
の
す
べ
て

の
形
式
が
、
感
入
者
（
感
情
を
表
現
し
動
く
人
間
な
い
し
ほ
か
の
動
物
。Stein 

2008: 76 ff.

を
参
照
）
を
宛
て
先
と
す
る
生
き
ら
れ
た
身
体
的
表
現
に
よ
っ
て
始

ま
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
で
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
感
入
の
す
べ
て
の
ケ
ー

ス
は
基
本
的
に
性
質
上
感
覚
的

0

0

0

で
あ
り
、
こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
す
べ
て
の

ケ
ー
ス
が
生
き
ら
れ
た
ほ
か
の
身
体
に
つ
い
て
の
あ
り
あ
り
と
感
じ
ら
れ
た
体
験

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
し
た
感
入
の
理
論
は
、
他
の
人
格
に
つ
い
て
の
よ

り
深
い
理
解
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
際
の
文
学
や
人
間
の
想
像
力
の
資
格
を
剥

奪
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
が
否
定
す
る
の
は
、
わ
た
し
が
読
ん
で
い
る
こ
の
本

に
つ
い
て
友
達
が
考
え
る
だ
ろ
う
こ
と
を
わ
た
し
が
想
像
し
て
い
る
と
き
、
あ
る

い
は
わ
た
し
に
つ
い
て
本
の
な
か
の
登
場
人
物
が
考
え
る
だ
ろ
う
こ
と
を
わ
た
し

が
想
像
し
て
い
る
と
き
に
わ
た
し
が
し
て
い
る
こ
と
を
感
入
の
ケ
ー
ス
だ
と
す
る

こ
と
で
あ
る
。

シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
生
き
ら
れ
た
身
体
を
呈
示
す
る
描
か
れ
た
絵
や
写
真
の
例
を

考
慮
し
な
か
っ
た
―
―
も
と
も
と
そ
の
よ
う
な
例
は
、
彼
女
が
働
い
て
い
た
ド
イ

ツ
の
伝
統
の
な
か
で
感
入

0

0E
infühlung

の
過プ

ロ
セ
ス程

を
描
写
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
た
と
え
ば
、
テ
オ
ド
ー
ル
・
リ
ッ
プ
ス
の
感
入
の
理
論

が
そ
う
で
あ
る
。Coplan and Goldie 2011

を
参
照
）
―
―
。
技
術
に
媒
介
さ

れ
る
感
入
の
さ
ら
に
よ
り
喫
緊
の
例
は
、
他
の
人
格
と
の
生な

ま

の
会
話
で
声
か
も
し

く
は
他
者
の
身
体
の
映
像
的
体
験
、
あ
る
い
は
そ
の
両
者
が
と
も
に
現
前
的
で
あ

る
電
話
や
ス
カ
イ
プ
で
の
会
話
と
い
っ
た
仕
方
に
よ
っ
て
他
の
人
格
と
出
会
う
現

代
の
や
り
方
で
あ
る
。
わ
た
し
の
見
方
で
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
論
は
感
入
と
い

う
術
語
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
出
会
い
を
解
釈
す
る
こ
と
へ
オ
ー
プ
ン
で
あ
る
。
実

の
と
こ
ろ
、
電
話
や
ス
カ
イ
プ
の
会
話
に
よ
る
感
入
の
現
前
を
否
定
す
る
こ
と

は
、
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
そ
う
し
た
形
式
が
そ
も
そ
も
共シ

ェ

ア有
さ
れ

た
、
繋
が
ろ
う
と
す
る
共
同
の
努
力
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
右
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
感
入
は
少
な
く
と
も
ス
テ
ッ
プ
①
で
は
、
協
働
的

体
験
の
な
か
で
働
く
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
協
働
が
き
ち
ん
と
共
同
の
努
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力
と
な
る
た
め
に
、
第フ

ァ
ー
ス
ト
・
パ
ー
ソ
ン

一
の
人
格
は
、
他
の
人
格
も
自
分
が
や
っ
て
い
る
の
と
同

じ
よ
う
に
や
っ
て
い
る
の
だ
と
感
じ
、
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て

相
互
に
そ
う
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
（Szanto 2015

）。
ス
テ
ッ
プ
①

の
感
入
の
そ
う
し
た
現
前
に
加
え
て
、
感
入
者
に
は
つ
ぎ
の
こ
と
も
可
能
か
も
し

れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
も
し
も
た
と
え
ば
感
入
者
が
話
し
か
け
て
い
る
そ
の
人
格

や
も
し
か
す
る
と
ス
ク
リ
ー
ン
上
で
見
て
い
る
そ
の
人
格
が
あ
る
理
由
や
他
者
の

た
め
に
突
然
涙
を
な
が
す
な
ら
、
感
入
者
は
ス
テ
ッ
プ
②
の
感
入
に
参
与
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。

三　

感
覚
的
感
入

シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
世
界
の
う
ち
の
事
物
や
人パ

ー
ソ
ン格

や
状
況
に
つ
い
て
の
、
と
り
わ

け
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
大
事
に
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
知
識
や
判
断

を
巻
き
込
ん
だ
感
情
の
一
定
の
タ
イ
プ
に
し
た
が
っ
て
ひ
と
つ
の
現
象
学
的
理
論

を
発
展
さ
せ
た
（V

endrell Ferran 2015

）。
シ
ュ
タ
イ
ン
の
感
情
と
価
値
の
現

象
学
は
、
こ
の
点
で
シ
ェ
ー
ラ
ー
哲
学
の
影
響
を
深
く
受
け
て
い
る
が
（Scheler 

2005, 2009

）、
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
際
立
っ
た
仕
方
で
、
知
覚
や
知
識
や
行
為

に
か
か
わ
る
情
感
性
に
基
礎
的
な
重
要
性
を
認
め
て
い
る
認
知
科
学
と
分
析
哲

学
に
お
け
る
現
代
の
い
く
つ
か
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
接
近
し
て
い
る
（Colom

betti 
2014; Goldie 2000

）。

シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
知
覚
の
形
式
す
べ
て
に
と
っ
て
基
礎
的
な
諸
感
情
、
そ
し

て
も
っ
と
よ
り
明
瞭
な
意
味
に
お
け
る
あ
り
あ
り
と
し
た

0

0

0

0

0

0

0

体
験
を
巻
き
込
ん
だ

諸
感
情
か
ら
始
め
て
い
る
（
と
り
わ
け
『
寄
与
論
考
』
の
第
一
章
、Stein2010: 

13 ff.

を
参
照
）。
こ
の
「
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
ス

覚
的
諸
感
情
」（
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
れ
ら
を

「
感

ゲ
フ
ュ
ー
ル
ス
エ
ン
プ
・
ィ
ン
ド
ゥ
ン
ゲ
ン

覚
諸
感
情
」
あ
る
い
は
「
感ジ

ン
リ
ッ
ヒ
ェ
・
ゲ
フ
ュ
ー
レ

覚
的
諸
感
情
」
と
名
づ
け
る
）
は
、
世
界
内

で
の
事
物
の
状
態
に
つ
い
て
の
完
全
に
形
を
な
し
た
判
断
の
認
知
レ
ベ
ル
に
は
達

し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
感
覚
的
感
情
は
な
お
、
有
機
体
と
そ
れ
を
取
り
巻
く

環
境
の
現
在
の
状
態
に
つ
い
て
の
あ
る
種
の
評
価
を
示
し
て
い
る
。

食
欲
を
そ
そ
る
一
皿
の
楽
し
さ
、
感
覚
的
痛
み
に
よ
る
苦
し
み
、
柔
ら
か
な

衣
服
の
心
地
よ
さ
は
、
ど
こ
で
そ
の
食
べ
物
が
味
わ
わ
れ
る
の
か
、
ど
こ
に

そ
の
痛
み
が
貫
き
と
お
す
の
か
、
ど
こ
で
そ
の
衣
服
が
体
の
表
面
に
し
っ
く

り
く
る
の
か
を
気
づ
か
せ
て
く
る
。
け
れ
ど
も
感
覚
的
感
情
は
、
そ
こ
に
だ

け
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
同
時
に
わ
た
し
の
う
ち
に
も
あ
る
。
そ
れ
ら
感

覚
的
感
情
は
わ
た
し
の
エ
ゴ
か
ら
発
し
て
い
る
。（Stein 2008: 65

）

こ
こ
で
シ
ュ
タ
イ
ン
が
語
る
エ
ゴ
（「
我

ダ
ス
・
イ
ヒ」）

と
は
、
構
成
さ
れ
た
（
存
在
へ

も
た
ら
さ
れ
た
）
も
の
で
あ
り
、
か
つ
生
き
ら
れ
た
身
体
（「
身ラ

イ
プ体

」）
と
し
て
の

意
味
を
構
成
す
る
（
創
造
す
る
）
肉
の
自
己
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
フ
ッ

サ
ー
ル
的
意
味
に
お
け
る
超
越
論
的
エ
ゴ
、
つ
ま
り
シ
ュ
タ
イ
ン
が
純
粋
な
エ

ゴ
（「
純ダ

ス
・
ラ
イ
ネ
・
イ
ヒ

粋
な
我
」）
の
領
域
と
名
指
す
意
識
の
次
元
で
は
な
く
、
経
験
的
実
存

に
基
づ
い
て
き
っ
ち
り
と
感
覚
的
な
あ
り
あ
り
と
し
た
感
情
を
持
つ
こ
と
を
と

お
し
て
、
し
っ
か
り
と
経
験
的
実
存
を
獲
得
す
る
エ
ゴ
（
わ
た
し
た
ち
は
こ
こ
で

自セ
ル
フ
フ
ッ
ド

己
性
と
い
う
術
語
を
使
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
感

情
は
身
体
に
自
己
を
投
錨
し
、
こ
の
投
錨
に
よ
っ
て
世
界
を
持
つ
こ
と
を
可
能
に

す
る
。理

論
的
作
用
に
お
い
て
の
み
生
き
て
い
る
主
観
―
―
そ
れ
は
客
観
的
世
界
を

持
つ
が
、
主
観
そ
れ
自
身
に
気
づ
く
よ
う
に
な
る
こ
と
は
な
く
、
主
観
の
意

識
が
な
く
、
主
観
そ
れ
自
身
の
た
め
の
「
現ビ

ー
イ
ン
グ
・
ゼ
ア

存
在
」
が
な
い
ま
ま
そ
の
客

観
的
世
界
に
対
峙
し
て
い
る
―
―
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
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る
。
し
か
し
こ
う
し
た
こ
と
は
、
こ
の
主
観
が
知
覚
し
、
思
考
す
る
等
々
だ

け
で
な
く
、
感フ

ィ
ー
ルじ

も
す
る
な
ら
も
は
や
不
可
能
だ
。
主
観
が
客
観
対
象
だ
け

で
な
く
主
観
そ
れ
自
身
を
体
験
す
る
こ
と
を
感
じ
る
、
と
い
う
よ
う
に
。
主

観
は
「
そ
の
エ
ゴ
の
深
み
」
か
ら
来
た
よ
う
に
感
情
を
体
験
す
る
。
こ
の
こ

と
が
ま
た
意
味
す
る
の
は
、
こ
の
「
自
己
を
体
験
す
る
」
エ
ゴ
が
、
純
粋
な

エ
ゴ
が
深
み
を
持
た
な
い
こ
と
か
ら
し
て
純
粋
な
エ
ゴ
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
だ
。
感
情
の
な
か
で
体
験
さ
れ
る
そ
の
エ
ゴ
は
、
し
か
し
深
み
の
さ
ま

ざ
ま
な
レ
ベ
ル
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
レ
ベ
ル
は
感
情
が
そ
こ
か
ら
溢

れ
出
る
と
き
に
明
ら
か
と
な
る
。（Stein 2008: 117

）

生
き
ら
れ
た
個
人
の
身
体
と
そ
の
世
界
の
あ
い
だ
の
関
係
は
、
感
覚
的
感
情
の

レ
ベ
ル
で
す
で
に
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
感
覚
的
感
情
は
、
身
体
の
な
か
で
感

じ
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
生
き
ら
れ
た
身
体
を
、
そ
れ
を
取
り
囲
む
世
界
か
ら
切

り
離
す
。
生
き
ら
れ
た
身
体
に
場
所
と
空
間
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
で
、
ま
た
自

己
の
体
験
し
た
境
界
の
外
部
か
ら
自
己
に
か
か
わ
っ
て
く
る
諸
事
物
を
同
一
化
す

る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
感
覚
的
感
情
は
自
己
に
世
界
を
現
れ
さ
せ
る
。『
寄
与
論

考
』
の
な
か
で
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
こ
の
差
異
を
、「
自イ

ヒ
リ
ッ
ヒ

我
的
」（
エ
ゴ
的
）
体
験
と

「
自イ

ヒ

フ

レ

ム

ト

我
に
疎
遠
な
」（
エエ

ゴ

・

フ

ォ

ー

リ

ン

ゴ
に
疎
遠
な
）
体
験
―
―
今
日
の
よ
り
一
般
的
な
術
語

は
、
内イ

ン
ナ
ー的

知
覚
と
外ア

ウ
タ
ー的

知
覚
で
あ
ろ
う
―
―
の
あ
い
だ
の
差
異
と
し
て
示
す
が
、

決
定
的
な
点
は
シ
ュ
タ
イ
ン
が
、
感
覚
的
感
情
に
基
づ
く
そ
の
差
異
と
そ
れ
〔
＝

差
異
〕
を
担
う
構
成
的
な
力
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
で
あ
る
（Stein 2010: 18, 67, 

91-93

）。
感
覚
的
感
情
に
近
い
の
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
が
「
共ゲ

マ
イ
ン
ゲ
フ
ュ
ー
ル

同
感
情
」、「
生

レ
ー
ベ
ン
ス
・
フ
ェ
ノ
ー
メ
ン

命
現
象
」
あ

る
い
は
「
生レ

ー
ベ
ン
ス
ゲ
フ
ュ
ー
ル

命
感
情
」
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
精
力
旺
盛
な
あ

る
い
は
怠
惰
な
、
目
覚
め
た
あ
る
い
は
疲
れ
た
、
若
い
あ
る
い
は
年
老
い
た
、
健

康
な
あ
る
い
は
病
気
の
感
情
で
あ
る
（Stein 2008: 65, 86, 93

）。
生
の
こ
う
し

た
一
般
的
諸
感
情
は
、
生
き
ら
れ
た
身
体
全
体
を
多
か
れ
少
な
か
れ
生
命
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
満
ち
た
あ
る
い
は
そ
れ
の
乏
し
い
存
在
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て

そ
の
一
般
的
諸
感
情
は
ま
た
、
体
験
さ
れ
た
世
界
を
、
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
調

律
さ
れ
た
質
と
一
緒
に
も
た
ら
す
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
一
般
的
感
情
を
つ
ぎ
の
こ

と
に
よ
っ
て
気ム

ー

ド分
（「
気

シ
ュ
テ
ィ
ム
ン
ク

分
」）
か
ら
区
別
し
よ
う
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
後

者
〔
＝
気
分
〕
は
生
き
ら
れ
た
身
体
の
領
域
内
部
で
は
そ
れ
ら
自
身
を
知
ら
し
め

る
こ
と
が
な
い
―
―
い
わ
ば
、
そ
れ
ら
気
分
は
世
界
の
う
ち
で
感
じ
ら
れ
る
だ
け

で
、
自
己
の
う
ち
で
は
感
じ
ら
れ
な
い
―
―
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
区
別
の
た
め
説
得
的
な
議
論
を
シ
ュ
タ
イ
ン
の

テ
ク
ス
ト
に
見
つ
け
出
す
の
は
難
し
い
。
ま
た
シ
ュ
タ
イ
ン
も
そ
の
二
つ
の
タ
イ

プ
の
感
情
を
区
別
す
る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
（Stein 2008: 

65-66, 118-119

）。
不
安
や
悲
し
み
、
あ
る
い
は
悦
び
―
―
こ
れ
ら
は
す
べ
て
気

分
で
あ
る
―
―
は
、
ち
ょ
う
ど
精
力
旺
盛
な
感
情
や
病
気
の
感
情
が
す
る
の
と
同

じ
よ
う
な
仕
方
で
、
わ
た
し
の
身
体
化
と0and

取
り
囲
む
世
界
を
同
時
に
暴
露
す

る
こ
と
で
み
ず
か
ら
を
告
げ
知
ら
せ
る
の
で
は
な
い
か
（Ratcliffe 2008

）
？

感
入
に
戻
る
と
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
こ
の
現
象
の
基
礎
的
な
形
式
―
―
彼
女

は
こ
れ
を
先
行
研
究
が
等
閑
に
し
て
い
る
と
考
え
る
―
―
の
た
め
に
特
別
な
名

称
を
確
保
し
て
い
る
。
そ
れ
が
、
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
（「
感

エ
ン
プ
フ
ィ
ン
ド
ゥ
ン
ク
ス
ア
イ
ン
フ
ュ
ー
ル
ン
ク

覚
の
感
入
」）
で
あ

る
（Stein 2008: 74-80

）。
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
と
は
理
解
と
認
知
の
過プ

ロ
セ
ス程

の
こ
と
だ

が
、
こ
の
過プ

ロ
セ
ス程

は
、
ひ
と
つ
の
生
き
ら
れ
た
身
体
が
他
の
生
き
ら
れ
た
身
体
の
現

前
を
感
じ
か
つ
知
覚
し
、
自
発
的
な
仕
方
で
そ
の
諸
表
現
に
倣

フ
ォ
ロ
ー
・
ス
ル
ー

う
と
き
に
、
身

体
化
し
た
実
存
の
レ
ベ
ル
で
生
じ
る
。
こ
の
過プ

ロ
セ
ス程

は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
が
感
覚
の

領
野
（「
感

エ
ン
プ
フ
ィ
ン
ド
ゥ
ン
ク
ス
フ
ェ
ル
ト

覚
の
領
野
」）
と
呼
ぶ
も
の
―
―
こ
れ
を
と
お
し
て
右
で
言
及
し
た
感

覚
的
感
情
（「
感

ゲ
フ
ュ
ー
ル
ス
エ
ン
プ
フ
ィ
ン
ド
ゥ
ン
ク

情
の
感
覚
」）
が
異
他
的
な
生
き
ら
れ
た
身
体
か
ら
突
き
出
て



48

protrude

、
わ
た
し
を
そ
れ
の
現
前
の
う
ち
へ
引
き
入
れ
る

0

0

0

0

0draw

―
―
に
依
拠

し
て
い
る
（Stein 2008: 74-75

）。
わ
た
し
が
テ
ー
ブ
ル
の
う
え
に
置
か
れ
た
ひ

と
つ
の
手
を
見
る
と
き
、
わ
た
し
は
す
ぐ
さ
ま
つ
ぎ
の
こ
と
を
察
知
す
る
。
す
な

わ
ち
、
そ
の
手
は
多
か
れ
少
な
か
れ
緊
張
し
あ
る
い
は
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
生
き
ら

れ
た
身
体
で
あ
り
、
そ
の
手
は
そ
の
横
に
あ
る
本
と
は
対
照
的
に
そ
れ
自
身
を
多

か
れ
少
な
か
れ
テ
ー
ブ
ル
に
押
し
つ
け
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
（Stein 2008: 

75

）。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
わ
た
し
自
身
が
生
き
ら
れ
た
身
体
で
あ
り
、

そ
う
で
あ
る
か
ら
し
て
、
そ
の
他
者
の
手
の
緊
張
と
押
し
つ
け
る
傾
向
に
、
わ
た

し
は
自
分
の
手
で
も
っ
て
自
発
的
に
倣
う

0

0

の
で
あ
る
。

そ
し
て
共コ

ン同
‐
理

コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ョ
ン

解
の
こ
う
し
た
仕
方
を
と
お
し
て
、
わ
た
し
の
手
は
そ
れ

自
身
が
他
者
の
手
の
場
所
の
う
ち
に
動
く
（
現
実
に
で
は
な
い
が
「
あ
た
か
も
そ

う
で
あ
る
か
の
よ
う
に
」）。
そ
の
場
所
の
う
ち
に
と
は
、
つ
ま
り
そ
れ
の
位
置
と

傾
向
を
占
め
な
が
ら
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
て
い
ま
や
そ
の
他
者
の

手
の
感
覚
的
感
情
を
感
じ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
な
仕
方
で
は
な
く
、
ま

た
そ
の
他
者
の
手
の
固
有
の
存
在
と
し
て
で
も
な
く
、
ま
っ
た
く
感
入
の
過プ

ロ
セ
ス程

―
―
こ
れ
を
わ
た
し
た
ち
は
以
前
に
わ
た
し
た
ち
固
有
の
体
験
と
あ
ら
ゆ
る
ほ
か

の
種カ

イ
ン
ド類

の
現
前
す
る
も
の
か
ら
区
別
し
た
―
―
と
い
う
仕
方
で
そ
の
他
者
の
手
と

「
共ウ

ィ
ズに

」
感
じ
る
と
い
う
こ
と
だ
。（Stein 2008: 75

）

わ
た
し
た
ち
が
、
人
間
の
身
体
化
に
と
っ
て
特
徴
的
な
仕
方
で
他
者
の
身
体
が

動
い
て
い
る

0

0

0

0

0

の
を
見
る
と
き
、
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
は
性
質
上
よ
り
強
力
に
な
る
し
、
ま

た
、
人
間
が
見
せ
て
く
る
情
動
的
な
諸
々
の
表
現

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
顔
の

表
情
や
身
振
り
に
よ
っ
て
容
易
に
さ
れ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
こ
の
過プ

ロ
セ
ス程

で
は
、

感セ
ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
が
起
こ
る
た
め
に
他
者
の
身
体
が
わ
た
し
の
そ
れ
と
似
て
い
る
タ
イ

0

0

プ0

だ
と
い
う
こ
と
で
十
分
だ
と
記
す
。
た
と
え
ば
、
わ
た
し
は
自
分
の
手
よ
り
か

な
り
小
さ
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
同
じ
こ
と
を
犬
の
足
も
す
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、〔
人
間
の
〕
子
供
の
手
を
、
テ
ー
ブ
ル
を
押
し
て
い
る
も
の
と
し
て
認
識
す

る
だ
ろ
う
（Stein 2008: 76

）。
実
の
と
こ
ろ
多
く
の
ケ
ー
ス
で
、
わ
た
し
は
生

き
た
身
体
と
し
て
の
人
間
の
タ
イ
プ
と
は
は
っ
き
り
と
異
な
る
生
き
物
の
身
体

を
す
ぐ
さ
ま
認
識
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
わ
た
し
は
と
り
わ
け
、
た
と
え
ば
犬
の

尻テ
イ
ル
・
ワ
ッ
ギ
ン
グ

尾
振
り
の
よ
う
な
人
間
の
身ボ

デ
ィ
・
ラ
ン
ゲ
ー
ジ

体
言
語
と
は
十
分
に
は
似
て
い
な
い
よ
う
な
身
体

表
現
の
位ア

ス
ペ
ク
ト相

に
お
い
て
問
題
を
見
出
す
だ
ろ
う
（Stein2008: 104

）。
も
っ
と
正

確
に
言
う
と
、
わ
た
し
は
犬
の
運
動
と
表
現
の
生
き
ら
れ
た
質
を
認
識
す
る
だ
ろ

う
が
、
尻テ

イ
ル
・
ワ
ッ
ギ
ン
グ

尾
振
り
が
喜
び
の
表
現
で
あ
る
こ
と
に
「
倣

フ
ォ
ロ
ー
・
ス
ル
ー

う
」
こ
と
に
は
問
題
を

見
出
す
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
人
間
は
尻
尾
を
持
た
な
い
の
で
そ
の
よ
う
な
や
り

方
で
幸
せ
を
表
現
し
た
り
し
な
い
か
ら
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
る
範
囲
で
は
、

お
そ
ら
く
は
わ
た
し
の
身
体
全
体
を
揺ワ

ッ

グ

リ

ン

グ

り
動
か
す
と
い
う
感
入
の
仕
方
で
の
感
情

を
と
お
し
て
、
そ
の
〔
犬
の
尻
尾
の
〕
振ワ

ッ
ギ
ン
グり

に
倣
う
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は

わ
た
し
は
体
験
に
よ
っ
て
犬
の
尻テ

イ
ル
・
ワ
ッ
ギ
ン
グ

尾
振
り
と
は
犬
が
幸
せ
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
こ
と
を
学
習
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
さ
ら
に
は
犬
の
身ボ

デ
ィ
・
ラ
ン
ゲ
ー
ジ

体
言
語
の
ほ
か
の
位

相
に
感
入
と
い
う
仕
方
で
気
づ
く
こ
と
を
と
お
し
て
、
ど
の
尻テ

イ
ル
・
ワ
ッ
ギ
ン
グ

尾
振
り
が
後
で
そ

れ
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
を
学
習
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

四　

シ
ュ
タ
イ
ン
に
お
け
る
「
共
同
‐
原
本
的
」
の
意
味

犬
の
生
き
ら
れ
た
身
体
を
認
識
す
る
こ
と
と
、
喜
び
の
表
現
と
し
て
の

尻テ
イ
ル
・
ワ
ッ
ギ
ン
グ

尾
振
り
に
倣

フ
ォ
ロ
ー
ウ
ィ
ン
グ
・
ス
ル
ー

う
こ
と
に
困
難
を
持
つ
こ
と
の
あ
い
だ
に
見
出
さ
れ
る
違
い
は
、

シ
ュ
タ
イ
ン
の
感
入
理
論
に
お
け
る
ス
テ
ッ
プ
①
と
ス
テ
ッ
プ
②
の
あ
い
だ
の

違
い
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
つ
の
連
続
す
る
ス
テ
ッ
プ
の

仕
方
の
う
ち
に
包
み
込
ま
れ
る
そ
の
感
入
の
過プ

ロ
セ
ス程

は
、
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
の
ケ
ー
ス
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に
す
で
に
当
て
は
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
手
が
ひ
と
つ
の
手
で
あ

る
こ
と
を
わ
た
し
が
見
た
、
と
い
う
手
の
例
か
ら
明
ら
か
だ
っ
た
。
そ
の
手
は

緊
張
し
テ
ー
ブ
ル
を
押
し
て
い
る
（
ス
テ
ッ
プ
①
）、
そ
し
て
わ
た
し
は
こ
の

緊
張
と
押
す
動
き
に
倣
う
の
だ
が
（
ス
テ
ッ
プ
②
）、
そ
れ
は
、
手
で
あ
る
も

の
そ
し
て
手
が
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
よ
り
明
瞭
な
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
よ
り

「
うエ

ン

ラ

イ

ヴ

ド

ち
に
生
き
ら
れ
た
」
知
覚
へ
と
戻
っ
て
く
る
た
め
で
あ
る
（
ス
テ
ッ
プ
③
）。

こ
の
点
に
お
い
て
、
ひ
と
は
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
の
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
の
あ
い
だ
の
区
別

を
そ
れ
ら
が
発
展
す
る
と
お
り
に
強
調
し
て
い
な
い
と
シ
ュ
タ
イ
ン
を
責
め
る
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
シ
ュ
タ
イ
ン
の
例
で
は
、
彼
女
は
一
般
に
ス
テ
ッ

プ
②
の
感
覚
の
感
入
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
が
（Stein 2008: 74-

80

）、
彼
女
が
例
を
定
式
化
す
る
仕
方
か
ら
は
、
各
ス
テ
ッ
プ
の
あ
い
だ
を
差
異
化

し
た
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
、
ス
テ
ッ
プ
①
に
与
え
ら
れ
た
も
の

は
、
ス
テ
ッ
プ
②
の
つ
ね
に
充
実
化
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
諸
可
能
性
を
前
も
っ

て
書
き
込
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
前
も
っ
て
書
き
込
ま
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

諸
可
能
性
が
保
持

さ
れ
つ
づ
け
な
い
理
由
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
被
感
入
者
と
感
入
者
の
生

き
ら
れ
た
身
体
は
異
な
る
タ
イ
プ
の
身
体
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
感
入
者
は

前
進
す
る
た
め
に
重
要
な
体
験
を
欠
い
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
人
間
が
尻
尾
を

持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
子
供
は
大
人
に
感
入
す
る
た
め
に

必
要
な
体
験
を
ま
だ
す
べ
て
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
盲
目
で
な
い
人
間

は
盲
目
で
あ
る
誰
か
に
十
分
に
感
入
す
る
た
め
に
必
要
な
体
験
を
持
た
な
い
の
だ

（Stein 2008: 80

）。

こ
れ
ら
は
と
て
も
重
要
な
洞
察
と
区
別
で
あ
り
、
す
で
に
感
覚
的
で
身
体
に
基

づ
い
た
レ
ベ
ル
で
の
感
入
の
な
か
で
第
一
の
ス
テ
ッ
プ
を
第
二
の
ス
テ
ッ
プ
か

ら
区
別
す
る
こ
と
で
感
入
の
諸
々
の
限
界

0

0

0

0

0

を
書
き
込
も
う
と
す
る
シ
ュ
タ
イ
ン

の
方
法
は
賞
讃
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。（
以
下
で
見
る
よ
う
に
、
こ
の
区
別
は
、

情イ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

動
的
感
入
の
レ
ベ
ル
で
さ
ら
に
も
っ
と
重
要
と
な
る
だ
ろ
う
）。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
に
お
け
る
感
入
者
の
体
験
に
つ
い
て
の
シ
ュ
タ
イ
ン
の
記
述

は
、
二
つ
の
ス
テ
ッ
プ
に
お
い
て
「
共コ

ン同
‐
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
」
が
意
味
す
べ
き
も
の
の
あ

い
だ
を
そ
れ
ぞ
れ
十
分
に
差
別
化
し
て
い
な
い
（Stein 2008: 75, 79

）。
第
一
の

ス
テ
ッ
プ
に
お
い
て
は
、
わ
た
し
の
―
―
一
定
の
仕
方
で
身
体
化
し
た
存
在
と
取

り
囲
む
世
界
へ
の
応
答
に
つ
い
て
の
―
―
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
な
感
覚
的
体
験
と
、
他
の
人パ

ー
ソ
ン格

―
―
わ
た
し
の
感
覚
領
野
に
現
れ
る
―
―
の
生
き
ら
れ
た
身
体
の
感
覚
的
パ
タ
ー

ン
と
の
あ
い
だ
の
区
別
は
、
一
般
的
な
対
照

0

0

0

0

0

0

へ
委
ね
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
の
人
格
の
「
生
き
ら
れ
た
身
体
か
ら
溢
れ
出
る
」（Stein 2008: 65, 117

）
感

覚
的
感
情
（「
一ジ

ェ
ネ
ラ
ル
・
フ
ィ
ー
リ
ン
グ

般
的
感
情
」
を
含
む
。
右
を
参
照
）
は
、
ま
さ
し
く
わ
た
し
の

存
在
で
は
な
い

0

0

0

0

も
の
と
し
て
知
覚
さ
れ
、
わ
た
し
の
生
き
ら
れ
た
身
体
か
ら
拡
が

る
原
本
的
な

0

0

0

0

感
覚
の
パ
タ
ー
ン
に
対コ

ン
ト
ラ
ス
ト照

を
な
す
も
の
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
が
、
こ

れ
に
よ
っ
て
こ
の
わ
た
し
の
生
き
ら
れ
た
身
体
の
う
ち
で
ま
た
他
の
人
格
の
共コ

ン同

‐
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
な
感
情
が
知
覚
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
共コ

ン同
‐
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
」
が
第
一
の
ス

テ
ッ
プ
に
お
い
て
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
感
覚
的
感
情
の
一
般
的
な

対コ
ン
ト
ラ
ス
ト

照
は
、
わ
た
し
（
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
な
仕
方
で
知
覚
さ
れ
た
）
と
こ
れ
に
対ヴ

ァ
ー
サ
ス

す
る
他
の
人

格
（
非ノ

ン

‐
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
な
仕
方
で
知
覚
さ
れ
た
）
に
帰
属
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
第
二
の
ス
テ
ッ
プ
に
お
い
て
わ
た
し
の
感
覚
的
感
情
は
他
の
人
格

の
感
覚
的
感
情
に
倣
う

0

0

が
、
こ
の
過プ

ロ
セ
ス程

に
お
い
て
は
共コ

ン同
‐
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
と
は
、
ス

テ
ッ
プ
①
と
は
異
な
る
事
柄
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
わ
た
し

の
感
覚
的
感
情
は
、
他
の
生
き
ら
れ
た
身
体
の
感
覚
領
野
へ
つ
づ
く
そ
れ
ら
の
道

を
感
じ
取
る
が
、
わ
た
し
は
そ
れ
に
よ
り
、
他
者
に
よ
っ
て
持
た
れ
た
存
在
と
、

そ
れ
と
対
照
的
な
仕
方
で
わ
た
し
に
よ
っ
て
持
た
れ
た
も
の
と
し
て
の
同
じ
種
類

0

0

の
感
情

0

0

0

の
あ
い
だ
の
対コ

ン
ト
ラ
ス
ト照

を
体
験
す
る
の
だ
。

す
で
に
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
で
、
他
者
の
生
き
ら
れ
た
身
体
は
、
尻テ

イ
ル
・
ワ
ッ
ギ
ン
グ

尾
振
り
の
よ
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う
な
例
に
お
け
る
幸
せ
の
よ
う
な
感
情
の
一
定
の
種
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
わ

た
し
に
現
れ
て
い
る
。し
か
し
、
こ
の
ス
テ
ッ
プ
で
、
共コ

ン同
‐
原オ

リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ

本
性
の
源
泉
は
、

犬
の
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
な
幸
せ
へ
の
対コ

ン
ト
ラ
ス
ト照

を
な
す
と
こ
ろ
の
わ
た
し
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

か
ら
感
じ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
幸
せ
で
は
な
い
。
犬
が
幸
せ
で
あ
る
と
わ
た
し

が
感
じ
る
と
き
（
も
し
わ
た
し
が
犬
の
表
現
を
幸
せ
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
な
ら
ば
）、
わ
た
し
は
悲
し
く
感
じ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
わ
た
し

が
ス
テ
ッ
プ
②
に
（
自
発
的
に
）
す
す
む
と
き
に
は
、
共コ

ン同
‐
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
な
対

コ
ン
ト
ラ
ス
ト照

は
、
わ
た
し
が
「
倣

フ
ォ
ロ
ー
・
ス
ル
ー

う
」
幸
せ
と
、
わ
た
し
が
倣
う
と
こ
ろ
の
犬
の
幸
せ
の
あ

い
だ
の
対コ

ン
ト
ラ
ス
ト照

と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
わ
た
し
の
感
覚
的
か
つ
一
般
的
な
生
感
情

の
領
野
全
体
が
ス
テ
ッ
プ
②
に
お
い
て
共コ

ン同
‐
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
な
幸
せ
の
尻テ

イ
ル
・
ワ
ッ
ギ
ン
グ

尾
振
り
（
あ

る
い
は
も
し
こ
こ
で
尻
尾
は
問
題
だ
と
い
う
な
ら
、
他
者
の
身
体
全
体
の
共コ

ン同
‐

原オ
リ
ジ
ナ
ル

本
的
な
揺ワ

ッ

ギ

ン

グ

れ
動
き
）
へ
と
変
容
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

は
な
い
。
実
際
過プ

ロ
セ
ス程

全
体
は
、
わ
た
し
の
「
エ
ゴ
的
」
な
感
覚
的
感
情
と
一
定
の

範
囲
に
留
ま
っ
て
い
る
外
部
の
世
界
の
「
エ
ゴ
異
他
的
」
感
覚
の
現
れ
と
の
、
最

初
の
ス
テ
ッ
プ
の
一
般
的
対コ

ン
ト
ラ
ス
ト

照
に
依
存
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
さ
も
な
け
れ

ば
、〈
我
が
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
るvicarious

〉
幸
せ
と
い
う
も
の
は
、
当
該

の
ス
テ
ッ
プ
②
を
行
う
あ
ら
ゆ
る
エ
ゴ
（
自
己
、
人
格
）
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
ス
テ
ッ
プ
③
に
お
い
て
は
、
こ
の
一
般
的
な
対コ

ン
ト
ラ
ス
ト照

は
、
右
に
挙
げ
た
引
用

に
シ
ュ
タ
イ
ン
が
書
い
て
い
た
よ
う
に
、「
他
の
主
観
の
場
所
か
ら
」
と
い
う
よ
り

も
わ
た
し
自
身
の
身
体
か
ら
、
わ
た
し
が
他
者
の
表
現
的
身
体
を
知
覚
す
る
と
こ

ろ
の
位
置
へ
戻
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
て
い
る
（Stein 2008: 19

）。

感セ
ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
で
は
、
わ
た
し
は
自
分
の
体
験
を
持
っ
て
い
る
自
分
の
場
所
に
留

ま
っ
て
い
る
が
、
わ
た
し
は
ま
た
、
自
分
に
と
っ
て
異
他
的
な
感
覚
の
領
野
の
う

ち
へ
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
の
眼
前
に
い
る
他
の
人
格
の
体
験

に
倣フ

ォ
ロ
ーい

も
す
る
。
感
入
過プ

ロ
セ
ス程

の
各
ス
テ
ッ
プ
に
あ
っ
て
は
わ
た
し
の
感
覚
的
感
情

と
他
の
人
格
の
感
覚
的
感
情
は
区
別
さ
れ
た
ま
ま
だ
が
、
し
か
し
後
々
よ
り
充
実

し
た
他
者
理
解
を
生
み
出
す
な
か
で
お
互
い
に
対コ

ン
ト
ラ
ス
ト照

を
な
す
そ
れ
ら
の
仕
方
は
異

な
っ
て
い
る
。
ス
テ
ッ
プ
③
は
、
さ
ら
に
も
っ
と
広
い
範
囲
に
対
す
る
共コ

ン同
‐

原オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ

本
性
の
複
雑
さ
を
示
す
―
―
つ
ま
り
、
わ
た
し
自
身
が
悲
し
ん
で
い
る
一
方
で

犬
が
幸
せ
だ
と
情
感
的
に
理
解
す
る
こ
と
、
お
そ
ら
く
は
ま
た
、
わ
た
し
の
悲
し

み
に
関
係
す
る
一
般
的
感
情
に
基
づ
い
て
、〈
我
が
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
〉

尻テ
イ
ル
・
ワ
ッ
ギ
ン
グ

尾
振
り
の
影
響
を
感
覚
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
区
別
―
―
こ
れ
は
シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
論
を
と
お
し
て
う
ま
く
働
か

せ
る
こ
と
が
で
き
る
―
―
は
、
た
と
え
ば
フ
レ
デ
リ
ク
・
ド
・
ヴ
ィ
ニ
ュ
モ
ン

（Frédérique de V
ignem

ont

）
と
ピ
エ
ー
ル
・
ヤ
コ
ブ
（Pierre Jacob

）
の

ケ
ー
ス
に
お
け
る
よ
う
な
刺
激
に
基
づ
い
た
感
入
理
論
と
、
い
わ
ゆ
る
同

ア
イ
ソ
モ
ル
フ
ィ
ス
ム形

の
基
準
に
ダ
ン
・
ザ
ハ
ヴ
ィ
が
向
け
た
批
判
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
わ
た
し

は
考
え
る
（Jacob 2012; Zahavi 2011

）。
ザ
ハ
ヴ
ィ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と

シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
理
論
に
し
た
が
っ
て
、
被
感
入
者
の
状
態

の
い
か
な
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
試
み
る
こ
と
も
含
ま
な
い
日
常
に
お
け
る

顔フ
ェ
イ
ス
・
ト
ゥ
ー
・
フ
ェ
イ
ス

を
突
き
合
わ
せ
た
出
会
い
に
お
け
る
他
の
人
格
の
直
接
的
な
知
覚
的
表
現
で
あ

る
と
感
入
を
受
け
取
っ
て
い
る
（Zahavi 2014

）。
感
入
の
際
、
感
入
の
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
は
、
感
入
者
が
被
感
入
者
の
感
情
体
験
に
似
て
い
る

0

0

0

0

感
情
体
験

を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
ザ
ハ
ヴ
ィ
が
論
じ
る

よ
う
に
、
わ
た
し
は
し
ば
し
ば
自
分
自
身
の
同
種
の
感
情
の
持
ち
合
わ
せ
な
し
に

他
者
の
感
情
を
理
解
し
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
？ 

お
そ
ら
く
、
た
と
え
ば
わ
た
し

が
他
の
人
格
が
怒
っ
て
い
る
の
を
見
た
と
き
に
は
、
わ
た
し
自
身
が
怒
る
よ
う
に

な
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
そ
れ
を
見
る
の
を
恐
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ

は
、
わ
た
し
が
他
の
人
格
が
感
じ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

が
な
い
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
は
な
い
（Zahavi 2011

）。
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も
し
わ
た
し
た
ち
が
シ
ュ
タ
イ
ン
の
モ
デ
ル
に
お
け
る
第
一
の
ス
テ
ッ
プ
に
留

ま
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
発
し
て
、
感
入
者
の
被
感
入
者
に

つ
い
て
の
知
覚
的
理
解
は
、
す
べ
て
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
被
感
入
者
が
持
っ
て
い

る
の
と
同
種
の
感
情
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
点
を
ザ
ハ
ヴ
ィ
が

指
摘
し
た
こ
と
を
正
し
い
だ
ろ
う
。
ス
テ
ッ
プ
①
に
お
い
て
、
わ
た
し
は
、
他
の

人
格
が
怒
っ
て
い
る
こ
と
を
、
わ
た
し
自
身
が
怒
る
こ
と
な
し
に
理
解
す
る
だ
ろ

う
。
彼
が
突
然
現
れ
る
と
き
、
お
そ
ら
く
は
わ
た
し
は
悲
し
か
っ
た
り
幸
せ
で

あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
退
屈
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
の
と
こ
ろ
、
怒
り
は

感
入
す
る
こ
と
が
と
り
わ
け
難
し
い
感
情
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
一

般
に
怒
り
の
表
現
は
、
た
と
え
ば
苦
痛
や
悲
し
み
に
お
い
て
し
っ
か
り
見
出
す
よ

う
な
「イ

ン

・

プ

リ

ン

グ

引
き
込
み
」
傾
向
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
（Svenaeus 2016

で

展
開
さ
れ
た
「
情ア

フ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ス
キ
ー
ム

感
的
図
式
」
の
観
念
を
参
照
）。
そ
の
代
わ
り
に
、
ほ
と
ん
ど

の
哺
乳
類
（
ホ
モ

0

0

・
サ
ピ
エ
ン
ス

0

0

0

0

0

も
含
ん
だ
）
に
お
い
て
、
怒
り
は
、
怒
り
に
対

峙
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
れ
か
ら
逃
げ
る
振
る
舞
い
の
両
方
を
喚
起
す
る
と
い

う
一
般
的
傾
向
を
有
す
る
。

繰
り
返
す
と
、
ザ
ハ
ヴ
ィ
は
、
わ
た
し
は
他
の
人
格
が
怒
っ
て
い
る
こ
と
を
、

自
分
自
身
が
怒
る
こ
と
な
し
に
理
解
す
る
と
主
張
す
る
。
ス
テ
ッ
プ
①
の
感
入

―
―
こ
こ
で
は
、
共コ

ン同
‐
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
な
対コ

ン
ト
ラ
ス
ト照

を
接
続
す
る
こ
と
は
、
二
つ
の
集
ま
り

の
一
部
に
基
づ
く
さ
ま
ざ
ま
な
種ソ

ー
ト類

の
感
情
を
巻
き
込
む
だ
ろ
う
―
―
に
と
っ
て

こ
れ
は
た
し
か
に
真
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
ケ
ー
ス
に
お
い
て

ス
テ
ッ
プ
①
が
ス
テ
ッ
プ
②
に
、
そ
し
て
続
い
て
起
こ
る
豊
か
な
ス
テ
ッ
プ
③
に

す
す
ま
な
い
と
い
う
事
実
は
、
ス
テ
ッ
プ
①
が
ス
テ
ッ
プ
②
と
③
に
す
す
む

0

0

0

と
こ

ろ
の
諸
状
況
が
、
ス
テ
ッ
プ
①
の
感
入
よ
り
も
充
実
し
た

0

0

0

0

0

0

0

理
解
に
す
す
む
わ
け
で

は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
は
意
味
し
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
〔
ス
テ
ッ
プ
②

と
③
に
す
す
む
〕
諸
状
況
は
、
感
入
者
に
被
感
入
者
と
似
た
種ソ

ー

ト類
の
感
情
の
う

ち
に
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
だ
ろ
う

0

0

0

（D
ullstein 2013

も
参
照
）。
実
の
と
こ
ろ

そ
う
し
た
諸
状
況
―
―
そ
の
う
ち
で
感
入
者
が
ス
テ
ッ
プ
①
か
ら
ス
テ
ッ
プ
②
の

感セ
ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
に
す
す
む
―
―
は
、
被
感
入
者
が
持
っ
て
い
る
の
と
同
じ
種
類

0

0

の
感

情
を
共コ

ン同
‐
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
な
仕
方
で
持
つ
こ
と
で
、
被
感
入
者
の
感
情
の
う
ち
に
感
じ

入
る
こ
と
を
感
入
者
に
要
求
す
る
（「
同セ

イ
ム
・
ソ
ー
ト

じ
種
類
」
の
厳
密
な
意
味
が
シ
ュ
タ
イ

ン
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
も
ま
だ
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
点
で
ザ

ハ
ヴ
ィ
は
正
し
い
が
）。
患
者
の
怒
り
に
感
入
し
て
い
る
精
神
科
医
や
、
犬
の
怒

り
に
感
入
し
て
い
る
飼
い
主
を
想
像
し
て
み
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
で
は

あ
る
が
、
彼
ら
は
そ
れ
ら
を
恐
れ
て
は
い
な
い
。
両
方
の
例
に
お
い
て
、
怒
り
と

の
出
会
い
は
、
恐
怖
や
逃
走
と
い
っ
た
通
常
の
反
応
へ
至
ら
ず
、
感
入
者
の
側
の

感
入
と
い
う
仕
方
で
感
じ
ら
れ
た
怒
り
へ
至
る
が
、
こ
の
こ
と
が
ま
た
、
な
ぜ
こ

れ
ら
の
ケ
ー
ス
で
は
わ
た
し
た
ち
が
被
感
入
者
の
感
情
に
つ
い
て
の
豊
か
な
理
解

を
持
つ
よ
う
に
な
る
か
の
理
由
な
の
だ
。

五　

生
の
力
、
衝
動
、
感
染

シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
の
い
ず
れ
の
特
徴
が
先
天
的
な
も
の
で
、
い
ず

れ
の
特
徴
が
体
験
に
よ
っ
て
学
ば
れ
た
も
の
か
を
議
論
し
て
い
な
い
。
シ
ュ
タ

イ
ン
は
し
ば
し
ば
―
―
シ
ュ
タ
イ
ン
が
ほ
か
の
多
く
の
理
論
家
、
た
と
え
ば
テ
オ

ド
ー
ル
・
リ
ッ
プ
ス
が
感
入
に
従
事
し
て
い
る
と
理
解
す
る
企
図
の
な
か
で
―
―

現
象
の
説
明

0

0explaining

に
興
味
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
現
象
学
的
観
点
か
ら
感

入
を
記デ

ィ
ス
ク
ラ
イ
ビ
ン
グ

述
す
る
こ
と
と
理ア

ン
ダ
ー
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ

解
す
る
こ
と
に
興
味
が
あ
る
の
だ
と
主
張
す
る
（Stein 

2008: e.g. 14, 21-22

）。
と
は
い
え
シ
ュ
タ
イ
ン
の
現
象
学
的
方
法
を
、
た
と
え

ば
わ
た
し
た
ち
が
他
の
人
間
存
在
に
感
入
す
る
と
き
、
生
き
ら
れ
た
体
験
に
お
い

て
わ
た
し
た
ち
に
そ
れ
自
身
を
示
す
も
の
を
説
明
的
に
記
述
す
る
こ
と
を
一
般
に

差
し
控
え
る
こ
と
と
し
て
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
フ
ッ
サ
ー
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ル
が
純
粋
意
識
と
し
て
示
し
た
も
の
の
体
験
的
例
示
に
興
味
が
な
い
の
で
は
な
く

（H
usserl 1976

）、
そ
の
ま
っ
た
く
反
対
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の

目
標
は
む
し
ろ
、
自
然
と
文
化
が
一
つ
の
生
き
ら
れ
た
身
体
―
―
こ
れ
は
物
質
的

過プ
ロ
セ
ス程

に
依
存
し
つ
つ
も
同
時
に
行
為
へ
向
け
て
自
由
で
あ
る
―
―
に
お
い
て
一
緒

に
到
来
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
こ
れ
を
魂

の
（
精
神
物
理
学
の
）
因
果
関
係
と
精ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル

神
の
（「
精ガ

イ
ス
テ
ィ
ヒ

神
の
」）
動
機
と
の
あ
い
だ
の

対コ
ン
ト
ラ
ス
ト

照
と
統
一
と
し
て
示
す
。
こ
の
関
係
は
す
で
に
感
入
に
つ
い
て
の
本
に
し
っ
か

り
書
い
て
あ
る
が
、『
寄
与
論
考
』に
お
い
て
さ
ら
に
よ
り
深
く
探
求
さ
れ
て
い
る
。

わ
た
し
が
見
る
よ
う
に
、
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
と
わ
た
し
が
情イ

モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

動
的
感
入
と
術
語
化
し
た

も
の
の
あ
い
だ
の
関
係
は
、
ま
さ
し
く
こ
れ
ら
精
神
物
理
学
的
因
果
関
係
と
自
由

意
志
と
い
う
二
つ
の
領
域
―
―
こ
れ
ら
は
感
情
的
‐
体
験
的
身
体
に
よ
っ
て
一
緒

に
結
び
つ
け
ら
れ
る
―
―
の
あ
い
だ
の
関
係
で
あ
る
。

感セ
ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
に
し
た
が
う
な
ら
、
他
の
生
き
ら
れ
た
身
体
が

取
り
あ
げ
倣
う
こ
と
と
な
る
生
き
ら
れ
た
身
体
「
かポ

ー
リ
ン
グ
ー
ア
ウ
ト
・
オ
ブ

ら
溢
れ
出
る
」、
感
覚
的
で

生
に
繋
が
れ
た
一
般
的
感
情
に
依
存
し
て
い
る
（Stein 2008: 65, 117

）。
感
情

の
こ
の
溢
れ
出
る
質
を
説
明
す
る
た
め
に
シ
ュ
タ
イ
ン
が
『
寄
与
論
考
』
で
導
入

し
た
概
念
は
、
衝ド

ラ
イ
ヴ動

（「
衝ト

ゥ
リ
ー
プ動

」）、
生ラ

イ
フ
・
フ
ォ
ー
ス

の
力
（「
生

レ
ー
ベ
ン
ス
ク
ラ
フ
ト

の
力
」）
で
あ
っ
た
（Stein2010: 

5-109; see also Stein 2008: e.g. 55-56, 108-109

）。

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
デ
ィ
ル
タ
イ
と
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ

て
生
の
力
の
概
念
の
発
展
に
お
い
て
重
要
で
あ
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
で
き

る
が
（
二
人
の
哲
学
者
は
複
数
回
、『
感
入
の
書
』
で
も
『
寄
与
論
考
』
で
も
言

及
・
参
照
さ
れ
て
い
る
）、
生ラ

イ
フ
・
フ
ォ
ー
ス

の
力
の
概
念
の
た
め
に
シ
ュ
タ
イ
ン
を
生
気
論
者

だ
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
の
概
念
が
『
寄
与
論
考
』
で
紹
介

さ
れ
た
と
き
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
の
由
来
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
の

は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ー
ル
」
で
は
な
く
、
リ
ッ
プ
ス
の
概
念

「
心

プ
シ
ュ
ヒ
シ
ェ
・
ク
ラ
フ
ト

的
力
」
で
あ
っ
た
（Stein 2010: 22

）。

衝ド
ラ
イ
ヴ動

あ
る
い
は
欲ニ

ー

ド求
（「
衝ト

リ
ー
プ動

」）
は
、
生
存
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
仕
方
で
生
き
ら
れ
た
身
体
を
動
か
し
振
る
舞
わ
せ
る
体
験
の
流
れ

（「
体

エ
ア
レ
ー
プ
ニ
ス
シ
ュ
ト
ロ
ー
ム

験
流
」）の
う
ち
に
あ
る
生ラ

イ
フ
・
フ
ォ
ー
ス

の
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
表
明
で
あ
る（
シ
ュ

タ
イ
ン
は
生

リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ド
ラ
イ
ヴ

殖
衝
動
の
主
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
）（Stein 2010: 57-61

）。諸
々

の
衝ド

ラ
イ
ヴ動

は
感
覚
的
感
情
に
お
い
て
体
験
さ
れ
る
が
、
こ
の
感
覚
的
感
情
を
と
お
し

て
わ
た
し
は
世
界
の
一
定
の
諸
特
徴
に
よ
っ
て
引
き
寄
せ
ら
れ
ま
た
拒
絶
さ
れ

る
。
そ
の
際
、
わ
た
し
の
身
体
を
動
か
し
振
る
舞
わ
せ
る
た
め
に
は
、
わ
た
し
の

側
の
行
為
に
つ
い
て
の
な
ん
ら
の
決
定
も
必
要
と
し
な
い
（
わ
た
し
が
一
定
の
範

囲
で
、
衝ド

ラ
イ
ヴ動

が
わ
た
し
そ
こ
へ
向
け
て
引
き
込
も
う
と
す
る
動
き
や
振
る
舞
い
を

拒
絶
し
よ
う
と
も
）。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
こ
で
は
何
ら
詳
細
な
議
論
を
展
開
す
る

こ
と
は
な
い
が
、
人
間
や
ほ
か
の
多
く
の
動
物
存
在
が
体
験
す
る
衝ド

ラ
イ
ヴ動

の
例
は
、

空
腹
、
苦
痛
、
恐
れ
、
性
的
魅
力
で
あ
ろ
う
。「
生ス

フ
ェ
ア
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ

の
領
域
」
は
、
体
験
流
の
下

層
と
し
て
記
述
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、
各
個
体
の
生
を
作
り
あ
げ
て
お
り
、
下
層
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
流
れ
が
時
間
的
に
前
に
す
す
む
紛
れ
も
な
い
力0force

を
供

給
し
、
引
き
込
み

0

0

0

0pull

が
一
般
的
生
の
感
情
と
衝ド

ラ
イ
ヴ動

と
い
う
仕
方
で
感
じ
ら
れ
る

の
だ
（Stein 2010: 26-27

）。

感セ
ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
は
、
似
た
感
じ
の
生ラ

イ
フ
・
フ
ォ
ー
ス

の
力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
―
―
こ
れ
は
感
覚
的
感

情
や
一
般
的
生
の
感
情
や
衝ド

ラ
イ
ヴ動

の
な
か
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
―
―
に
し
た

が
っ
て
起
こ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
。感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
に
お
い
て
は
、

他
者
の
生
き
ら
れ
た
身
体
表
現
を
見
る
こ
と
と
こ
れ
に
倣

フ
ォ
ロ
ー
ウ
ィ
ン
グ
・
ス
ル
ー

う
こ
と
に
つ
い
て
の
感

情
に
基
づ
い
た
体
験
は
、
感
入
者
が
す
る
選
択
で
は
な
く
、
生ラ

イ
フ
・
フ
ォ
ー
ス

の
力
の
力
強
い

衝ド
ラ
イ
ヴ動

の
結
果
と
し
て
の
感
入
過プ

ロ
セ
ス程

の
各
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
今
日
、
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
の
下
に
横
た
わ
っ
て
い
る
過プ

ロ
セ
ス程

は
、
生ラ

イ
フ
・
フ
ォ
ー
ス

の
力
―
―
こ
れ

は
旧
式
で
、
あ
る
程
度
冗
長
な
概
念
で
あ
る
―
―
よ
り
も
、
ミ
ラ
ー
・
ニ
ュ
ー
ロ
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ン
の
よ
う
な
脳
の
活
動
の
諸
特
性
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
感
情
の
働
き
に
お
け
る
因
果
過プ

ロ
セ
ス程

を
生ラ

イ
フ
・
フ
ォ
ー
ス

の
力
と
い
う
仕
方
で
理
解
し

よ
う
と
す
る
シ
ュ
タ
イ
ン
の
試
み
は
、
感
入
を
記
述
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
の

前
意
識
的
な
根
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
彼
女
の
試
み
を
示
し
て
い
る
（Svenaeus 

2016

）。
こ
の
点
に
お
い
て
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
が
、
シ
ュ
タ
イ
ン
に
し
た
が
え
ば
、

「
情

イ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
テ
イ
ジ
ョ
ン

動
的
感
染
」（「
情

ゲ
フ
ュ
ー
ル
ス
ア
ン
シ
ュ
テ
ッ
ク
ン
ク

動
的
感
染
」）
―
―
こ
れ
は
シ
ュ
タ
イ
ン
の
時
代
に
す
で
に

よ
く
知
ら
れ
て
い
た
現
象
で
あ
る
―
―
の
ひ
と
つ
の
実
例
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な

い
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
そ
の
二
つ
の
現
象
が
同
じ
も
の
で
は

な
い
理
由
は
、
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
を
と
お
し
て
持
た
れ
る
感
情
が
、
感
入
者
に
よ
っ
て

原オ
リ
ジ
ナ
ル

本
的
（「
原オ

リ
ギ
ネ
ル

本
的
」、「
あラ

イ

プ

ハ

フ

ト

り
あ
り
と
」）
な
仕
方
で
体
験
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
、
つ
ま
り
そ
れ
ら
は
情

イ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
テ
イ
ジ
ョ
ン

動
的
感
染
に
お
け
る
よ
う
に
〔
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
な
仕

方
〕
で
は
な
く
、
そ
の
か
わ
り
に
「
共コ

ン同
‐
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
」
な
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
そ

れ
ら
は
被
感
入
者
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
て
感
入
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
だ
。
し
た
が
っ
て
情

イ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
テ
イ
ジ
ョ
ン

動
的
感
染
の
主
体
は
感
入
者
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら

そ
の
主
体
は
、
当
該
の
感
情
を
自
分
自
身
の
感
情
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

体
験
し
て
お
り
、
そ
れ

ら
の
由
来
に
つ
い
て
は
無
自
覚
だ
か
ら
だ
（Stein 2008: 35-37

）。

シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
情

イ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
テ
イ
ジ
ョ
ン

動
的
感
染
が
大
抵
の
状
況
に
お
い
て
ほ
か
の
迂
路
よ
り
も

む
し
ろ
感
入
を
前
提
す
る
過プ

ロ
セ
ス程

だ
と
考
え
る
。
感

コ
ン
テ
イ
ジ
ョ
ン

染
を
最
初
に
置
く
こ
と
は
、
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
基
づ
く
理
論
で
は
、
感
入
の
説
明
を
発
展
さ
せ
る
一
般
的
な

や
り
方
の
ひ
と
つ
で
あ
る
（Iacoboni 2008

）。
そ
う
し
た
理
論
で
は
―
―
ま
ず

も
っ
て
よ
く
知
ら
れ
た
例
は
テ
オ
ド
ー
ル
・
リ
ッ
プ
ス
の
も
の
だ
―
―
、
わ
た
し

た
ち
は
前
意
識
的
な
感

コ
ン
テ
イ
ジ
ョ
ン

染
を
と
お
し
て
、
わ
た
し
た
ち
が
知
覚
し
て
い
る
人パ

ー
ソ
ン格

の

状
態
に
似
て
い
る
感
情
の
状
態
へ
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
感
情
を
意
味

あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
他
の
人
格
に
投
影
し
、
こ
の

過プ
ロ
セ
ス程

に
よ
っ
て
そ
の
人
格
に
感
入
す
る
こ
と
に
な
る
（Zahavi 2014

）。
シ
ュ
タ

イ
ン
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
仕
方
で
感
入
の
過プ

ロ
セ
ス程

に
接
近
す
る
こ
と
は
間
の
抜

け
た
も
の
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
ス
テ
ッ
プ
②
に
す
す
む
た
め
に
必
要

な
ス
テ
ッ
プ
①
の
感
入
の
理
解
を
認
め
な
い
か
ら
だ
（Stein 2008: 21-22, 27-

28, 35-37

）。
わ
た
し
が
綱
渡
り
の
曲
芸
師
を
知
覚
す
る
と
き
（
リ
ッ
プ
ス
の
最

も
有
名
な
例
）、
わ
た
し
は
ま
ず
こ
の
曲
芸
師
が
そ
こ
に
い
る
の
を
見
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
曲
芸
師
は
綱
の
上
で
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
、
そ
し
て
わ
た

し
の
そ
れ
と
対コ

ン
ト
ラ
ス
ト照

を
な
す
ひ
と
つ
の
感
覚
的
‐
知
覚
的
領
野
を
と
お
し
て
、
彼
の

生
き
ら
れ
た
身
体
は
一
定
の
感
覚
的
か
つ
生
に
基
づ
い
た
感
情
を
表
現
し
て
い

る
（Stein 2008: 27-28

）。
第
二
の
ス
テ
ッ
プ
で
わ
た
し
は
こ
の
感
覚
的
‐
知
覚

的
領
野
に
倣
う

0

0

、
す
る
と
わ
た
し
は
そ
こ
に
引
き
込
ま
れ
る
、
そ
し
て
も
っ
ぱ
ら

こ
の
点
に
お
い
て
わ
た
し
は
共コ

ン同
‐
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
な
仕
方
で
、
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い

る
と
き
の
曲
芸
師
が
持
っ
て
い
る
の
と
同
じ
種
類

0

0

の
感
覚
的
感
情
を
体
験
す
る
。

シ
ュ
タ
イ
ン
が
、
リ
ッ
プ
ス
の
感
入
理
論
に
か
ん
し
て
た
だ
単
に
批
判
的
な
だ
け

で
な
く
、
そ
れ
を
認
め
て
い
る
理
由
は
、
ま
さ
に
シ
ュ
タ
イ
ン
が
自
分
の
感
入
理

論
に
お
い
て
共コ

ン同
‐
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
の
二
つ
の
意
味
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
（
も
し

シ
ュ
タ
イ
ン
が
こ
の
点
に
か
ん
し
て
も
っ
と
詳
細
で
一
貫
し
て
い
た
な
ら
、
読
者

は
多
く
の
混
乱
を
回
避
で
き
た
だ
ろ
う
）。
リ
ッ
プ
ス
は
、
ス
テ
ッ
プ
②
の
感
入

の
共コ

ン同
‐
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
な
体
験
を
正
し
く
捉
え
て
い
る
が
、
こ
の
体
験
が
ス
テ
ッ
プ
①

に
お
け
る
曲
芸
師
に
つ
い
て
の
異
な
っ
た
共コ

ン同
‐
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
な
体
験
を
前
提
し
て
い

る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
い
。
リ
ッ
プ
ス
は
ま
た
、
シ
ュ
タ
イ
ン
に
し
た
が
う

な
ら
（
し
か
し
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
の
点
に
お
い
て
は
た
ぶ
ん
間
違
っ
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
。Stueber 2006: 8

を
参
照
）、
ス
テ
ッ
プ
②
に
お
け
る
共ゴ

ー
イ
ン
グ
・
ウ
ィ
ズ

に
ゆ
く
感

入
と
、
曲
芸
師
と
〈
一ビ

ー
イ
ン
グ
・
ア
ッ
ト
・
ワ
ン

つ
で
あ
る
こ
と
〉（「
いア

イ
ン
ス
フ
ュ
ー
ル
ン
ク

ち
な
る
感
入
」）
―
―
こ
こ
で
は
、

見
る
者
と
見
ら
れ
る
者
と
が
一
つ
の
体
験
の
う
ち
へ
と
溶
け
込
む
こ
と
―
―
と
を
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混
同
す
る
傾
向
が
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
が
見
た
よ
う
に
、
両
方
の
ス
テ
ッ
プ
に
お

け
る
感
入
は
、
つ
ね
に
感
入
者
の
体
験
が
被
感
入
者
の
体
験
か
ら
区
別
さ
れ
る
こ

と
を
前
提
し
て
い
る
。
二
つ
の
分
か
れ
た
体
験
の
こ
の
区
別
は
ま
た
、
共
に
幸
せ

で
あ
る
こ
と
、
共
に
行
動
す
る
こ
と
（Stein 2008: 28-29

）
と
い
っ
た
ほ
か
の

も
っ
と
相
互
的
な
共
同
‐
体
験
の
た
め
に
、
協
働
の
諸
様
態
―
―
こ
れ
に
つ
い
て

は
も
っ
と
詳
細
に
『
寄
与
論
考
』
の
第
二
章
で
分
析
さ
れ
て
い
る
（Stein 2010: 

163 ff.

）
―
―
を
有
し
て
い
る
。

情イ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
テ
イ
ジ
ョ
ン

動
的
感
染
に
つ
い
て
の
シ
ュ
タ
イ
ン
の
見
方
を
要
約
す
る
な
か
で
つ
ぎ
の

こ
と
に
言
及
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ュ
タ
イ
ン
が
、
わ
た
し
が
ほ
か
の

人
々
の
情
動
的
表
現
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
の
環
境
の
ほ
か
の
特
徴
に
よ
っ
て

そ
れ
と
気
づ
く
こ
と
な
し
に
影
響
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
わ
た

し
に
影
響
を
与
え
て
い
る
ほ
か
の
人
々
や
ほ
か
の
世
界
の
気
分
を
表
現
す
る
よ
う

な
質
に
気
づ
く
こ
と
な
し
に

0

0

0

、
結
局
そ
れ
に
対
応
す
る
感
情
を
持
つ
に
至
る
と

い
う
ケ
ー
ス
を
除
外
し
て
い
な
い
（Stein2008: 37, 38-49, 89-90

）、
と
い
う
こ

と
だ
。『
寄
与
論
考
』
の
な
か
で
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
も
っ
と
よ
り
詳
細
な
仕
方
で

情イ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
テ
イ
ジ
ョ
ン

動
的
感
染
の
過プ

ロ
セ
ス程

を
分
析
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
論
に
至
っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
情

イ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
テ
イ
ジ
ョ
ン

動
的
感
染
の
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
へ
の
関
係
に
か
ん
し
て
わ
た
し
た
ち
は
三

つ
の
異
な
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
（Stein 2010: 155-156

）。
第
一
に
、
わ
た

し
た
ち
は
そ
の
源
泉
を
理
解
す
る
こ
と
な
し
に
情

イ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
テ
イ
ジ
ョ
ン

動
的
感
染
を
持
つ
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
因
果
的
影
響
は
、「
エ
ゴ
的
」
な
（
身ボ

デ

ィ

・

バ

ウ

ン

ド

体
と
結
び
つ
い
た
）

感
覚
的
感
情
お
よ
び
一
般
的
感
情
が
、
わ
た
し
た
ち
に
対
す
る
意
識
的
客
観
対
象

と
し
て
そ
れ
ら
を
現
れ
さ
せ
る
こ
と
な
し
に
そ
れ
ら
の
「
エ
ゴ
異
他
的
」
な
諸
源

泉
に
結
び
つ
く
と
い
う
仕
方
に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
で
は
、
わ
た

し
た
ち
の
変
容
し
た
感
情
の
源
泉
は
、
ほ
か
の
人
々
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
音

楽
や
風
景
の
表
現
的
な
質
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
第
二
に
、
わ
た
し
た
ち
は
、

情イ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
テ
イ
ジ
ョ
ン

動
的
感
染
を
そ
の
源
泉
に
つ
い
て
の
理
解
と
一
緒
に

0

0

0

持
つ
。
そ
れ
は
、
右
に

書
い
た
感

コ
ン
テ
イ
ジ
ョ
ン

染
の
背
後
に
あ
る
過プ

ロ
セ
ス程

が
ま
た
、
そ
の
周
囲
か
ら
立
ち
現
れ

0

0

0

0

、
わ
た

0

0

し
た
ち
を

0

0

0

0

そ
の
現
前
の
な
か
へ
引
っ
ぱ
り
込
も
う
と
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

源
泉
を
つ
く
る
効
果
を

持
っ
て
い
る
と
き
で
あ
る
。
第
二
の
ケ
ー
ス
は
、
わ
た
し
た
ち
の
感
情
の
変
容
の

源
泉
が
他
の
生
き
ら
れ
た
身
体
で
あ
る
と
き
、
ス
テ
ッ
プ
②
の
感
入
に
発
展
し
て

い
く
過プ

ロ
セ
ス程

に
お
け
る
ス
テ
ッ
プ
①
の
感
入
の
ひ
と
つ
の
実
例
だ
ろ
う
。
そ
し
て
第

三
に
、
わ
た
し
た
ち
は
、
世
界
の
う
ち
で
な
ん
ら
の
継
続
し
つ
つ
あ
る
知
覚
さ

れ
る
感

コ
ン
テ
イ
ジ
ョ
ン

染
な
し
に
わ
た
し
た
ち
に
立
ち
現
れ
る
事
物
に
つ
い
て
の
感
入
的
理
解
を

持
っ
て
い
る
。
理
解
さ
れ
た
事
物
が
別
の
生
き
物
で
あ
る
場
合
、
第
三
の
ケ
ー
ス

は
ス
テ
ッ
プ
①
の
感
入
の
ひ
と
つ
の
実
例
だ
ろ
う
。
感
入
の
過プ

ロ
セ
ス程

に
お
い
て
第
一

の
ス
テ
ッ
プ
に
第
二
の
ス
テ
ッ
プ
が
続
く
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
、
感
入
者
の

感セ
ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
の
パ
タ
ー
ン
に
お
け
る
共コ

ン同
‐
原オ

リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ

本
性
の
第
二
の
意
味
へ
の
第
一
の

意
味
の
変
容
を
持
つ
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
そ
う
し
た
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
は
、
第
一
の

ス
テ
ッ
プ
に
お
け
る
情

イ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
テ
イ
ジ
ョ
ン

動
的
感
染
に
依
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
第
二
の
ス

テ
ッ
プ
に
お
け
る
な
に
か
感

コ
ン
テ
イ
ジ
ョ
ン

染
に
似
た
も
の
に
依
存
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、

感
入
さ
れ
る
事
物
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
そ
の
種
の
感
情
を
共シ

ェ
ア有

し
た
い
と
い
う

知
覚
さ
れ
た
欲
望
は
、
感
入
的
な
体
験
の
一
部
だ
か
ら
だ
。
右
で
議
論
し
た
よ
う

に
、
ス
テ
ッ
プ
②
に
す
す
ま
な
い
ス
テ
ッ
プ
①
の
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
の
ケ
ー
ス
で
は
、

感
入
者
が
持
っ
て
い
る
ほ
か
の

0

0

0

感
情
反
応
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
被
感
入
者
の
感

情
の
引
き
込
み
に
感
入
者
が
抵
抗
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
だ
。

ど
の
よ
う
に
し
て
感
入
の
感
情
は
、
部
分
的
に
意
識
を
越
え
た
力
の
結
果
で
あ

り
、
か
つ
ま
た
も
う
ひ
と
り
別
の
人
格
の
知
識
を
表
現
す
る
意
味
内
容
を
伴
っ
た

体
験
で
あ
り
う
る
の
か
？ 

ど
の
よ
う
に
し
て
シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
論
に
お
け
る
感

覚
的
な
、
身
体
に
‐
基
づ
い
た
感
情
が
他
の
人
格
の
知
識
を
明
確
に
示
す
の
か
を
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理
解
す
る
た
め
の
手
が
か
り
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
感
情
の
う
ち
に
根
ざ
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
正
確
に
は
、
感
情
の
う
ち
に
根
ざ
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
感
入
体
験
が
異
な
る
レ
ベ
ル

0

0

0

に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
深
さ
の
認

知
的
内
容
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

六　

情
動
的
感
入
と
共
感

感セ
ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
で
は
、
他
の
人パ

ー
ソ
ン格

が
生
き
ら
れ
た
身
体
と
し
て
わ
た
し
の
眼
前
に

い
る
こ
と
に
わ
た
し
が
気
づ
く
。
そ
し
て
そ
の
人
格
が
一
定
の
種ソ

ー

ト類
の
感
情
を

持
っ
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
く
。
わ
た
し
は
、
緊
張
し
て
テ
ー
ブ
ル
に
押
し
つ
け

ら
れ
て
い
る
手
を
感
じ
、
そ
の
顔
に
表
現
さ
れ
た
他
の
人
格
の
悲
し
み
を
感
じ
る

（Stein 2008: 18-19, 75

）。
し
か
し
わ
た
し
は
、
ど
う
し
て

0

0

0

0w
hy

手
が
緊
張
し
て

テ
ー
ブ
ル
に
押
し
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
う
し
て

0

0

0

0

そ
の
人
格
が
悲

し
ん
で
い
る
の
か
を
、
ま
だ
知
ら
な
い
。
感
入
者
が
、
感
入
の
過プ

ロ
セ
ス程

や
被
感
入
者

に
つ
い
て
の
ほ
か
の
知
識
に
よ
っ
て
、
被
感
入
者
の
感
情
の
対
象

0

0

が
何
で
あ
る
の

か
を
理
解
す
る
と
き
、
当
該
の
感
入
は
た
だ
単
に
感
覚
的
な
あ
り
よ
う
か
ら
、
わ

た
し
が
情
動
的

0

0

0

感
入
と
呼
ぼ
う
と
す
る
も
の
へ
変
容
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
ス

テ
ッ
プ
③
の
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
は
、
情イ

モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

動
的
感
入
の
過プ

ロ
セ
ス程

の
第
一
の
ス
テ
ッ
プ
に
変
容

す
る
（
お
そ
ら
く
は
多
少
の
ケ
ー
ス
で
は
ス
テ
ッ
プ
①
の
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
が
直
接
に

情イ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

動
的
感
入
の
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
に
変
容
す
る
こ
と
も
ま
た
あ
り
う
る
）。
こ
の

点
に
お
い
て
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
感
入
は
彼
女
が
精ス

ピ
リ
ッ
ト神

（「
精ガ

イ
ス
ト神

」）

と
呼
ぶ
も
の
の
次
元
の
う
ち
へ
す
す
ん
で
い
る
。
変
容
は
、
宗
教
的
信
仰
を
参
照

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
現
代
の
哲
学
的
意
味
で
の
諸
々
の
情
動

0

0

0

0

0

を
参
照

す
る
こ
と
で
最
も
よ
く
捉
え
ら
れ
る
。
情
動
は
、
現
代
の
意
味
で
は
、
ま
さ
に
、

客
観
対
象
を
持
つ
感
情
、
世
界
の
内
に
あ
る
事
物
に
つ
い
て
の
感
情
で
あ
り
、

情
動
は
こ
れ
ら
の
事
物
を
一
定
の
評
価
的
な
光
の
う
ち
に
立
た
せ
る
（Goldie 

2000

）。
感
入
は
、
感
情
（
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
）
に
つ
い
て
の
感
情
だ
が
、
こ
の
感
情

は
情
動
に
つ
い
て
の
情
動
に
な
り
う
る
（
情イ

モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

動
的
感
入
）。

異
な
る
タ
イ
プ
の
感
情
に
つ
い
て
の
シ
ュ
タ
イ
ン
の
議
論
に
お
い
て
明
ら
か
に

な
る
よ
う
に
、
た
だ
単
に
体
験
的
な
質
を
持
つ
だ
け
の
感
情
と
、
世
界
の
う
ち
の

事
物
（
感
入
に
お
け
る
出
来
事
の
よ
う
に
、
世
界
に
お
け
る
他
の
人
格
を
含
む
）

に
つ
い
て
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
意
味
内
容
を
持
つ
感
情
の
あ
い
だ
の
境

界
線
は
、
絶
対
的
で
は
な
く
漸
進
的
で
あ
る
。
喉
の
渇
き
の
よ
う
な
感
覚
的
感
情

は
、
喉
の
渇
き
の
感
情
に
お
い
て
の
み
そ
れ
を
知
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
水
の
よ

う
な
望
ま
し
い
存
在
と
し
て
の
世
界
の
う
ち
の
一
定
の
客
観
対
象
に
渇
き
の
感
情

を
向
け
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
す
で
に
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
に
お
い
て
、
感
入
者
に

よ
っ
て
体
験
さ
れ
た
感
情
は
情
動
で
あ
る
、
と
最
小
の
意
味
に
お
い
て
で
は
あ
る

が
言
え
る
。
と
い
う
の
も
、
感
入
者
の
感
情
と
は
、
た
だ
単
に
被
感
入
者
の
感
情

に
影
響
さ
れ
た

0

0

0

0

0

感
情
で
あ
る
よ
り
も
、
被
感
入
者
の
こ
れ
こ
れ
の
存
在
と
し
て
の

感
情
に
つ
い
て
の

0

0

0

0

0

感
情
だ
か
ら
で
あ
る
。
感
入
者
の
感
情
は
、
非ノ

ン

‐
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
で
あ

る
、
あ
る
い
は
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
で
あ
る
代
り
に
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
使
っ
た
術
語
で
言
え
ば

正
確
に
は
共コ

ン同
‐
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
で
あ
る
。

シ
ュ
タ
イ
ン
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
か
ら
出
発
す
る
仕
方
で
体
験

の
「
内ゲ

ハ
ル
ト容

」
と
呼
ん
だ
も
の
は
、
つ
ね
に
二
つ
の
構
成
要
素
を
、
す
な
わ
ち

「
与ウ

ェ
イ
・
オ
ブ
・
ビ
ー
イ
ン
グ
・
ギ
ヴ
ン

え
ら
れ
る
仕
方
」（「
与ゲ

ゲ
ー
ベ
ン
ハ
イ
ツ
ヴ
ァ
イ
ゼ

え
ら
れ
る
仕
方
」）
と
「
与ホ

ワ
ッ
ト
・
イ
ズ
・
ビ
ー
イ
ン
グ
・
ギ
ヴ
ン

え
ら
れ
て
い
る
も
の
」

（「
対

ゲ
ー
ゲ
ン
シ
ュ
タ
ン
ト

象
」）
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
後
者
が
体
験
の
客
観
対
象
と
呼
ば

れ
る
（Stein 2008: 15-16; Stein 2010: 18-19, 86-87

）。
そ
れ
ゆ
え
右
で
そ
う

し
て
き
た
よ
う
に
「
内ゲ

ハ
ル
ト容

」
は
「
内コ

ン
テ
ン
ト容

」
や
「
意ミ

ー
ニ
ン
グ
・
コ
ン
テ
ン
ト

味
内
容
」
と
翻
訳
で
き
る
が
、「
与

え
ら
れ
て
い
る
も
の
」
と
い
う
意
味
で
の
内コ

ン
テ
ン
ト容

に
は
つ
ね
に
「
与
え
ら
れ
る
仕
方
」

が
属
す
こ
と
を
想
起
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
喉
が
渇
い
て

い
る
と
い
っ
た
感
覚
的
感
情
に
お
い
て
は
、
な
に
か
あ
る
も
の
が
現
前
す
る
仕
方
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と
現
前
し
て
い
る
も
の
の
あ
い
だ
の
対コ

ン
ト
ラ
ス
ト照

は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
が
体
験
の
「
エ
ゴ

的
」
位ア

ス
ペ
ク
ト相

と
「
エ
ゴ
異
他
的
」
位ア

ス
ペ
ク
ト相

と
呼
ぶ
も
の
―
―
「
与ゲ

ゲ
ー
ベ
ン
ハ
イ
ツ
ヴ
ァ
イ
ゼ

え
ら
れ
る
仕
方
」
と

「
対

ゲ
ー
ゲ
ン
シ
ュ
タ
ン
ト

象
」
の
術
語
に
お
い
て
で
は
な
く
―
―
の
あ
い
だ
の
差
異
と
し
て
の
み
現
れ

る
。
感
覚
的
感
情
に
お
け
る
「
エ
ゴ
的
」
位ア

ス
ペ
ク
ト相

は
〈
ど

ハ

ウ

の
よ
う
に
〉
で
あ
り
、「
エ

ゴ
異
他
的
」
位ア

ス
ペ
ク
ト相

は
体
験
さ
れ
て
い
る
も
の
の
〈
なホ

ワ
ッ
トに

〉
だ
が
、
こ
の
〈
な
に

0

0

〉

は
ま
だ
特
定
の
は
っ
き
り
し
た
意

ミ
ー
ニ
ン
グ
・
コ
ン
テ
ン
ト
・
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト

味
内
容
対
象
で
は
な
く
、
む
し
ろ
体
験
の
〈
ど0

の
よ
う
に

0

0

0

0

〉
が
捜
索
し
て
い
る
最
中
の
客
観
対
象
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
と
り
わ

け
衝ド

ラ
イ
ヴ動

の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
右
で
明
瞭
に
し
よ
う
と
試
み
て

き
た
よ
う
に
、
感
情
に
基
づ
い
た
意
味
の
知
覚
の
す
べ
て
の
形
式
（
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入

も
含
む
）
に
お
い
て
は
、
知
覚
す
る
者
は
そ
の
魅
力
に
よ
っ
て
そ
の
客
観
対
象
に

引
き
つ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
客
観
対
象
に
な
る

0

0

0

も
の
に
引
き
つ

け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
「
刺

ス
テ
ィ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

激
」（「
刺ラ

イ
ツ激

」）
を
感
じ
て
い
る
（Stein 2010: e.g. 

41-42

）。
情イ

モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

動
的
感
入
に
お
い
て
は
、
ス
テ
ッ
プ
②
に
お
い
て
生
じ
る
寄フ

ィ
ー
リ
ン
グ
・
ア
ロ
ン
グ
サ
イ
ド

り
添
う
感
情

は
、
被
感
入
者
が
持
つ
種ソ

ー
ト類

の
感
情
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
感
情
の
客
観
対
象
で

あ
る
も
の
に
も
か
か
わ
る
と
い
う
事
態
に
ま
で
拡
張
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
二
つ

の
違
っ
た
仕
方
で
起
こ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
と
に
よ
る
と
わ
た
し
は
す
で
に
、
な

に
が
被
感
入
者
の
感
情
の
客
観
対
象
で
あ
る
べ
き
か
を
理
解
さ
せ
る
よ
う
な
そ
の

者
に
起
こ
っ
た
事
柄
に
気
づ
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い

は
、
こ
と
に
よ
る
と
被
感
入
者
が
持
っ
て
い
る
感
入
の
表
現
は
、
そ
の
者
の
近
く

の
環
境
に
現
れ
て
い
る
事
物
の
う
ち
に
そ
の
理
由
を
わ
た
し
に
探
さ
せ
る
、
と
い

う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
感
入
に
数
え
入
れ
ら
れ
る
こ
の
「
理ル

ッ
キ
ン
グ
・
フ
ォ
ア
・
ザ
・
リ
ー
ズ
ン

由
を
探
す
こ
と
」

の
た
め
に
、
そ
の
理
由
は
表
現
に
倣

フ
ォ
ロ
ー
・
ス
ル
ー

う
こ
と
で
見
つ
け
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
っ
て
、
結
論
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
被
感
入
者
が
躓
い
た
道
化
師
を

笑
っ
て
い
る
と
き
、
も
し
そ
の
者
の
注
視
に
し
た
が
う
こ
と
で
、
わ
た
し
が
そ
の

者
の
情
動
の
客
観
対
象
を
見
つ
け
出
す
な
ら
、
わ
た
し
は
感
入
を
実
際
に
し
て
い

る
。
だ
が
、
も
し
わ
た
し
が
そ
の
者
の
横
に
あ
る
テ
ー
ブ
ル
の
う
え
の
宝
く
じ
の

券
を
見
る
こ
と
で
、
く
じ
に
当
選
し
た
た
め
に
そ
の
者
が
お
そ
ら
く
幸
せ
で
あ
る

と
結
論
す
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
は
感
入
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

躓
い
た
ピ
エ
ロ
と
宝
く
じ
の
券
の
楽
し
さ
は
、
わ
た
し
の
例
で
あ
っ
て
シ
ュ
タ

イ
ン
の
も
の
で
は
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
情

動
の
客
観
対
象
が
被
感
入
者
の
表

エ
ク
ス
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン

現
（「
表

ア
ウ
ス
ド
ゥ
ル
ッ
ク

現
」）
を
伴
っ
て
与
え
ら
れ
る
の

か
に
つ
い
て
多
く
の
例
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（Stein 2008: 68-74

）。

こ
の
こ
と
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
シ
ュ
タ
イ
ン
が
み
ず
か
ら
が
「
精ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
フ
ィ
ー
リ
ン
グ

神
的
感
情
」

（Stein 2008: 66

）
あ
る
い
は
「
語
の
深
い
意
味
に
お
け
る
感
情
」
と
呼
ぶ
も
の

の
複
雑
さ
を
（Stein 2008: 119

）、
被
感
入
者
の
注
視
や
動
作
傾
向
に
倣
う
だ
け

で
は
見
つ
け
た
り
理
解
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
客
観
対
象
を
も
含

む
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
一
定
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
感
情

（
情
動
が
動
く
客
観
対
象
―
―
「
対

ゲ
ー
ゲ
ン
シ
ュ
タ
ン
ト

象
」
―
―
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
）
と
、
そ
の
出

来
事
の
主
体
で
あ
る
人
格
に
寄
り
添
っ
た
感
入
的
感
情
の
あ
い
だ
の
関
係
を
シ
ュ

タ
イ
ン
が
呈
示
す
る
仕
方
を
辿
っ
て
み
よ
う
（Stein 2008: 23-25

）。

―
―
わ
た
し
の
友
人
が
部
屋
に
来
て
わ
た
し
に
喜
び
い
っ
ぱ
い
で
話
し
た
こ
と

に
は
、
そ
の
友
人
は
試
験
に
合
格
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
友
人
が
言
う
こ
と

を
わ
た
し
が
理
解
し
て
し
ま
う
以
前
に
す
で
に
、
彼
女
が
部
屋
に
入
っ
て
来
て
そ

れ
で
幸
せ
で
あ
る
こ
と
を
わ
た
し
は
感
覚
的
に
感
入
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
わ
た

し
は
、
そ
の
友
人
が
言
う
こ
と
を
理
解
し
、
ま
た
す
ぐ
さ
ま
こ
の
理
解
に
倣
い
そ

の
友
人
の
喜
び
へ
の
わ
た
し
の
道
す
じ
を
感
じ
取
り
、
試
験
合
格
に
つ
い
て
の
喜

び
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
（
情イ

モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

動
的
感
入
）。
そ
の
結
果
と
し
て
、

わ
た
し
は
た
だ
単
に
そ
の
友
人
が
幸
せ
で
そ
れ
が
な
ぜ
な
の
か
を
感
じ
理
解
す
る

だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
友
人
に
つ
い
て
心
配
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
友
人
が
試
験
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に
合
格
し
た
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
わ
た
し
自
身
も
ま
た
幸
せ
に
な
る

0

0

0

の
で
あ

る
。
い
ま
こ
の
状
況
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
ま
っ
す
ぐ
で
単
純
だ
が
、
シ
ュ
タ
イ
ン

が
示
し
た
よ
う
に
む
し
ろ
複
雑
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
喜
び
を
共シ

ェ
ア有

し
、
最
後
に
は

友
人
が
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
幸
せ
に
感
じ
る
よ
う
に
な
る
複
数
の
仕
方
が
存

在
す
る
。

た
と
え
ば
、
そ
の
友
人
が
試
験
に
合
格
し
た
と
聞
か
さ
れ
る

0

0

0

0

0

こ
と
で
、
わ
た
し

は
幸
せ
を
た
だ
単
に
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
感
じ
も
す
る
。
そ
う
し
て

0

0

0

0

わ

た
し
は
そ
の
友
人
の
表
現
し
た
体
験
に
注
意
を
向
け
、
そ
れ
に
感
入
す
る
。
そ
の

結
果
、
わ
た
し
は
そ
の
友
人
の
喜
び
に
倣フ

ォ
ロ
ーい

一
緒
に
す
す
む
と
い
う
仕
方
で
、
試

験
に
合
格
し
た
事
実
に
つ
い
て
幸
せ
を
感
じ
る
の
だ
。
シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
論
に
お

い
て
、
友
人
に
つ
い
て
幸
せ
で
あ
る
こ
と
の
こ
う
し
た
仕
方
の
み
が
、
同

コ
ン
パ
ッ
シ
ョ
ン

情
な
い

し
共シ

ン
パ
シ
ー感

（「
共

ミ
ッ
ト
フ
ュ
ー
レ
ン

感
」）
と
し
て
知
ら
れ
る
現
象
と
見
な
さ
れ
る
（Stein2008: 25

）。

す
な
わ
ち
、
わ
た
し
が
そ
の
友
人
を
心
配
す
る
と
い
う
意
味
で
そ
の
友
人
と
共
に

感
じ
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
成
功
を
聞
か
さ
れ
た
と
き
そ
れ
に
つ
い
て
幸
せ
を
感
じ

た
、
と
い
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
共
感
が
し
っ
か
り
す
る
た
め

に
は
、
わ
た
し
は
ま
た
情イ

モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

動
的
感
入
の
過プ

ロ
セ
ス程

を
と
お
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現

代
の
共
感
研
究
に
お
い
て
他
者
に
感
入
す
る
こ
と
な
し
に
他
者
を
配
慮
す
る
と
い

う
意
味
で
の
同
情
も
ま
た
共
感
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
〔
シ
ュ
タ
イ
ン
の
共
感

理
解
〕
は
こ
の
現
代
の
感
入
研
究
に
お
け
る
一
般
的
な
共
感
理
解
と
は
異
な
っ
て

い
る
。

シ
ュ
タ
イ
ン
が
共
感
に
こ
う
し
た
修
正
を
加
え
る
理
由
は
、
お
そ
ら
く
彼
女

が
、
ひ
と
が
他
の
人
格
の
感
情
に
入
る
感
情
の
ま
さ
し
く
こ
の
過プ

ロ
セ
ス程

を
、
社
会
的

か
つ
倫
理
的
生
物
と
し
て
の
わ
た
し
た
ち
の
形
成
に
絶
対
的
に
本
質
的
で
あ
る

と
見
な
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
（Calcagno 2014

）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ひ
と

は
、
共
感
に
か
ん
す
る
こ
の
理
解
が
も
し
か
す
る
と
混
乱
し
て
い
る
こ
と
に
気

づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
み
ず
か
ら
の
『
感

入
の
書
』
で
し
ば
し
ば
前
置
詞
の
「
共ウ

ィ
ズに

」（「
傍バ

イ
ら
で
」、「
共ミ

ッ
トに

」）
を
、
感
情
の

過プ
ロ
セ
ス程

と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
、
ス
テ
ッ
プ
②
の
感
入
を
特
徴
づ
け
る
際
に
用
い

る
が
、
こ
れ
は
し
か
し
必
ず
し
も

0

0

0

0

0

0

0

共
感
へ
至
る
こ
と
が
で
き
な
い

0

0

も
の
だ
か
ら
だ

（eg. Stein 2008: 18-20, 31, 101

）。
わ
た
し
の
友
人
の
幸
せ
を
感
入
的
に
感
じ

る
過プ

ロ
セ
ス程

を
充
実
し
た
あ
と
で
、
わ
た
し
は
結
局
幸
せ
と
な
る
が
、
し
か
し
わ
た
し

の
最
終
的
な
幸
せ
状
態
の
理
由
と
は
、
友
人
の
た
め
を
思
っ
て
試
験
に
合
格
し
た

こ
と
に
つ
い
て
わ
た
し
が
幸
せ
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
た
と
え
ば
友
人
と

の
旅
行
と
い
っ
た
わ
た
し
が

0

0

0

0

欲
す
る
な
に
か
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
こ
と
に
あ
る
（Stein2008: 25

）。
も
し
試
験
に
合
格
し
た
ひ
と
が
わ
た
し
の

友
人
で
は
な
く
、
わ
た
し
の
敵
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
ひ
と
と
の
感
入
の
過プ

ロ
セ
ス程

は
、

わ
た
し
の
敵
意
を
共
感
の
う
ち
に
変
換
す
る
こ
と
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
そ
の
ひ
と
が
嫌
い
で
あ
る
と
い
う
理
由
の
た
め
に
、
そ
の
合
格
に
つ
い
て

わ
た
し
は
ま
だ
怒
り
、
消
沈
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
だ
。
そ
し
て
そ
の
ひ
と
が
わ

た
し
の
敵
で
あ
り
、
試
験
に
落
ち
た
な
ら
、
感
入
の
過プ

ロ
セ
ス程

を
と
お
し
て
わ
た
し
に

起
こ
る
だ
ろ
う
感
情
は
お
そ
ら
く
な
に
か
「
他シ

ャ

ー

デ

ン

フ

ロ

イ

デ

人
の
不
幸
は
蜜
の
味
」
の
よ
う
な

も
の
と
な
り
、
共
感
を
特
徴
づ
け
る
に
は
お
か
し
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

友
人
の
試
験
合
格
の
例
に
つ
い
て
の
議
論
に
お
い
て
シ
ュ
タ
イ
ン
が
完
全
な
仕

方
で
明
瞭
に
し
て
い
る
の
は
、
共
感
と
感
入
と
の
違
い
を
、
後
者
の
ケ
ー
ス
に
お

け
る
ふ
た
り
の
当
事
者
の
感
情
は
つ
ね
に
同
じ
種ソ

ー
ト類

の
感
情
で
あ
り
か
つ
同
じ
内

容
を
持
つ
こ
と
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
感
入
者
は
被
感
入
者
と
の
比
較

に
お
い
て
非ノ

ン

‐
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
な
仕
方
に
お
い
て
感
情
を
体
験
す
る
と
い
う
修
正
を
施

し
つ
つ
、
洞
察
し
た
こ
と
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
書
い
て
い
る
が
、
共シ

ン
パ
シ
ー感

つ

ま
り
「
共

ミ
ッ
ト
フ
ュ
ー
レ
ン

感
」
は
一
方
で
は
、
被
感
入
者
が
持
つ
感
情
か
ら
は
内
容
に
お
い
て

異
な
っ
て
い
る
（Stein 2008: 25

）。
言
っ
て
み
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
友
人
が
勘
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違
い
し
て
試
験
に
落
ち
た
と
考
え
て
い
る
（
掲
示
板
に
書
か
れ
た
結
果
を
読
み
間

違
え
る
と
い
う
仕
方
で
）、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
も
し
わ
た
し
が
わ
た
し
自
身

で
、
友
人
が
実
際
に
試
験
に
合
格
し
て
い
る
と
い
う
結
果
を
（
な
ん
ら
の
勘
違
い

を
犯
す
こ
と
な
く
）
読
ん
だ
と
す
る
な
ら
、
わ
た
し
は
友
人
の
消
沈
に
感
入
し
、

友
人
に
グ
ッ
ド
・
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
か
せ
る
以
前
に
友
人
が
実
際
に
は
合
格
し
て
い

る
こ
と
を
共
感
的
な
仕
方
で
幸
せ
だ
と
感
じ
る
だ
ろ
う
。
他
の
人
格
と
共
に
そ
の

ひ
と
の
た
め
に
感
じ
る
そ
う
し
た
仕
方
は
、
同
じ
感
情
を
持
つ
あ
る
い
は
他
の
人

格
と
一
緒
に
そ
れ
を
持
つ
と
い
う
厳
密
な
意
味
で
共シ

ェ
ア有

す
る
ケ
ー
ス
で
は
な
い
と

は
い
え
、
そ
れ
で
も
そ
れ
ら
は
特
定
の
他
者
と
結
び
つ
く
こ
と

0

0

0

0

0

0

そ
し
て
そ
の
ひ
と

を
配
慮
す
る
よ
う
に
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
の
た
め
の
決
定
的
な
仕
方
な
の
だ
（Zahavi and 

Rochat 2015

）。

七　

感
入
と
倫
理

共
感
の
シ
ュ
タ
イ
ン
の
理バ

ー
ジ
ョ
ン解

に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
感
入
研
究
の
第
二
の

問
い
に
答
え
る
こ
と
へ
は
っ
き
り
と
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
問

い
と
い
う
の
は
、
右
で
参
照
し
た
よ
う
に
、「
な
に
が
ひ
と
を
他
者
の
苦
し
み
に

感セ
ン
シ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ

受
性
を
も
っ
て
応
答
し
、
そ
れ
を
ケ
ア
す
る
こ
と
へ
導
く
の
か
？
」（Batson 

2009: 3

）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
哲
学
か
ら
こ
の
問
い
へ
の
十
分
な

回
答
を
詳
細
な
仕
方
で
与
え
る
こ
と
は
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
わ
た
し
が
で
き
る

範
囲
の
越
え
て
し
ま
う
が
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
感
入
理
論
と
結
び
つ
く
彼
女
が
指
示

す
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
概
念
と
議
論
を
、
道
徳
哲
学
の
議ト

ピ
ッ
ク題

へ
向
け
て
呈
示
す

る
こ
と
を
試
み
た
い
。

シ
ュ
タ
イ
ン
に
し
た
が
う
な
ら
、
道
徳
的
に
重
要
な
感
情
は
す
で
に

感セ
ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
の
う
ち
で
働
い
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ

た
し
た
ち
が
見
て
き
た
よ
う
に
、
他
の
人パ

ー
ソ
ン格

の
あ
り
あ
り
と
し
た
表
現
は
、
わ
た

し
を
そ
の
現
前
へ
と
引
っ
張
り
込
み

0

0

0

0

0

0

、
こ
の
過プ

ロ
セ
ス程

に
よ
っ
て
わ
た
し
は
た
ん
に
そ

れ
に
注
意
を
向
け
る
だ
け
で
な
く
、
自
発
的
に
そ
の
体
験
に
倣

フ
ォ
ロ
ー
・
ス
ル
ー

う
。
こ
の
こ
と

が
意
味
す
る
の
は
、
も
し
そ
の
他
者
が
わ
た
し
の
眼
前
で
苦
し
ん
で
い
る
と
す
る

と
、
わ
た
し
は
そ
の
ひ
と
に
寄
り
添
っ
て
感
じ
る
と
い
う
仕
方
で
こ
れ
を
認
識

し
、
そ
の
結
果
、
で
き
る
な
ら
そ
の
ひ
と
に
共
感
し
て
助
け
る
こ
と
を
試
み
る
だ

ろ
う
、
と
い
う
こ
と
だ
。
ほ
か
の
生
き
物
の
情
動
的
表
現
に
対
す
る
こ
の
感

セ
ン
シ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ

受
性

は
、
部
分
的
に
は
先
天
的
な
も
の
だ
が
、
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
感

セ
ン
シ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ

受
性
を
育
む
仕

方
は
疑
い
な
く
早
期
の
体
験
と
わ
た
し
た
ち
が
他
者
を
抱
擁
し
ま
た
拒
絶
す
る
こ

と
を
教
え
ら
れ
た
仕
方
に
依
存
し
て
い
る
（Rochat 2009

）。
他
の
人
格
の
感
情

に
感
受
的
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

と
い
う
意
味
で
感
入
的
に
な
る
こ
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
教
育
可

能
な
ス
キ
ル
で
あ
り
、
こ
れ
は
他
の
人
格
に
基
礎
的
な
関
心

0

0

を
持
つ
こ
と
に
依

拠
す
る
。
自
閉
症
の
よ
う
な
精
神
医
学
的
障
害
と
精
神
病
は
、
感

セ
ン
シ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ

受
性
の
欠
落

な
い
し
他
の
人
格
の
体
験
へ
の
興
味
の
欠
落
の
た
め
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（Baron-Cohen 2011; Svenaeus 2015

）。

シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
諸
感
情
を
、
感
覚
的
レ
ベ
ル
な
の
か
情
動
の
レ
ベ
ル
の
深
さ

に
お
け
る
も
の
な
の
か
を
操
作
的
に
区
別
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
諸
感
情
は
ま

た
、
持
続
の
点
に
お
い
て
、
範
囲
の
点
に
お
い
て
、
強
度
の
点
に
お
い
て
も
区
別

で
き
る
（Stein 2008: 122-123

お
よ
びV

endrell Ferran 2015

を
参
照
）。
諸

感
情
は
、
長
い
時
間
や
短
い
時
間
続
く
こ
と
が
あ
る
。
諸
感
情
は
、
そ
の
人
格
が

体
験
し
た
世
界
を
多
か
れ
少
な
か
れ
包
括
し
て
お
り
、
そ
し
て
諸
感
情
は
多
か

れ
少
な
か
れ
性
質
上
強
度
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。
強
度
に
か
ん
し
て
言
え
ば
、

シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
な
ぜ
一
定
の
感
情
は
多
か
れ
少
な
か
れ
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
共
に

感
じ
ら
れ
る
の
か
を
説
明
す
る
た
め
に
、
生ラ

イ
フ
・
フ
ォ
ー
ス

の
力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
導
入
し
て
い

る
（Stein 2010: 57-61

）。
感
覚
的
感
情
と
一
般
的
感
情
と
の
あ
い
だ
、
つ
ま
り
、

大
部
分
は
性
質
上
あ
り
あ
り
と
し
て
い
る
感
情
と
、「
精
神
的
」
で
あ
っ
て
わ
た
し
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が
情
動
的
と
い
う
術
語
を
つ
か
う
感
情
と
の
あ
い
だ
の
区
別
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
が

「
深デ

プ
スさ

」（Stein 2008: 122

）
と
呼
ぶ
も
の
に
お
け
る
区
別
で
あ
る
。
感
情
の
深

さ
は
、
そ
れ
の
内
容
―
―
情
動
と
い
う
仕
方
で
理
解
さ
れ
て
い
る
事
柄
が
ど
の
よ

う
に
複
雑
な
の
か
―
―
を
と
お
し
て
そ
れ
自
身
を
示
す
、
そ
し
て
増
加
し
た
複
雑

さ
は
、
人
格
の
生
と
は
複
雑
で
あ
り
、
そ
の
身
体
を
支
配
す
る
の
は
衝ド

ラ
イ
ヴ動

だ
け
で

は
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。
情
動
の
内
容
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
が
人
格
の
世
界
の
う

ち
に
現
前
し
て
い
る
と
す
る
価
値
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
関
係
す
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン

は
情
動
価
値
実
在
論
者
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
う
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
な
い
も
の
や
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、
他
の
人
格
た
ち
の

体
験
と
行
為
に
出
会
う
な
か
で
わ
た
し
た
ち
が
発
展
さ
せ
る
感
情
を
と
お
し
て
わ

た
し
た
ち
に
見
え
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
こ
の
圏
域
で
は
シ
ュ
タ
イ
ン

は
明
ら
か
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。Scheler 2009

を
参
照
）。

倫
理
に
対
す
る
関
係
に
お
け
る
シ
ュ
タ
イ
ン
の
感
情
の
哲
学
の
意
味
を
明
確
に

す
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
事
柄
が
分
節
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
わ
た

し
は
こ
こ
で
は
素
描
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
だ
ろ
う
。
わ
た
し
の
狙
い
は
シ
ュ

タ
イ
ン
の
（
大
部
分
は
幾
分
未
発
達
で
あ
る
）
道
徳
哲
学
を
擁
護
す
る
こ
と
で
は

な
く
、
む
し
ろ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
感
入
理
論
を
よ
り
良
く
理
解
す
る
と
い
う
目
的
の

た
め
に
、
そ
れ
を
理
解
可
能
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

シ
ュ
タ
イ
ン
に
し
た
が
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る

0

0

0

0

感
情
は
そ
れ
に
と
っ
て
価
値
的
な
構

成
要
素
を
持
つ
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
主
体
に
と
っ
て

良グ
ッ
ドい

か
悪バ

ッ
ドい

か
を
判
断
す
る
か
ら
で
あ
る
。
感
覚
的
感
情
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
こ

の
良
さ
な
い
し
悪
さ
は
、
た
だ
単
に
身
体
的
な
仕
方
で
良
い
か
悪
い
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
感
情
が
情
動
に
発
展
し
た
と
き
、
当
該
の
判
断
は
単
に
身
体
的
な
状

態
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
（
に
お
け
る
客
観
対
象
）
の
状
態
に
か
ん
す
る
も
の
と

な
る
。
友
人
が
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
で
わ
た
し
が
幸
せ
で
あ
る
と
す
る
と
、
わ

た
し
は
友
人
が
合
格
し
た
事
実
の
価
値
を
評
価
す
る
。
そ
し
て
わ
た
し
自
身
が
試

験
に
合
格
し
な
か
っ
た
こ
と
を
悪
い
と
感
じ
る
と
き
、
合
格
し
な
か
っ
た
と
い
う

事
実
を
無
価
値
と
見
な
す
。
後
者
の
ケ
ー
ス
で
は
、
も
し
わ
た
し
が
、
試
験
前
に

熱
心
に
十
分
勉
強
し
な
か
っ
た
が
た
め
に
悪
い
と
い
う
意
識
を
持
つ
と
す
れ
ば
、

そ
し
て
さ
ら
に
、
わ
た
し
が
自
分
自
身
を
無
価
値
で
勉
強
あ
る
い
は
合
格
し
な

か
っ
た
が
た
め
に
罰
に
値
す
る
と
す
る
と
す
れ
ば
、
悪
さ
の
感
情
は
も
っ
と
複
雑

で
あ
り
う
る
。

事
柄
を
も
っ
と
複
雑
に
す
る
の
は
、
価
値
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
意
味
す
る
の

が
、
わ
た
し
た
ち
が
あ
る
情
動
を
持
つ
と
き
に
は
、
わ
た
し
た
ち
は
正
し
く
あ
る

い
は
間
違
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（Stein 2008: 114-

115, 119-121, 126

）。
た
と
え
ば
、
も
し
わ
た
し
た
ち
が
他
の
人
格
を
愛
す
る
べ

き
な
い
し
助
け
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
う
ち
で
理
解
す
る
情
動
を
と
お
し
て

行
為
へ
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
感
じ
る
こ
と
や

為
す
こ
と
が
な
い
と
す
る
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
現
前
し
て
い
る
価
値
に
正
し
い

仕
方
で
応
答
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
言
え
ば
、
各
人
格
は
、
シ
ュ
タ

イ
ン
に
し
た
が
う
と
一
定
の
予
め
決
め
ら
れ
た
性
格
を
持
ち
、
各
人
は
こ
れ
に
注

意
を
向
け
た
り
、
無
視
し
た
り
で
き
る
。
個

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ

性
の
こ
の「
根ル

ー
ト

」な
い
し「
種シ

ー
ド子

」を
、

シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
個

ペ
ル
ゾ
ェ
ー
ン
リ
ッ
ヒ
カ
イ
ツ
ケ
ル
ン

性
の
核
」
と
呼
ぶ
、
そ
し
て
彼
女
は
、『
寄
与
論
考
』
に
お

い
て
さ
ら
に
詳
細
に
、
も
し
わ
た
し
た
ち
が
本
来
的
な
道
徳
的
に
素
晴
ら
し
い
生

を
共
に
生
き
る
な
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
発
展
さ
せ
る
べ
き
か
を
詳
し
く
述
べ
る
（Stein 2008: 

121-130; Stein 2010: 80, 166-167, 191-194

）。
結
果
と
し
て
、
価
値
と
個

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ性

に
つ
い
て
の
シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
論
に
し
た
が
え
ば
、
感
情
が
深
さ
を
持
つ
こ
と
が

意
味
す
る
の
は
、
感
情
が
そ
の
人
格
の
性
格
の
深
み
へ
伸
び
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
ど
の
よ
う
に
行
為
し
自
己
自
身
を
発
展
さ
せ
る
の
か
に
心
を
配
り
、
そ
の
道
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徳
的
知
識
を
呈
示
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

感
入
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
わ
た
し
た
ち
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
格

は
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
他
の

0

0

人
格
の
そ
れ
で
も
あ
る
。

こ
の
他
の
人
格
の
性
格
は
、
そ
の
人
格
が
表
現
す
る
感
情
に
お
い
て
ま
た
そ
の
行

為
を
と
お
し
て
わ
た
し
た
ち
に
示
さ
れ
て
く
る
（Stein 2008: 127; Stein 2010: 

196

）。
結
果
と
し
て
、
感
入
を
と
お
し
て
わ
た
し
た
ち
が
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で

き
た
こ
と
は
、
感
覚
的
感
情
や
情
動
だ
け
で
な
く
、
当
該
の
感
情
を
持
っ
て
い
る

人
格
の
個
性
で
あ
っ
た
。
も
し
わ
た
し
た
ち
が
他
の
人
格
の
体
験
に
そ
の
深
さ
に

お
い
て
倣
う
と
と
も
に
そ
れ
を
理
解
し
、
こ
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
ひ
と
と
わ

た
し
た
ち
自
身
の
性
格
を
倫
理
的
価
値
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
し
た
が
う
方
法
で

発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
他
の
人
格
の
個
性
を

知
る
必
要
が
あ
る
（Stein 2008: 134-135
）。
情
動
的
体
験
が
表
現
さ
れ
、
行
為

に
変
換
さ
れ
る
仕
方
を
規
定
し
て
い
る
情
動
的
過プ

ロ
セ
ス程

に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源

泉
と
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
右
で
議
論
し
た
身
体
的
な
生ラ

イ
フ
・
フ
ォ
ー
ス

の
力
だ
け
で
は
な
く
、

「
精ラ

イ

フ

・

フ

ォ

ー

ス

神
的
生
の
力
」（「
精ガ

イ
ス
テ
ィ
ゲ
・
レ
ー
ベ
ン
ス
ク
ラ
フ
ト

神
的
生
の
力
」）
も
持
っ
て
い
る
（Stein 2010: 69-75, 

99

）。
精
神
的
な
生ラ

イ
フ
・
フ
ォ
ー
ス

の
力
と
は
、
わ
た
し
た
ち
が
な
に
か
あ
る
も
の
を
高
潔
な
そ

し
て
／
ま
た
は
な
す
べ
き
正
し
い
事
柄
と
し
て
一
定
の
状
況
下
で
感
じ
る
と
き
に

わ
た
し
た
ち
を
満
た
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
。
正
し
い
仕
方
に
お
け
る
感
情
と

行
為
の
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
そ
れ
ゆ
え
二
つ
の
補
足
的
な
仕
方
で
呈
示
さ
れ

る
。す
な
わ
ち
、〔
ひ
と
つ
に
は
〕身
体
に
基
づ
い
た
感
情
を
と
お
し
て
で
あ
り
、〔
も

う
ひ
と
つ
に
は
〕
精
神
的
価
値
を
目
掛
け
る
情
動
を
と
お
し
て
、
で
あ
る
。
そ
こ

に
お
い
て
わ
た
し
た
ち
が
う
ま
く
感
じ
ら
れ
ず
、
正
し
い
こ
と
が
う
ま
く
で
き
な

い
ケ
ー
ス
で
は
、
わ
た
し
た
ち
の
欠
陥
の
あ
る
体
験
と
行
為
は
、
魂
の
力パ

ワ
ー

の
こ
れ

ら
領
域
の
ひ
と
つ
な
い
し
両
方
の
う
ち
に
存
す
る
欠
陥
に
帰
す
こ
と
が
で
き
る
。

八　

結
論

こ
の
論
文
で
わ
た
し
は
感
入
の
現
象
を
提
示
し
た
。
こ
の
現
象
学
は
わ
た
し
た

ち
が
エ
デ
ィ
ッ
ト
・
シ
ュ
タ
イ
ン
の
初
期
の
仕
事
の
な
か
に
見
出
し
た
も
の
で
あ

り
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
の
主
要
な
特
徴
を
分
か
り
や
す
く
示
す
こ
と
を
試
み

た
。
わ
た
し
が
こ
れ
を
し
た
の
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
論
に
含
意
さ
れ
て
い
る
二

つ
の
異
な
る
狙
い
、
す
な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
に
し
て
わ
た
し
た
ち
は
他
の
人パ

ー
ソ
ン格

の

体
験
を
知
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
知
識
は
わ
た

し
た
ち
が
彼
ら
を
配
慮
し
て
扱
う
こ
と
へ
導
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る

こ
と
を
明
示
的
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
シ
ュ
タ
イ
ン
の
感

入
理
論
の
異
な
る
特
徴
と
そ
の
背
後
の
狙
い
が
共
に
妥
当
性
を
有
す
る
の
か
を
理

解
す
る
た
め
の
手
が
か
り
は
、
わ
た
し
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
感
入
と
は
他
の
人

格
の
感
情
に
つ
い
て
の
感
情
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
他
者
の
状
態
に
関
係
す
る
そ

う
し
た
感
情
の
ひ
と
つ
の
セ
ッ
ト
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ

る
。
感
入
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
に
し
た
が
え
ば
、
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
感
情

で
あ
り
、
こ
こ
で
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
と
情イ

モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

動
的
感
入
と
名
づ
け
ら
れ
た
二
つ
の
相
互

に
関
係
す
る
レ
ベ
ル
に
基
づ
く
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
に
お
い
て
他
の
人
格
の
感
情
の

足フ
ッ
ト
ス
テ
ッ
プ
ス

取
り
に
倣フ

ォ
ロ
ー
ウ
ィ
ン
グ

う
こ
と
で
あ
る
。

感
入
者
に
よ
っ
て
持
た
れ
る
感
情
は
、「
共コ

ン同
‐
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
」
な
仕
方
で
持
た
れ
る

感
情
で
あ
り
、
こ
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
当
該
の
感
情
は
被
感
入
者
の
感
情

を
あ
ら
わ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
最
初
は
一
般
に
感
入
者
自
身
の

感
情
に
対
す
る
対コ

ン
ト
ラ
ス
ト照

が
あ
る
（
ス
テ
ッ
プ
①
）。
つ
ぎ
に
、
同セ

イ
ム
・
ソ
ー
ト

じ
種
類
の
感
情
が

し
か
し
被
感
入
者
の
感
情
に
倣
う
こ
と
を
試
み
る
こ
と
の
な
か
で
持
た
れ
る
（
ス

テ
ッ
プ
②
）。
そ
し
て
被
感
入
者
の
感
情
に
つ
い
て
の
強
化
さ
れ
た
感
情
に
基
づ

い
た
理
解
へ
戻
っ
て
来
る
（
ス
テ
ッ
プ
③
）。
シ
ュ
タ
イ
ン
が
感セ

ン
シ
ュ
ア
ル
・
エ
ン
パ
シ
ー

覚
的
感
入
と
呼

ぶ
基
礎
的
な
身
体
的
感
入
の
過プ

ロ
セ
ス程

は
、
感
入
の
す
べ
て
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
働
い
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て
い
る
が
、
多
少
の
ケ
ー
ス
で
は
感
入
は
ス
テ
ッ
プ
①
で
止
ま
っ
て
し
ま
う
。
な

ぜ
な
ら
、
感
情
の
対

コ
ン
ト
ラ
ス
ト照

全
体
―
―
こ
れ
は
被
感
入
者
の
感
情
を
際
立
た
せ
る
―
―

は
、
感
入
者
の
情
動
的
注
意
を
ほ
か
の
方
法
で
方
向
づ
け
る
か
ら
で
あ
り
、
か
つ

／
ま
た
は
、
感
入
者
は
ス
テ
ッ
プ
②
の
感
入
へ
の
引
き
込
み
に
意
志
に
よ
っ
て
抵

抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
感
入
は
、
他
の
人
格
の
感
情
に
つ
い
て
の

感
情
で
あ
り
、
こ
れ
は
世
界
の
う
ち
に
お
け
る
他
の
人
格
の
情
動
と
そ
の
個パ

ー
ソ
ナ
ル

人
的

な
あ
り
方
に
つ
い
て
の
情
動
へ
発
展
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
で

感
入
は
典
型
的
な
仕
方
で
情
動
的
に
な
る
が
、
そ
れ
は
被
感
入
者
の
感
情
を
思
っ

て
い
る
と
い
う
最
小
の
意
味
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
被
感
入
者
の
感
情
の
客
観

対
象
を
思
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
結
果
と
し
て
そ
う
し

た
ケ
ー
ス
で
は
情
動
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
形
式
に
お
け
る
感
入
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
に
し
た
が
え
ば
感
覚
的
な
基

礎
を
持
つ
が
、
そ
れ
は
被
感
入
者
の
状
態
に
つ
い
て
の
知
識
に
よ
っ
て
、
ま
た
感

入
者
が
被
感
入
者
の
体
験
に
倣

フ
ォ
ロ
ー
ウ
ィ
ン
グ
・
ス
ル
ー

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
拡
張
さ
れ
か
つ
深
め
ら
れ

る
。
被
感
入
者
の
共コ

ン同
‐
原オ

リ
ジ
ナ
ル

本
的
感
情
の
作
用
に
よ
っ
て
、
ま
た
そ
の
ひ
と
を

も
っ
と
知
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
入
は
し
ば
し
ば
共
感
な
い
し
被
感

入
者
へ
か
か
わ
る
な
ん
ら
か
の
別
の
あ
り
方
を
も
た
ら
す
。
感
入
は
ま
た
、
世
界

の
う
ち
で
相
互
に
思
い
や
る
感
情
と
行
為
の
ほ
か
の
諸
形
式
の
一
部
を
も
た
ら
す

か
も
し
れ
な
い
し
、
か
つ
／
も
し
く
は
そ
の
一
部
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
我ウ

ィ
ー々

‐
志

イ
ン
テ
ン
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ

向
性
の
諸
形
式
に
お
い
て
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
に
し
た
が
え
ば
、

共コ

‐
協オ

ペ

レ

イ

タ

ー

ズ

働
者
た
ち
は
彼
ら
の
体
験
に
か
ん
し
て
は
区
別
さ
れ
た
ま
ま
だ
が
、
そ
れ

で
も
な
お
同
じ
事
を
感
じ
か
つ
／
ま
た
は
同
じ
事
を
し
て
い
る
と
い
う
共シ

ェ
ア有

さ
れ

た
感
覚
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
モ
デ
ル
に
お
け

る
感
入
は
、
一ワ

ン
・
ウ
ェ
イ

方
通
行
で
主ア

ザ
ー
・
デ
ィ
レ
ク
ト
ド

体
性
の
な
い
〔
＝
他
者
に
し
た
が
っ
た
・
他
者
に
方

向
づ
け
ら
れ
た
〕
ま
ま
だ
と
は
い
え
、
ユ
ニ
ー
ク
で
特
別
な
体
験
の
形
式
と
し
て

被
感
入
者
と
共ビ

ー
イ
ン
グ
・
ウ
ィ
ズ

に
あ
る
こ
と
そ
し
て
そ
の
ひ
と
の
苦
境
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う

独
特
の
感
情
―
―
こ
れ
を
わ
た
し
た
ち
は
他
者
理
解
を
高
め
か
つ
さ
ま
ざ
ま
な
仕

方
で
他
者
を
配
慮
し
て
感
じ
る
の
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
―
―
を
も
た
ら
す
。
他

者
に
つ
い
て
の
こ
の
情
動
的
理
解
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
論
に
お
け
る
わ
た
し
自

身
に
つ
い
て
の
深
化
す
る
知
識
へ
の
道
筋
で
も
あ
り
、
ま
た
同
様
に
、
彼
女
の
価

値
と
感
情
に
基
づ
い
た
社
会
的
・
道
徳
的
哲
学
全
体
の
一
貫
し
た
部
分
な
の
で
あ

る
。

注（
１
）【
訳
注
】
本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
度
の
第
三
八
回
・
日
本
現
象
学
会
研
究
大
会
（
於

高
千
穂
大
学
）
に
お
け
る
フ
レ
ド
リ
ク
・
ス
ヴ
ェ
ナ
エ
ウ
ス
（Fredrik Svenaeus

）

氏
の
特
別
講
演
（
原
題
「Edith Stein

’s phenom
enology of sensual and 

em
otional em

pathy

」）
の
原
稿
の
全
訳
で
あ
る
。

（
２
）
セ
ー
デ
ル
ト
ー
ン
大
学
・
哲
学
部
・
実
践
的
知
研
究
セ
ン
タ
ー
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、

ハ
デ
ィ
ン
ジ
一
四
一
八
九
）。E-m

ail: fredrik.svenaeus@
sh.se

（
３
）【
訳
注
】
エ
デ
ィ
ッ
ト
・
シ
ュ
タ
イ
ン
（Edith Stein, 1891-1942

）
の
ド
イ
ツ

語
全
集
（Edith Stein - Gesam

tausgabe

）
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
エ
デ
ィ
ッ

ト
・
シ
ュ
タ
イ
ン
・
ア
ル
ヒ
ー
フ
（Edith Stein A

rchiv: http://w
w

w
.edith-

stein-archiv.de/

）
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
。

（
４
）【
訳
注
】
原
語
は
英
語
でem

pathy

で
あ
る
。
こ
れ
は
シ
ュ
タ
イ
ン
の
使
用
す
る

ド
イ
ツ
語
のEinfühlung

に
対
応
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
「
感
情
移
入
」
と
訳
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
本
稿
で
扱
わ
れ
るem

otional em
pathy

だ
と
「
情
動
的
感
情

移
入
」
と
な
り
、
い
さ
さ
か
同
語
反
復
の
感
が
強
く
な
っ
て
し
ま
う
。em

-

もEin-

も

と
も
に
「
入
れ
る
」「
入
る
」
の
意
味
を
持
つ
。pathy

とfühlen

は
と
も
に
感
情
に

か
か
わ
る
語
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
感
入
」
を
訳
語
と
し
て
用
い
る
こ
と
と
し
た
。
後
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で
登
場
す
る
類
似
の
語
にsym

pathy

とM
itfühlen

が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
はsym

-

と

M
it-

の
「
共
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
基
づ
き
「
共
感
」
と
訳
し
て
い
る
。
ま
たfeeling

は
ド
イ
ツ
語
のfühlen

に
対
応
し
て
お
り
、
こ
れ
は
「
感
情
」
と
訳
す
。
こ
れ
は
本

文
で
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
知
覚
や
気
分
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
含
ん
だ
包
括
的

意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。em

otion

は
語
源
に
含
ま
れ
る
「
動m

otion/m
ove

」
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
生
か
す
べ
く
「
情
動
」
と
訳
す
。

（
５
）【
訳
注
】「
倣フ

ォ
ロ
ーう

」
と
「
倣

フ
ォ
ロ
ー
・
ス
ル
ー

う
」
は
、
こ
の
論
文
で
は
準
術
語
的
に
使
用
さ
れ
て

い
る
。follow

は
〈
つ
い
て
ゆ
く
〉
と
い
う
意
味
だ
が
、「
倣
う
」、「
ま
ね
る
」、（
動
作

や
文
字
を
）「
た
ど
る
」
と
い
う
意
味
、
そ
う
し
た
仕
方
で
「
理
解
す
る
」
と
い
う

意
味
が
あ
り
、
本
論
文
で
も
そ
う
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、

through

の
語
つ
け
てfollow

 through
と
す
る
用
法
の
辞
書
的
意
味
は
（
最
後
ま
で
）

「
や
り
抜
く
」
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
「
な
り
き
る
」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
が
訳
に
は
反
映
さ
せ
な
か
っ
た
。

（
６
）【
訳
注
】
ス
ヴ
ェ
ナ
エ
ウ
ス
に
よ
る
挿
入
。

（
７
）【
訳
注
】
ス
ヴ
ェ
ナ
エ
ウ
ス
に
よ
る
挿
入
。

謝
辞ウ

ィ
ー
ン
大
学
の
現
象
学
的
病
理
学
と
精
神
医
学
哲
学
の
た
め
の
研
究
グ
ル
ー
プ
の

マ
シ
ュ
ー
・
ラ
ト
ク
リ
フ
（M

atthew
 Ratcliffe

）、
リ
ー
ネ
・
リ
ー
ベ
ン
グ
・
イ
ナ
ー

ス
レ
ウ
（Line Ryberg Ingerslev

）、
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
ル
ク
テ
ィ
ッ
シ
ュ
（O

liver 
Lukitsch

）、
ク
リ
ス
ト
フ
・
ド
ゥ
ル
ト
（Christoph D

urt

）、
そ
の
ほ
か
の
皆
さ
ん
に

は
、
感
入
の
現
象
学
を
め
ぐ
る
刺
激
的
な
議
論
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。
そ
し
て
二
人
の

匿
名
の
評
者
に
は
本
質
的
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。こ
れ
に
よ
り
シ
ュ

タ
イ
ン
の
理
論
を
よ
り
明
快
か
つ
よ
り
適
切
な
仕
方
で
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

オ
ー
プ
ン
・
ア
ク
セ
ス　

こ
の
論
文
〔
英
語
原
文
〕
は
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ヴ
・
コ
モ
ン
ズ
・
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ

ン
4.0
国
際
ラ
イ
セ
ン
ス
（http://creativecom

m
ons.org/licenses/by/4.0/

）
の
条

件
の
も
と
で
配
信
さ
れ
て
い
ま
す
。
原
著
者
と
原
典
の
適
切
な
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
表
記
す

る
と
と
も
に
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ヴ
・
コ
モ
ン
ズ
・
ラ
イ
セ
ン
ス
へ
の
リ
ン
ク
を
示
し
て
、

変
更
箇
所
を
指
示
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
媒
体
で
無
制
限
の
使
用
・
配
信
・

複
製
を
許
可
し
ま
す
。
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［
現
象
学
と
因
果
性
の
問
題
は
、
主
に
古
代
哲
学
と
の
関
係
に
お
い
て
私
が
数

年
間
取
り
組
ん
で
き
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
古
代
哲
学
的
な
背
景
が
と
き

お
り
本
稿
に
現
れ
る
だ
ろ
う
。
因
果
性
の
問
題
は
根
本
的
に
は
ま
さ
に
、
私
が
思

う
と
こ
ろ
で
は
現
象
学
が
い
ま
だ
は
ま
り
込
ん
で
い
る
古
代
哲
学
の
問
題
で
あ
る

と
私
は
確
信
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
は
こ
の
問
題
か
ら
の
出
口
を

見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。］

一
方
が
他
方
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
仕
方
で
影
響
を
受
け
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
、
諸
々
の
出
来
事
や
諸
対
象
の
あ
い
だ
の
、
内
在
的
で
不
変
で
必
然
的
な

連
関
と
い
う
意
味
で
の
因
果
性
は
、
望
み
が
な
い
と
同
時
に
避
け
ら
れ
な
い
考
え

方
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
と
同
じ
く
、
も
し
因
果
性
を
自
然
の
世

界
内
の
「
ど
こ
か
」
に
、
実
在
的
な
連
関
と
し
て
見
出
す
こ
と
を
期
待
す
る
な

ら
、
私
た
ち
は
落
胆
す
る
こ
と
に
な
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
『
人
間
本
性
論
』
で
言
う

よ
う
に
、「
そ
れ
自
体
で
考
え
れ
ば
、
私
た
ち
に
対
象
を
越
え
て
結
論
を
下
す
た
め

の
理
由
を
提
供
し
う
る
よ
う
な
も
の
は
、
対
象
の
内
に
存
在
し
な
い
」
の
で
あ
っ

て
、
諸
対
象
の
恒
常
的
な
連
結
が
観
察
さ
れ
た
後
で
さ
え
、
私
た
ち
が
経
験
し
た

も
の
を
越
え
る
結
論
を
出
す
理
由
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
私
た
ち
が
こ
う
し

た
理
由
づ
け
の
仕
方
を
難
解
だ
と
思
う
な
ら
、
そ
れ
は
私
た
ち
が
「
精
神
の
知
性

的
能
力
に
つ
い
て
深
く
熟
慮
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
」
お
ら
ず
、
常
識
が
告
げ
る
も

の
に
固
執
し
た
い
が
た
め
な
の
で
あ
る
、
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
付
け
加
え
る 

㈠

。
因

果
性
は
全
く
正
当
化
し
え
な
い
考
え
方
で
あ
り
、
習
慣
以
外
の
根
拠
を
も
た
な
い

と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の
結
論
は
、
科
学
的
議
論
や
哲
学
的
議
論
の
な
か
で
今
日
に
い

た
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ

ル
は
、
一
九
一
三
年
の
「
原
因
の
概
念
に
つ
い
て
」
と
い
う
有
名
な
論
文
の
な
か

で
、
現
代
の
物
理
学
は
原
因
に
期
待
す
る
こ
と
を
完
全
に
諦
め
た
の
で
あ
り
、
そ

の
理
由
は
「
実
際
に
は
原
因
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る
と
主
張
し

た
。「
因
果
律
は
、
哲
学
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
通
用
し
て
い
る
他
の
多
く
の
概

念
と
同
様
に
、
過
ぎ
去
っ
た
時
代
の
遺
物
で
あ
り
、
君
主
制
と
同
じ
く
た
だ
害
が

な
い
と
誤
っ
て
思
わ
れ
て
い
る
た
め
に
生
き
残
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。」㈡

因
果
性
と
い
う
考
え
方
は
悪
し
き
形
而
上
学
の
一
部
に
過
ぎ
ず
、
近
代
科
学
に

お
い
て
は
関
数
や
方
程
式
の
よ
う
な
数
学
的
概
念
に
よ
っ
て
首
尾
よ
く
取
り
替
え

ら
れ
た
と
考
え
る
の
は
、
決
し
て
ラ
ッ
セ
ル
だ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
問
題
は
、

た
と
え
ば
法
則
や
統
計
的
相
関
関
係
の
観
点
か
ら
、
も
し
く
は
反
事
実
的
主
張
の

真
理
と
し
て
、
ま
た
は
必
要
十
分
条
件
の
観
点
を
加
え
て
も
よ
い
の
だ
が
、
こ
う

現
象
学
と
因
果
性
の
問
題

シ
ャ
ー
ロ
ッ
タ
・
ワ
イ
ゲ
ル
ト

訳
：
金
成　

祐
人



66

し
た
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
因
果
性
を
取
り
替
え
た
り
再
定

式
化
し
た
り
し
て
も
、
こ
の
悪
し
き
形
而
上
学
が
日
常
生
活
に
よ
っ
て
、
保
証
さ

れ
て
い
る
と
は
言
わ
な
い
に
し
て
も
、
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
残
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
感
覚
的
経
験
が
も
つ
ま
っ
た
く
本
質
的
な
特
徴
は
、
物
事
は

単
に
偶
然
に
よ
っ
て
起
こ
る
で
は
な
く
、
別
の
物
事
が
原
因
と
な
っ
て
、
つ
ま
り

別
の
物
事
の
結
果
と
し
て
起
こ
る
と
い
う
印
象
を
そ
の
経
験
が
与
え
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
そ
う
考
え
る
だ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
意
味
で
因
果
性
は
、

単
に
そ
れ
な
し
で
は
整
合
的
な
世
界
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
、
経

験
の
ま
さ
に
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
私
た
ち
の
周
り
で
何
が
起

こ
っ
て
い
る
の
か
を
理
解
し
て
い
る
と
自
然
に
思
う
の
は
、
起
こ
っ
て
い
る
こ
と

の
原
因
が
分
か
っ
て
い
る
と
き
で
あ
る
。
雨
が
降
っ
た
こ
と
が
原
因
で
、
地
面
が

濡
れ
て
い
る
の
だ
と
私
た
ち
は
認
識
す
る
。
私
た
ち
の
言
行
が
原
因
で
、
人
々
は

確
か
な
行
動
指
針
を
得
る
の
だ
と
私
た
ち
は
理
解
す
る
。
経
済
的
関
心
や
権
力
へ

の
意
志
が
原
因
で
、
し
か
し
ま
た
正
義
や
民
主
主
義
な
ど
の
考
え
が
原
因
で
、
社

会
は
形
成
さ
れ
て
い
る
と
私
た
ち
は
思
う
。
端
的
に
言
え
ば
、
私
た
ち
は
生
の
あ

ら
ゆ
る
領
域
を
、
す
な
わ
ち
単
に
自
然
の
働
き
だ
け
で
は
な
く
精
神
世
界
の
働
き

を
も
、
因
果
的
連
関
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
哲
学
が
一
種
の
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
〔archeology

〕
と
し
て
、
言
い
換

え
れ
ば
ア
ル
カ
イ
〔archai

〕
と
ア
イ
テ
ィ
ア
イ
〔aitiai

〕
の
、
す
な
わ
ち
世
界

の
起
源
と
原
因
を
探
求
す
る
こ
と
と
し
て
始
ま
っ
た
こ
と
は
何
ら
驚
く
べ
き
こ
と

で
は
な
い
。
諸
事
物
や
諸
々
の
出
来
事
の
あ
い
だ
に
関
係
や
連
結
が
あ
る
と
単
に

言
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
連
結
の
内
で
、
一
方
が
他
方
を
も
た
ら
し
た

り
産
み
出
し
た
り
す
る
と
言
う
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
作
用
因
よ
り
も
説
明
力
を
も

つ
も
の
が
何
か
あ
る
だ
ろ
う
か
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
因
果
性
と
い
う
私
た
ち
の
考

え
方
は
習
慣
か
ら
帰
結
し
た
も
の
と
み
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の

考
え
は
、
そ
れ
自
身
作
用
因
の
線
の
因
果
的
説
明
な
の
で
あ
る
。

現
象
学
は
意
味
の
空
間
と
い
う
独
自
の
領
域
内
で
、（
現
代
的
な
意
味
で
の
）
因

果
的
説
明
を
停
止
す
る
と
い
う
、
私
た
ち
が
知
る
限
り
最
も
徹
底
的
な
試
み
を
提

示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
、
現
象
学
が
実
質
的
に
そ
れ
以
前
の
近

代
哲
学
す
べ
て
と
袂
を
分
か
つ
の
は
、
概
し
て
因
果
性
を
志
向
性
と
い
う
概
念
か

ら
排
除
す
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
志
向
性
は
心
と
世
界
と
の
外
的
関
係
と

し
て
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
意
識
そ
れ
自
身
の
内
的
特
徴
と
し
て
理
解
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
現
象
学
の
主
張
の
た
め
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
現
象
学
は

意
味
を
経
験
の
内
容
と
し
て
解
明
す
る
こ
と
で
（
経
験
の
内
容
は
、
私
た
ち
の
経

験
の
因
果
的
歴
史
に
訴
え
る
こ
と
な
く
手
に
入
る
と
さ
れ
る
）、
ま
さ
に
因
果
性

の
意
味
を
解
明
で
き
る
と
も
す
る
。
す
な
わ
ち
、
現
象
学
は
因
果
性
を
、
私
た
ち

の
自
然
的
態
度
に
内
在
す
る
理
解
可
能
性
の
形
式
と
し
て
解
明
す
る
。
自
然
的
態

度
は
、（
世
界
の
客
観
的
存
在
を
前
提
な
い
し
仮
定
す
る
た
め
に
）
世
界
を
擬–

実

在
論
的
な
い
し
「
実
証
的
」
に
見
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
象
学
が
主

観
性
を
自
然
の
一
部
と
し
て
扱
う
こ
と
を
拒
否
す
る
と
同
時
に
、
現
象
学
は
ま
さ

に
通
常
自
然
の
構
成
的
特
徴
で
あ
る
と
さ
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
時
間
性
や
変
化
を

主
観
性
の
領
野
に
招
き
入
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
す
で
に
静
態
的
、「
古
典
的
」

現
象
学
に
も
当
て
は
ま
る
。
そ
れ
は
、
構
成
さ
れ
「
完
成
し
た
」
世
界
を
私
た
ち

が
経
験
す
る
こ
と
の
説
明
に
は
す
で
に
、
経
験
の
内
容
に
含
ま
れ
て
い
る
時
間
的

側
面
が
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
発
生
的
現
象
学
が
、
自
我
と
そ
の
世
界
と

の
発
生
と
歴
史
と
を
究
明
す
る
と
い
う
形
で
そ
う
し
た
経
験
の
前
提
を
探
求
す
る

限
り
、
発
生
的
現
象
学
は
あ
る
種
の
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
を
私
た
ち
に
提
示
し
て
い

る
の
は
間
違
い
な
い
。

発
生
的
現
象
学
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
、
も
し
く
は
超
越
論
的
な
発
生

と
い
う
考
え
方
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
与
え
ら
れ
う
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
抱
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い
た
の
は
、
私
が
最
初
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
発
生
は
、
経
験
の
ま
さ
に

条
件
と
な
る
も
の
の
構
成
要
素
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
条
件
は
、
カ
ン
ト
に
な

ら
っ
て
、
静
態
的
現
象
学
が
ア
プ
リ
オ
リ
と
み
な
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
上
記
の
疑
問
を
言
い
換
え
れ
ば
、
超
越
論
的
な
も
の
が
発
生
の
前
提
を
示
す
こ

と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
他
方

で
、
純
粋
に
非
経
験
的
な
観
点
か
ら
、
自
己
に
な
る
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
本
当

に
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
意
味
の
原
創
設
（U

rstiftung

）
の
よ
う
な
こ

と
や
、（
フ
ッ
サ
ー
ル
が
後
期
著
作
に
お
い
て
語
っ
た
よ
う
な
）
古
代
ギ
リ
シ
ア
に

お
け
る
終
わ
り
の
な
い
課
題
と
し
て
の
哲
学
と
い
っ
た
理
念
の
出
現
の
よ
う
な
も

の
が
、
私
た
ち
の
事
実
的
な
歴
史
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
え
な
い
こ
と
が
ど
の

よ
う
に
し
て
可
能
だ
ろ
う
か
。
デ
リ
ダ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
幾
何
学
の
起
源
』
に

関
す
る
彼
の
論
稿
で
言
う
よ
う
に
、
も
し
そ
う
で
は
な
い
な
ら
、
す
な
わ
ち
哲
学

と
い
う
考
え
が
つ
ね
に
、
歴
史
の
あ
る
時
点
で
た
だ
偶
然
に
気
づ
か
れ
た
休
眠
中

の
可
能
性
で
あ
っ
た
の
な
ら
、
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
で
私
た
ち
は
発
生
に
つ
い

て
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
私
は
発
生
の
問
題
一
般

に
で
は
な
く
、
理
解
可
能
性
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
因
果
性
に
ま
さ
に
主
た
る
関
心

を
向
け
る
つ
も
り
だ
。

若
干
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
精
神
的
創
造
物
（Schöpfung
）㈢

と
し
て
自
然
を
語
り
、
志
向
的
な
、
す
な
わ
ち
主
観
の
能
作
（Leistung

）㈣
と

し
て
世
界
の
構
成
に
つ
い
て
語
る
。
ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
存
在
〔Sein

〕
は
私

た
ち
か
ら
退
去
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
存
在
者
が
現
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
何
度

も
語
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
ま
さ
に
実
在
の
意
味
を
あ
る
種
の
行
為
者
と
し

て
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
う
し
た
例
に
お
い
て
は
、
原
因
と
結
果
の
言

葉
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。私
が
提
案
し
た
い
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
現
象
学
が
こ
こ
で
立
ち
向
か
っ
て
い
る
課
題
は
古
代
に
お
け
る
哲
学

の
始
ま
り
を
遡
っ
て
示
す
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
課
題
は
世
界
を
何
か
ほ
か
の
も
の

の
産
物
と
み
な
す
よ
う
な
立
場
に
陥
る
こ
と
な
く
、
可
変
的
な
世
界
（
現
象
学
に

お
い
て
こ
れ
は
意
味
の
世
界
で
あ
る
）
を
認
め
る
可
能
性
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
次
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
製
作
の

観
点
と
は
異
な
る
仕
方
で
変
化
と
発
生
を
考
え
る
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の

か
、
ま
さ
に
根
拠
や
由
来
、
つ
ま
り
ア
ル
カ
イ
の
探
求
は
、
私
た
ち
を
ま
さ
に
こ

う
し
た
観
点
で
考
え
る
よ
う
促
さ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
古
代
の
観
点
か
ら
手
短
に
見
て
み
よ
う
。ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が『
自

然
学
』
に
お
い
て
因
果
性
の
理
論
を
展
開
す
る
と
き
、
彼
は
次
の
よ
う
に
明
言
す

る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
は
運
動
と
静
止
の
内
的
な
根
拠
で
あ
り
原
因
で
あ
る
。
そ

れ
だ
か
ら
、
因
果
的
説
明
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
形
相
や
質
料
や
目
的
の
よ
う
な
、

所
与
の
い
か
な
る
自
然
的
存
在
も
も
っ
て
い
る
内
的
諸
特
徴
の
説
明
の
形
態
を
と

る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
内
的
諸
特
徴
は
、
な
ぜ
こ
の
存
在
が
運
動
と

変
化
の
影
響
を
受
け
る
の
か
を
説
明
し
て
く
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
自
然
的
因
果
性
は
内
的
因
果
性
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
自

然
に
あ
る
有
機
体
が
参
与
し
て
い
る
運
動
や
変
化
を
説
明
す
る
要
因
を
つ
き
と
め

る
た
め
に
、
因
果
的
説
明
は
そ
の
有
機
体
を
越
え
て
考
え
る
必
要
が
な
い
と
い
う

こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
や
は
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
運
動
の
起

源
や
由
来
と
い
う
考
え
方
を
導
入
す
る
と
き
（
彼
の
表
現
で
は
ア
ル
ケ
ー
・
テ
ー

ス
・
キ
ネ
ー
セ
オ
ー
ス
で
あ
る
が
、
こ
の
原
因
は
作
用
因
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
）、
彼
は
内
的
因
果
性
と
い
う
観
点
と
袂
を
分
か
ち
、
彼

自
身
の
基
準
か
ら
す
る
と
大
い
に
問
題
含
み
で
あ
る
外
的
な
行
為
者
性
の
線
で
因

果
性
を
考
え
る
可
能
性
を
考
慮
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
外
的
因
果
性

が
、
自
然
の
、
す
な
わ
ち
ピ
ュ
シ
ス
の
で
は
な
く
、
そ
の
反
対
で
あ
る
人
為
〔art 

or craft

〕、
す
な
わ
ち
テ
ク
ネ
ー
の
特
徴
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
彫
像
が
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生
じ
る
た
め
に
は
、
外
的
な
行
為
者
、
す
な
わ
ち
制
作
者
が
必
要
と
さ
れ
る
。
し

か
し
自
然
的
な
生
成
の
場
合
に
は
、
変
化
の
潜
在
的
可
能
性
は
内
的
な
も
の
で
あ

る
こ
と
は
、
私
た
ち
が
先
ほ
ど
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
作
用
因

と
い
う
考
え
方
を
、
私
た
ち
が
因
果
性
一
般
を
理
解
す
る
た
め
の
導
き
の
糸
と
し

て
理
解
す
る
な
ら
、
原
因
で
あ
る
こ
と
は
、
何
ら
か
の
結
果
を
産
み
出
す
た
め
に

何
か
に
作
用
す
る
こ
と
を
決
定
的
な
仕
方
で
含
意
す
る
と
、（
誤
っ
て
）
信
じ
込
む

恐
れ
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
存
在
論
的
で
も
認
識
論
的
で
も
あ
る
よ
う
な
自
然
の

自
己
充
足
性
は
失
わ
れ
る
（
自
然
は
自
己
目
的
的
で
あ
り
、
た
だ
そ
れ
自
身
の
自

己
保
存
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
自
体
で
理
解
可

能
で
あ
る
）。
そ
の
代
わ
り
、
私
た
ち
は
自
然
を
人
工
物
な
い
し
製
作
物
と
し
て

考
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
自
然
の
神
話
的
説
明
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
然
学
が
す
で
に
発
足
の
時
点
で
決
別
し
よ
う
と
し
た
も
の

で
あ
る
。
自
然
学
の
発
足
時
に
は
、
自
然
の
根
拠
を
自
然
自
身
の
内
部
に
探
し
求

め
る
た
め
に
、
初
期
自
然
哲
学
者
は
神
や
運
命
な
ど
の
介
入
と
い
っ
た
、
自
然
に

対
す
る
外
的
な
要
因
の
観
点
か
ら
説
明
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
因
果
性
に
つ
い
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
理
論
は
、
因
果
的
説
明
の
二

つ
の
異
な
る
考
え
方
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
一
つ
は
内
的
要
因
を
示
す

も
の
で
、
こ
の
説
明
は
運
動
す
る
自
然
物
の
一
種
の
自
己
説
明
と
い
う
形
態
を
と

る
。
も
う
一
つ
は
外
的
要
因
を
示
す
も
の
で
、
因
果
性
は
行
為
者
と
製
作
の
モ
デ

ル
と
同
じ
仕
方
で
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
自
然
の
擬
人
化
的
説
明
な
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
端
的
に
言
う
と
、
こ
う
し
た
こ
と
が
現
象
学
が
答
え
よ
う
と
し

て
い
る
と
私
が
思
っ
て
い
る
、
因
果
性
と
い
う
古
く
か
ら
あ
る
問
題
な
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
ギ
リ
シ
ア
の
、
と
り
わ
け
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
観
点
か
ら
す
れ

ば
、
主
観
的
領
野
で
因
果
的
説
明
を
用
い
る
こ
と
の
問
題
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
そ

う
考
え
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
と
り
わ
け
意
識
の
自
然
化
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
構
成
主
義
や
ソ
フ
ィ
ズ
ム
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
お
い
て
自
然
の
世

界
に
お
け
る
美
と
合
理
性
と
の
外
的
由
来
と
し
て
現
れ
る
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
の
よ
う

に
、
主
観
は
世
界
の
製
作
者
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
ま
た
、
一
方
の
作
用
因
と

い
う
考
え
方
と
、
他
方
の
構
成
主
義
と
の
つ
な
が
り
を
強
調
し
て
い
た
。
し
か
し

後
に
見
る
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
異
な
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
少
な
く
と
も
円
熟

し
た
著
作
に
お
い
て
は
、
目
的
論
を
主
観
性
の
因
果
的
説
明
に
対
す
る
実
現
可
能

な
選
択
肢
と
み
な
し
え
な
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
因
果
性
の
問
題
は
彼
に

と
っ
て
と
り
わ
け
深
刻
な
も
の
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
私
は
以
下
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
に

焦
点
を
当
て
る
つ
も
り
だ
。

さ
て
、
も
し
私
た
ち
が
主
観
性
の
自
然
化
を
避
け
た
い
の
な
ら
、
そ
し
て
も
し

私
た
ち
が
「
理
由
の
空
間
」
の
還
元
不
可
能
性
を
擁
護
し
た
い
の
な
ら
、
少
な

く
と
も
歴
史
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
目
的
論
と
い
う
選
択
肢
が
自
然
と
現
れ
て

く
る
。
行
為
者
も
し
く
は
主
観
と
し
て
、
私
は
（
現
代
的
な
意
味
で
）
引
き
起
こ

さ
れ
る
と
い
う
よ
り
、
動
機
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
ば
私
の
前
に
あ

る
こ
の
机
を
私
が
知
覚
す
る
こ
と
で
、
私
は
私
の
前
に
机
が
あ
る
と
い
う
判
断
を

形
成
す
る
よ
う
動
機
づ
け
ら
れ
る
。
だ
が
こ
の
知
覚
に
よ
っ
て
、
産
み
出
す
と
い

う
意
味
で
そ
の
判
断
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
知
覚

と
私
の
判
断
と
の
関
係
は
、
内
的
で
、
合
理
的
で
、
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
に
お
い
て
、
動
機
づ
け
が
精
神
的
世
界
の
根
本
法
則

（G
rundgesetz

）
で
あ
る
と
言
っ
た
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
観
点
を
最
大

限
認
め
て
い
た
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
方
に
目
を
向
け
れ
ば
事
態
は
も
っ
と

複
雑
に
な
る
。
ま
ず
思
い
出
し
て
お
い
て
欲
し
い
の
は
、
彼
は
『
存
在
と
時
間
』

に
お
い
て
、
日
常
的
関
心
す
な
わ
ち
配
慮
的
気
遣
い
〔Besorgen

〕
の
目
的
論
的

分
析
を
展
開
す
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
な
か
っ
た
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
大
き
く
依
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存
し
な
が
ら
、
と
い
う
こ
と
に
軽
く
注
意
を
払
っ
て
お
い
て
も
よ
い
だ
ろ
う
）
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
存
在
と
時
間
』
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
基
準
か
ら
す
る

と
静
態
的
現
象
学
に
お
け
る
著
作
で
は
あ
る
が
（『
存
在
と
時
間
』
は
日
常
的
な

世
界
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
発
生
に
つ
い
て
探
求
す
る
こ
と
な
く
受

け
入
れ
る
）、
理
論
的
対
象
の
発
生
の
分
析
も
含
ん
で
い
る
。
こ
の
発
生
の
内
の

第
一
段
階
が
起
こ
る
の
は
、
私
た
ち
の
期
待
が
は
ず
れ
る
と
き
、
た
と
え
ば
捜

し
物
が
見
つ
か
ら
な
い
と
き
や
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
有
名
な
ハ
ン
マ
ー
の
例
の
よ
う

に
、
何
か
の
た
め
に
使
い
た
い
も
の
が
機
能
し
な
い
と
き
な
ど
で
あ
る
。
こ
う
し

た
虚
し
く
は
ず
れ
た
期
待
の
経
験
内
で
、
か
つ
て
利
用
可
能
で
あ
っ
た
も
の
や
利

用
可
能
だ
と
期
待
さ
れ
て
い
た
も
の
は
、
い
ま
や
客
観
的
に
存
在
す
る
事
物
と
し

て
現
前
す
る
。
こ
う
し
た
事
物
は
、
私
た
ち
と
の
関
係
に
お
い
て
、
以
前
は
そ
う

で
は
な
か
っ
た
仕
方
で
目
立
つ
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
利
用
可

能
性
か
ら
客
観
的
現
前
な
い
し
眼
前
存
在
性
〔V

orhandenheit

〕
へ
の
事
物
の

移
行
を
、
私
た
ち
が
意
味
を
企
投
し
た
り
見
越
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
る
も
の
と
し
て
描
い
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
移
行
は
意
味
の
企

投
や
見
越
し
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
企
投
（E

ntw
urf

）
は

い
わ
ば
す
べ
て
を
進
行
さ
せ
る
も
の
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
後
に
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
関
し
て
非
常
に
自
己
批
判
的
に
な
っ
た
。
私
が
提
案

し
た
い
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
気
づ
い
た
こ
と
は
単
に
彼
が
い
ま
だ
伝
統
的
な
主

観
主
義
の
範
囲
内
に
は
ま
り
込
ん
で
い
た
こ
と
（
彼
自
身
が
自
己
批
判
を
し
た
よ

う
に
）
で
は
な
く
、
よ
り
正
確
に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
人
間
的
理
解
の
目
的
論
的

分
析
は
、
い
く
ぶ
ん
逆
説
的
で
あ
る
が
、
一
種
の
作
用
因
な
い
し
意
味
の
製
作
者

と
し
て
の
主
観
を
設
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
因
果
性
と
動
機
づ
け
は
（
つ
ま
り
原
因
と
理
由
は
）、
フ
ッ
サ
ー
ル
や
、

お
そ
ら
く
現
代
哲
学
一
般
が
想
定
す
る
よ
う
な
仕
方
で
対
立
し
て
は
い
な
い
。
両

者
は
表
裏
一
体
な
の
だ
。
注
意
を
払
っ
て
お
い
て
も
よ
い
の
は
、
目
的
因
と
作
用

因
と
の
連
関
は
、
少
な
く
と
も
す
で
に
（『
存
在
と
時
間
』
出
版
の
二
～
三
年
前

に
行
わ
れ
た
）
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
わ
ゆ
る
『
ソ
フ
ィ
ス
ト
』
講
義
に
お
い
て
示
唆

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
講
義
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
次
の

よ
う
な
判
定
を
下
す
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。つ
ま
り
、

プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
も
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
、
す
な

わ
ち
製
作
が
、
可
変
的
な
世
界
を
分
析
す
る
た
め
の
一
種
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て

機
能
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
存
在
一
般
な
い
し
実
在
一
般
は
製
作
さ
れ
て
あ
る

こ
と
〔H

ergestelltsein

〕
と
同
一
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
存
在
す
る

と
は
何
か
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
判
定
で
あ
る
。

『
存
在
と
時
間
』
の
後
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
人
間
と
世
界
と
の
関
係
を
定
式
化
す

る
様
々
な
仕
方
を
試
み
始
め
て
い
る
。
そ
こ
で
は
目
的
論
は
お
そ
ら
く
完
全
に
な

く
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
扱
い
が
軽
く
な
っ
て
い
る
。

い
ま
や
人
間
は
、
存
在
の
呼
び
声
に
答
え
、
存
在
の
牧
人
で
あ
り
、
事
物
を
現
前

す
る
が
ま
ま
に
さ
せ
て
お
く
者
で
あ
る
等
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
定
式
化

は
す
べ
て
、
世
界
の
創
造
者
や
起
源
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
が
世
界

の
現
前
や
意
味
に
何
ら
か
の
仕
方
で
貢
献
し
て
い
る
と
い
う
確
信
を
表
現
す
る
試

み
な
の
で
あ
る
。『
存
在
と
時
間
』
で
は
本
来
的
自
己
の
発
生
に
つ
い
て
説
明
が

な
さ
れ
て
い
た
が
、
後
の
著
作
で
は
そ
う
し
た
こ
と
は
も
は
や
語
ら
れ
な
い
。
個

別
的
な
主
観
は
い
ま
や
静
的
な
も
の
に
見
え
る
。
発
生
に
関
す
る
限
り
で
私
た
ち

が
見
出
す
こ
と
は
、
存
在
の
歴
史
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
に
お
い
て
、
世
界
と
世
界

の
内
で
の
自
分
自
身
の
居
場
所
と
に
関
す
る
人
間
の
理
解
は
、
相
当
な
変
化
を

被
っ
た
。
人
間
が
世
界
内
に
存
在
す
る
仕
方
に
つ
い
て
語
る
適
切
な
仕
方
を
見
出

す
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
計
画
の
範
囲
内
で
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
課
題
の
障
害

で
も
あ
り
資
源
で
も
あ
る
伝
統
と
の
関
係
に
お
い
て
こ
う
し
た
こ
と
を
な
す
た
め
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に
、
因
果
性
の
概
念
を
、
特
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
因
果
性
と
い
う
概
念
を
再
考

す
る
こ
と
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
る
。

『
ツ
ォ
リ
コ
ー
ン
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
』（
一
九
六
〇
年
代
）
に
お
い
て
、
ギ
リ
シ
ア

人
は
作
用
因
を
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
、
す
な
わ
ち
製
作
や
作
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、

そ
れ
ゆ
え
動
機
づ
け
の
観
点
か
ら
考
え
て
い
た
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
（
二
二

頁
）。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
は
こ
こ
で
も
う
一
度
、
作
用
因
と
目
的
因
と
の
連

関
に
出
会
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
回
は
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
と
作
用
因
な
い
し
製

作
の
概
念
と
を
単
純
に
同
一
視
す
る
の
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
目
的
論
的
な
側
面
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
。
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
意
味
で
の
作
用
因
は
本
質
的
に
、
運
動
の
過
程
を
開
始
し
、
そ
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
、
与
え
ら
れ
た
目
的
、
す
な
わ
ち
テ
ロ
ス
を
達
成
す
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
、
運
動
の
由
来
と
い
う
古
代
の
考
え

を
、
作
用
し
作
動
す
る
原
因
と
い
う
現
代
的
な
把
握
か
ら
区
別
す
る
と
と
も
に
、

そ
れ
ら
の
あ
い
だ
の
結
び
つ
き
を
成
す
。
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
ポ
イ
エ
ー
シ
ス

は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
れ
を
よ
く
「
こ
ち
ら
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
」〔H

er-vor-
an-bringen

〕
と
翻
案
す
る
の
だ
が
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

に
よ
っ
て
も
形
相
を
解
き
放
ち
現
前
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
形
相
の
実
現
こ
そ
製
作
の
終
わ
り
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
形
相
は
、
人
間

が
製
作
し
た
り
何
ら
か
の
仕
方
で
操
作
し
た
り
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
形
相
は

発
生
の
領
域
内
に
ま
っ
た
く
属
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。（
し
た
が
っ
て
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
が
『
形
而
上
学
』
に
お
い
て
強
調
す
る
よ
う
に
、
私
が
彫
像
を
作
る

と
き
、
私
は
そ
の
彫
像
の
形
相
を
作
っ
て
は
い
な
い
し
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。）

し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
す

な
わ
ち
、
ギ
リ
シ
ア
人
は
自
然
の
根
本
的
特
徴
と
し
て
の
因
果
性
の
理
解
を
、
人

間
的
行
為
の
あ
る
特
定
の
様
式
で
あ
る
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
か
ら
引
き
出
し
た
け
れ
ど

も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
こ
う
し
た
こ
と
は
、
実
在
を
完
全
に
擬
人
化
的
に
規
定
す

る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
が
成
し
遂

げ
る
こ
と
と
し
て
純
粋
に
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
究
極
的
に
は
人
間
の
制
御

を
逃
れ
る
よ
う
な
真
理
の
出
来
事
と
し
て
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も

や
は
り
、
事
物
が
利
用
可
能
な
も
の
と
し
て
、
手
段
と
し
て
、
も
し
く
は
あ
る
目

的
を
達
成
す
る
た
め
の
存
在
と
し
て
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
と
い
う

こ
と
は
、
こ
の
目
的
論
的
分
析
の
一
部
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
が
、
技
術
の

時
代
に
お
い
て
新
た
な
装
い
で
戻
っ
て
く
る
の
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
見
て
と
る
。
こ

の
技
術
の
時
代
に
は
、
世
界
は
徴
用
物
資
〔Bestand

〕
と
し
て
、
つ
ま
り
制
御

可
能
で
計
算
可
能
な
資
源
と
し
て
現
れ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
目
的
と
し
て
の
人
間

の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
目
的
論
的
な
枠
組
み
に
よ
っ

て
、
私
た
ち
は
世
界
を
独
立
し
た
も
の
や
自
己
充
足
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な

く
、
所
産
や
結
果
と
し
て
考
え
る
よ
う
促
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
人
の
、
と

り
わ
け
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
に
関
す
る
観
点
と
は
正
反
対
で
あ
る
。
そ
し

て
、
資
源
と
し
て
経
験
さ
れ
る
の
は
世
界
自
体
な
い
し
実
在
自
体
で
あ
っ
て
、
単

に
世
界
の
内
の
事
物
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
実
際
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
あ
る
と
き
、
存
在
と
存
在
者
と
の
区
別
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
は
、
因
果
性
の
支
配
に
関
係
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
る 

㈤

。

そ
れ
ゆ
え
、
因
果
性
と
い
う
古
く
か
ら
あ
る
概
念
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
態

度
は
ど
っ
ち
つ
か
ず
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
何
か
を
現
前
さ
せ
、
そ
れ
自
身
で
現

れ
る
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
真
理
の
出
来
事
と
し
て
製
作
を

考
え
る
こ
と
は
、
私
た
ち
が
人
間
と
世
界
に
関
す
る
因
果
的
説
明
を
ま
さ
に
乗
り

越
え
る
の
に
役
立
ち
う
る
。
し
か
し
他
方
で
、
利
用
可
能
性
に
収
斂
す
る
目
的
論

的
な
見
方
に
組
み
込
ま
れ
る
と
い
う
点
で
、
こ
の
思
想
は
た
し
か
に
（
と
り
わ
け

技
術
の
時
代
に
お
い
て
）
私
た
ち
が
実
際
の
と
こ
ろ
ど
の
よ
う
に
世
界
を
知
覚
し
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て
い
る
か
に
関
す
る
診
断
と
し
て
正
確
で
あ
る
が
、
経
験
の
ま
さ
に
こ
の
様
式

の
、
す
な
わ
ち
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
で
は
総
か
り
立
て
体
制
〔G

estell

〕
の
諸
前

提
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
べ
き
か
に
関
す
る
問
い
を
私
た
ち
に
残
す
。

さ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
分
析
に
目
を
向
け
て
、
そ
れ
を
歴
史
的
で
、
も
し

か
す
る
と
発
生
的
な
説
明
で
あ
る
と
考
え
よ
う
。
ま
ず
明
ら
か
な
の
は
、
歴
史
の

現
象
は
、
根
本
的
に
は
運
動
と
そ
の
原
因
や
根
拠
に
関
す
る
古
く
か
ら
あ
る
問
題

で
あ
る
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
が

確
信
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
五
〇
年
代
は
じ
め
の
『
自
然
学
』
を
扱
っ
た
ゼ
ミ

ナ
ー
ル
に
お
い
て
彼
が
言
う
に
は
、
こ
の
著
作
は
「
西
洋
の
流
れ
に
棹
さ
す
国
に

お
け
る
分
水
嶺
」
で
あ
る
の
で
、
そ
の
後
の
あ
ら
ゆ
る
思
索
は
自
然
主
義
的
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
が
歴
史
の
真
正
な
理
解
を
妨
げ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
彼
が
付
け
加
え
る
に
は
、
私
た
ち
は
運
動
の
本
質
に
つ
い
て
再
考
す
る

必
要
が
あ
る
。「
誰
も
が
生
起
（G

eschehen

）
に
つ
い
て
語
る
が
、
誰
も
運
動

と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
語
ら
な
い
の
で
あ
る
。」（GA

83, 529

）
し
か
し
、
こ

こ
で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
立
場
は
決
し
て
明
確
で
は
な
い
。
彼
が
言
う
存
在
の

歴
史
が
経
験
的
で
あ
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
存

在
の
歴
史
は
、
理
念
や
理
論
が
文
化
的
要
因
も
し
く
は
社
会–

経
済
的
要
因
の
所

産
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
称
し
た
り
は
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
繰

り
返
す
以
下
の
よ
う
な
主
張
を
取
り
上
げ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
技
術
の
本
質
は
技

術
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
思
考
の
あ
る
特
定
の
形
式
を
「
作
り
だ
す
」
よ

う
な
、
機
械
や
技
法
な
ど
の
発
達
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
え
な
い
。
事
態
は

そ
の
逆
で
あ
る
。
近
代
機
械
の
発
達
を
可
能
に
し
た
の
は
、
技
術
の
現
前
（
理
念

と
し
て
の
だ
ろ
う
か
）
で
あ
っ
た 

㈥

。
も
し
く
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
次
の
よ
う

な
主
張
を
取
り
上
げ
よ
う
。
現
代
の
危
機
は
、
近
代
と
い
う
時
代
の
始
ま
り
か
ら

生
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
誤
り
の
結
果
で
は
な
く
（
し
た
が
っ
て
事

実
的
で
偶
然
的
状
況
の
結
果
で
は
な
く
）
運
命
で
あ
る 

㈦

。

こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
―
―
古
代
の
思
索
が
私
た
ち
の
起

源
を
成
す
こ
と
や
、
こ
の
起
源
は
将
来
か
ら
私
た
ち
に
や
っ
て
く
る
が
、
ま
る
で

充
実
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
つ
ね
に
私
た
ち
か
ら
退
去
す
る
と

い
う
よ
う
な
こ
と
は
（GA

45, 40

）、
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

世
界
の
内
で
展
開
す
る
精
神
の
内
在
的
歴
史
―
―
こ
の
歴
史
は
そ
れ
自
身
の
内
的

動
機
づ
け
に
よ
っ
て
だ
け
駆
り
立
て
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
完
全
に
合
理
的
な
も

の
で
あ
る
―
―
に
つ
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
語
っ
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
べ
き
だ
ろ

う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
現
代
に
は
必
ず
起
源
と
し
て
の
古
代
が
先
行
す
る
の
だ

ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
ギ
リ
シ
ア
人
の
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
経
験
が
な
け
れ

ば
、
今
日
、
徴
用
物
資
と
し
て
世
界
が
現
れ
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
私
が
理
解
し
う
る
限
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
問
い
に
決
し
て
答
え
な
い
。

も
し
彼
が
存
在
の
歴
史
〔Seinsgeschichte

〕
と
彼
が
言
う
も
の
で
何
か
を
説
明

し
た
い
の
な
ら
、
そ
し
て
も
し
彼
の
起
源
の
概
念
が
何
ら
か
の
意
味
を
成
し
う
る

な
ら
、
彼
は
そ
う
だ
と
答
え
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
技
術
の
本
質

と
し
て
の
総
か
り
立
て
体
制
の
本
質
を
た
ど
る
系
譜
学
は
、
西
洋
的–

ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
で
あ
り
な
が
ら
今
日
で
は
地
球
規
模
に
広
が
っ
て
い
る
、
ピ
ュ
シ
ス
の
内
で

起
こ
る
存
在
の
歴
史
的
運
命
の
本
質
由
来
へ
と
達
し
、
そ
の
本
質
由
来
を
指
し
示

し
て
い
る
」㈧
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
と
き
、
彼
は
確
か
に
歴
史
の
内
の
一

種
の
理
由
な
い
し
論
理
を
再
構
築
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
（
今
日
の
世
界
が
資

源
と
し
て
現
象
す
る
こ
と
は
、
究
極
的
に
は
自
然
に
つ
い
て
の
古
代
の
経
験
を

遡
っ
て
示
す
）。
し
か
し
そ
の
と
き
、
彼
は
危
険
な
ほ
ど
ヘ
ー
ゲ
ル
に
近
づ
い
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
精
神
は
、
歴
史
的
な
存
在
者
と
し
て
、

ま
さ
に
そ
れ
自
ら
の
産
物
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
い
か
に
し
て
真
理
が
歴
史

の
内
で
展
開
す
る
か
に
つ
い
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
方
ま
で
遡
る
。
真
理
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が
歴
史
の
内
で
展
開
す
る
と
い
う
の
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
人
々
は
「
事
柄
そ
の

も
の
」、
つ
ま
り
真
理
に
よ
っ
て
探
究
へ
と
導
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
慎
重
な
と
き
に
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
す
な
わ
ち
目
的
論

的
統
一
と
し
て
歴
史
を
再
構
築
す
る
あ
ら
ゆ
る
試
み
を
差
し
控
え
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
歴
史
は
「
真
理
の
本
質
に
関
す
る
決
定
の
性
起
の
出
来
事
〔E

reignis

〕

で
あ
る
」㈨
と
、
こ
の
出
来
事
の
背
後
に
あ
っ
て
そ
れ
を
説
明
し
う
る
よ
う
な
何

ら
か
の
生
成
が
あ
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
す
こ
と
な
く
単
純
に
言
う
と
き
が
そ
う
で

あ
る
。
ま
た
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
次
の
よ
う
に
言
う
と
き
も
そ
う
で
あ
る
。「
ニ
ー

チ
ェ
の
言
葉
「
神
は
死
ん
だ
」」
に
お
い
て
、
自
分
の
言
う
意
味
で
の
歴
史
的
反

省
は
、
諸
々
の
時
代
の
連
続
と
し
て
で
は
な
く
、「
同
じ
も
の
の
唯
一
の
近
さ
」
と

し
て
歴
史
を
考
え
る
こ
と
を
含
ん
で
お
り
、「
こ
の
同
じ
も
の
は
、
歴
史
的
運
命
の

算
定
さ
れ
え
な
い
仕
方
で
」、
す
な
わ
ち
明
白
な
論
理
な
し
に
「
私
た
ち
の
思
索

に
関
わ
る
の
で
あ
る
」（GA

5, 212

）。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
る
と
き
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
が
言
う
準
備
が
あ
る
の
は
次
の
こ
と
だ
け
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
す

な
わ
ち
、
歴
史
の
内
で
物
事
が
生
じ
、
出
来
事
が
起
こ
る
。
私
た
ち
が
知
っ
て
い

る
の
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
世
界
は
い
ま
や
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
そ
し
て
次
に

は
別
様
の
仕
方
で
現
れ
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
が
も
つ
様
々
な
、
歴
史
的
に
変
化

す
る
諸
々
の
世
界
観
の
あ
い
だ
の
連
関
に
関
し
て
は
、
あ
る
い
は
、
私
た
ち
が
し

て
い
る
よ
う
な
仕
方
で
実
在
を
経
験
す
る
理
由
に
関
し
て
は
、
私
た
ち
は
ま
っ
た

く
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
私
た
ち
が
指
し
示
し
う
る
い
か
な
る
根
拠
も
、
ア
ル

ケ
ー
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
世
界
を
そ
の
起
源
と

原
因
〔archai kai aitiai

〕
と
に
還
元
す
る
計
画
の
終
わ
り
で
あ
り
、
そ
の
代
わ

り
に
、
少
な
く
と
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
観
点
か
ら
、
実
在
の
本
性
を
偶
然
に
、

す
な
わ
ち
テ
ュ
ケ
ー
に
委
ね
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
説
明
不
可
能
性

を
表
現
す
る
た
め
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
根
本
概
念
は
、
性
起
の
出
来
事
で
あ
る
。
こ

の
点
に
関
し
て
決
定
的
な
の
は
、
彼
が
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
理
解
可

能
性
の
様
態
と
し
て
の
技
術
の
明
白
な
根
拠
は
存
在
し
な
い
と
確
信
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
と
い
う
点
で
、
彼
の
技
術
に
つ
い
て
の
熟
慮
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

彼
が
「
総
か
り
立
て
体
制
」
に
お
い
て
言
う
よ
う
に
、
総
か
り
立
て
体
制
と
い
う

現
象
、
言
い
換
え
れ
ば
私
た
ち
が
世
界
に
あ
る
特
定
の
仕
方
で
ふ
る
ま
う
よ
う
命

ず
る
こ
と
は
説
明
さ
れ
え
ず
、
私
た
ち
は
そ
の
本
質
を
た
だ
経
験
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
（
三
一
頁
）。

性
起
の
出
来
事
〔E

reignis

〕
の
水
準
、
す
な
わ
ち
真
理
と
現
前
の
単
な
る
出

来
事
の
水
準
は
、
一
種
の
超

－

超
越
論
的
な
水
準
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
そ
れ
は

人
間
的
経
験
の
究
極
的
前
提
で
あ
り
世
界
の
存
在
の
究
極
的
前
提
で
も
あ
る
も
の

と
し
て
の
出
来
事
の
語
り
、
も
し
か
す
る
と
変
化
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

因
果
論
者
の
言
葉
を
使
っ
て
し
ま
う
恐
れ
は
な
い
し
、
実
在
を
何
か
の
結
果
と
み

な
し
て
し
ま
う
恐
れ
も
な
い
。し
か
し
、
こ
の
代
償
は
相
当
大
き
い
。ハ
イ
デ
ガ
ー

が
性
起
の
出
来
事
や
世
界
の
世
界
化
な
ど
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
控
え
目
に
言
っ

て
あ
ま
り
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
彼
が
、
根
拠
の
探
求

と
一
緒
に
、
発
生
を
犠
牲
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
観
点
か
ら

す
れ
ば
、
こ
う
し
た
こ
と
は
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
へ
の
、
そ
し
て
発
生
に
関
す
る
ソ
ク

ラ
テ
ス
以
前
の
哲
学
者
た
ち
の
悩
み
に
対
す
る
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
「
解
決
」
へ

の
回
帰
の
よ
う
に
見
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
悩
み
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
何
か
が

存
在
か
ら
、
も
し
く
は
非
存
在
か
ら
発
生
さ
せ
ら
れ
う
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
発

生
そ
の
も
の
の
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
で
こ
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
試
み
た

と
き
、
彼
は
同
時
に
次
の
こ
と
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
も
し
実
在
の
本
性
を
熟

慮
す
る
と
き
に
因
果
性
と
い
う
モ
デ
ル
に
頼
ら
な
い
よ
う
に
し
た
い
の
な
ら
、「
存

在
が
存
在
す
る
」（estin gar einai

）
と
だ
け
言
っ
て
そ
れ
以
上
は
言
わ
な
い
よ



73 現象学と因果性の問題

う
に
し
た
ほ
う
が
よ
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
何
も
の
も
根
拠
な
し
に
は
存

在
し
な
い
」
と
い
う
原
理
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
は
、
ま
さ
に
こ
の
方
向

を
指
し
示
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
性
起
の
出
来
事
が
出
来
事
と
し
て
性
起
す
る
〔das 

E
reignis ereignet

〕、
世
界
が
世
界
化
す
る
〔die W

elt w
eltet

〕、
言
葉
が
語

る
〔die Sprache spricht
〕
な
ど
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
特
有
の
定
式
化
は
、
自
己
説

明
的
な
も
の
の
、
す
な
わ
ち
自
然
の
現
象
学
的
（
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
）

理
想
の
反
響
で
も
あ
る
。
世
界
に
関
す
る
、
つ
ま
り
ど
の
よ
う
に
し
て
、
そ
し
て

な
ぜ
世
界
は
そ
れ
が
実
際
に
し
て
い
る
仕
方
で
私
た
ち
に
現
れ
る
の
か
と
い
う
こ

と
に
関
す
る
適
切
な
説
明
が
も
し
与
え
ら
れ
う
る
と
し
た
ら
（
こ
う
し
た
こ
と
は

お
そ
ら
く
不
可
能
だ
が
）、
こ
の
説
明
は
外
的
要
因
を
参
照
す
る
の
で
は
な
く
、

世
界
自
身
の
内
的
な
特
徴
、
す
な
わ
ち
ま
さ
に
世
界
の
「
世
界
化
」
を
明
瞭
に
語

る
よ
う
な
説
明
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
と
き
、
私
た
ち
は
ま
た
目
的
論
に
戻
っ

て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
…
…
。

【
原
註
】

㈠ 

『
人
間
本
性
論
』（London: Penguin, 1969 [1739/1740]

）
一
八
九
頁
。

㈡ T
he C

ollected P
apers of B

ertrand R
ussell: V

ol. 6, L
ogical and 

Philosophical Papers, 1909-1913, p. 193.

㈢ 

一
九
三
五
年
の
い
わ
ゆ
る
ウ
ィ
ー
ン
講
演
に
お
い
て
の
よ
う
に
。

㈣ 

た
と
え
ば
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
に
お
い
て
の
よ
う
に
。

㈤ 

『
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
―
―
プ
ラ
ト
ン

－

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

－

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
』

（GA
83

）
一
七
九
頁
。
一
九
五
〇
／
一
九
五
一
年
の
因
果
性
に
関
す
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
。

㈥ 

「
世
界
像
の
時
代
」（GA

5

）
七
五
頁
。

㈦ 

一
九
三
七
／
三
八
年
『
哲
学
の
根
本
的
問
い
―
―
「
論
理
学
」
精
選
「
諸
問
題
」』

五
三–

五
四
頁
。

㈧ 

「
危
機
」
六
五
頁
。

㈨ 

一
九
四
一
年
『
根
本
諸
概
念
』（GA

51

）
二
〇–

二
一
頁
。

【
訳
者
付
記
】

GA

は
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
全
集
』（G

esam
tausgabe, Frankfurt am

 M
ain: K

losterm
ann

）

を
表
す
。
丸
括
弧
内
に
巻
数
と
頁
数
を
併
記
す
る
こ
と
で
引
用
箇
所
が
示
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
引
用
文
献
の
翻
訳
は
既
刊
の
邦
訳
を
参
照
し
た
が
、
訳
文
は
す
べ
て
訳
者
が
訳

出
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
文
中
の
大
括
弧
（［ 

］）
と
丸
括
弧
（（ 

））
は
原
著
者
に
よ
る
。
ま
た
、
本
文
中
の

亀
甲
括
弧
（〔 

〕）
は
訳
者
の
原
語
の
挿
入
を
意
味
す
る
。

（Charlotta W
eigelt

・
シ
ャ
ー
ロ
ッ
タ
・
ワ
イ
ゲ
ル
ト
・
セ
ー
デ
ル
ト
ー
ン
大
学
）

（
訳
：
金
成
祐
人
・
か
ん
な
り　

ゆ
う
と
・
国
際
医
療
福
祉
大
学
／
桐
蔭
横
浜
大
学
）
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１　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
趣
旨

二
〇
一
三
年
度
に
発
足
し
た
本
学
会
の
男
女
共
同
参
画
・
若
手
（
常
勤
外
）
研

究
者
支
援
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
は
、
毎
年
の
大
会
時
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

開
催
し
て
い
る
。
昨
年
度
（
二
〇
一
七
年
度
）
の
大
会
で
は
、
主
に
若
手
（
常
勤

外
）
研
究
者
の
支
援
を
ね
ら
い
と
し
て
、
教
育
活
動
に
関
連
す
る
知
見
や
ノ
ウ
ハ

ウ
を
広
く
共
有
す
る
こ
と
を
目
指
す
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
設
定
し
た
こ
と
の
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
。一
つ
目
は
、

常
勤
研
究
職
を
志
望
す
る
研
究
者
に
と
っ
て
、
教
育
業
務
へ
の
取
り
組
み
方
が
一

つ
の
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
求
職
中
の
研
究
者
の
多
く

は
、
教
育
に
関
す
る
訓
練
を
ほ
と
ん
ど
受
け
な
い
ま
ま
、
一
か
ら
試
行
錯
誤
し
つ

つ
自
分
で
授
業
を
作
り
上
げ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
状
態
に
あ
る
。
教
育
に
関
す

る
各
人
の
知
見
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
共
有
す
る
こ
と
は
、
求
職
中
の
研
究
者
の
こ
う
し

た
負
担
を
少
し
で
も
軽
減
し
、
効
果
的
な
授
業
運
営
を
助
け
る
こ
と
に
貢
献
す
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
二
に
、
教
育
に
関
す
る
知
見
や
情
報
の
共
有
は
、
大
学
で

の
研
究
職
と
並
行
し
て
、
高
校
や
高
専
な
ど
に
お
け
る
教
育
職
を
将
来
の
選
択
肢

と
し
て
視
野
に
入
れ
て
い
る
研
究
者
に
と
っ
て
も
有
益
で
あ
り
う
る
し
、
そ
う
で

な
い
者
に
と
っ
て
も
後
者
の
選
択
肢
に
目
を
向
け
る
き
っ
か
け
に
な
る
可
能
性
が

あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
す
で
に
豊
富
な
教
育
経
験
を
も
つ
者
に
と
っ
て
も
、
教

育
に
関
す
る
知
見
や
情
報
の
共
有
は
、
自
分
の
教
育
活
動
を
あ
ら
た
め
て
振
り
返

り
、
そ
れ
を
改
善
す
る
た
め
の
機
会
を
与
え
る
と
い
う
効
果
が
期
待
で
き
る
。

具
体
的
な
進
め
方
に
関
し
て
言
う
と
、
今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
例
年
と
異

な
り
二
部
構
成
を
と
っ
た
。
ま
ず
第
一
部
で
は
、
三
名
の
提
題
者
に
よ
り
今
回
の

テ
ー
マ
に
沿
っ
た
発
表
を
し
て
も
ら
い
、
続
く
第
二
部
で
は
、
会
場
の
参
加
者
全

員
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
行
っ
た
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
報
告
し
て

い
く
。

２　

提
題
の
概
要

第
一
部
で
は
、
三
名
の
提
題
者
に
、「
現
象
学
を
（
用
い
て
）
ど
う
教
え
る
か
」

と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
各
自
の
観
点
か
ら
お
話
し
い
た
だ
い
た
。具
体
的
に
は
、

吉
川
孝
氏
（
高
知
県
立
大
学
）
と
陶
久
明
日
香
氏
（
成
城
大
学
）
に
は
大
学
で
の
、

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

現
象
学
を（
用
い
て
）ど
う
教
え
る
か
―
教
育
に
関
す
る
情
報
と
知
見
の
組
織
的

な
共
有
に
向
け
て

提
題
者　

吉
川　

孝
・
陶
久　

明
日
香
・
小
嶋　

恭
道

司
会　

小
手
川　

正
二
郎

オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー　

秋
葉　

剛
史
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小
嶋
恭
道
氏
（
神
戸
大
学
／
京
都
市
立
西
京
高
等
学
校
）
に
は
高
等
学
校
で
の
、

現
象
学
に
関
連
し
た
授
業
の
実
態
な
ら
び
に
実
践
例
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
た
だ

い
た
。
以
下
は
、
提
題
者
自
身
に
よ
る
発
表
要
旨
で
あ
る
。

２
．
１　

吉
川
孝	
「
高
知
県
立
大
学
に
お
け
る
哲
学
教
育
の
実
践
」

以
下
で
は
、（
１
）
提
題
者
で
あ
る
吉
川
（
高
知
県
立
大
学
文
化
学
部
）
が
勤
務

し
て
い
る
高
知
県
立
大
学
の
哲
学
教
育
の
現
状
を
確
認
し
た
う
え
で
、（
２
）
現
代

の
大
学
に
お
け
る
哲
学
教
育
の
か
か
え
る
問
題
点
を
共
有
し
、（
３
）
哲
学
教
育
の

向
上
の
た
め
に
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
寄
与
し
う
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

（
１
）
高
知
県
立
大
学
に
お
け
る
哲
学
教
育
の
現
状

高
知
県
立
大
学
は
、
地
方
公
立
大
学
で
あ
る
。
学
部
は
、
看
護
学
部
、
文
化
学

部
、
社
会
福
祉
学
部
、
健
康
栄
養
学
部
の
４
学
部
か
ら
な
り
、
大
学
院
は
看
護
学

研
究
科
と
人
間
生
活
学
研
究
科
の
２
学
科
か
ら
な
る
。
哲
学
を
担
当
す
る
専
任
教

員
は
大
学
全
体
で
１
名
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
、
一
人
の
教
員
が
大
学
・
大
学
院

の
全
科
目
を
担
当
し
て
い
る
。
学
部
の
共
通
教
育
に
は
「
哲
学
」「
倫
理
学
」
が

４
学
部
の
学
生
が
受
講
可
能
な
科
目
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
。
文
化
学
部
の
専

門
科
目
と
し
て
、「
文
化
哲
学
」（
必
修
）、「
公
共
哲
学
」「
哲
学
講
読
」「
哲
学
演

習
」「
卒
業
研
究
」
な
ど
が
あ
る
。
共
通
教
育
科
目
の
「
哲
学
」「
倫
理
学
」、
文

化
学
部
専
門
科
目
の
「
文
化
哲
学
」「
公
共
哲
学
」
は
講
義
科
目
で
あ
り
、
受
講

生
は
50
名
～
150
名
程
度
で
あ
る
。「
哲
学
講
読
」
は
哲
学
の
文
献
講
読
、「
哲
学
演

習
」
は
い
わ
ゆ
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
あ
り
、
そ
の
受
講
生
に
対
し
て
「
卒
業
研
究
」

の
指
導
も
な
さ
れ
る
。
人
間
生
活
学
研
究
科
の
大
学
院
に
は
、
基
礎
科
目
と
し
て

「
研
究
と
倫
理
」（
必
修
）
が
あ
る
ほ
か
、
看
護
学
研
究
科
に
は
「
解
釈
的
看
護

学
」（
共
同
担
当
）、
高
知
県
立
大
学
を
含
む
５
大
学
共
同
の
災
害
看
護
の
大
学
院

（D
N

GL

）
に
は
「
看
護
研
究
方
法
論
V
（
現
象
学
的
研
究
方
法
）」（
共
同
担
当
）

が
あ
る
。

（
２
）
現
象
学
を
教
え
ら
れ
な
い
大
学

こ
こ
で
共
有
す
べ
き
論
点
は
、
現
代
日
本
の
ほ
と
ん
ど
の
大
学
で
は
、
教
員
自

身
の
出
身
大
学
と
は
異
な
る
教
育
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
哲
学
の
一
分
野
と
し
て

の
現
象
学
を
教
え
ら
れ
な
い
（
教
え
る
こ
と
に
意
味
が
な
い
）
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
高
知
県
立
大
学
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

な
ど
の
紹
介
（
現
象
学
の
授
業
）
は
、
学
部
の
授
業
で
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。

大
多
数
の
学
生
は
大
学
院
に
進
学
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
受
講
生
に
講

義
で
現
象
学
の
学
説
を
教
え
る
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
し
、
講
読
の
テ
キ
ス
ト
と

し
て
も
現
象
学
関
連
の
書
籍
は
専
門
性
や
難
易
度
か
ら
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
哲
学

専
攻
で
は
な
い
学
生
に
対
し
て
、
教
養
教
育
と
い
う
観
点
か
ら
ど
の
よ
う
な
哲
学

の
ジ
ャ
ン
ル
や
ト
ピ
ッ
ク
を
教
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
哲
学
研
究
者
・
教
育

者
が
共
有
す
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。映
画
や
漫
画
な
ど
の
媒
体
を
介
し
た
教
育
も
、

教
育
実
践
の
工
夫
と
し
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
映
画
に
つ
い
て
は
、
本
稿

の
陶
久
明
日
香
の
担
当
箇
所
、
漫
画
に
つ
い
て
は
、
萬
屋
博
喜
「
マ
ン
ガ
を
活
用

し
た
哲
学
教
育
の
試
み
」『
フ
ィ
ル
カ
ル
』
３
⑴
所
収
を
参
照
）。
ち
な
み
に
、
高

知
県
立
大
学
で
は
、
看
護
学
の
大
学
院
の
授
業
（
質
的
研
究
の
方
法
に
関
す
る
授

業
）
に
て
、
現
象
学
の
解
説
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

研
究
の
専
門
性
を
活
か
し
た
教
育
が
求
め
ら
れ
な
い
場
合
、
研
究
と
教
育
を
ど

の
よ
う
に
関
連
づ
け
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
研
究
と
教
育
と
が
異
な
る
方
向
性

を
持
つ
と
す
れ
ば
、
研
究
へ
の
取
り
組
み
と
は
別
に
教
育
の
準
備
を
す
る
た
め
、

研
究
者
と
し
て
教
育
業
務
は
大
き
な
負
担
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
哲

学
を
専
門
と
し
な
い
学
生
に
対
し
て
現
象
学
に
限
定
さ
れ
な
い
哲
学
を
教
え
る
こ
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と
は
、
研
究
者
に
も
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。現
象
学
の
研
究
論
文
に
と
っ
て
も
、

一
般
的
な
哲
学
の
議
論
の
展
開
や
歴
史
の
背
景
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の

水
準
を
高
め
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
倫
理
学

を
専
門
に
し
て
い
る
者
が
、
応
用
倫
理
学
を
含
め
た
現
代
倫
理
学
の
議
論
や
倫
理

学
史
の
知
識
を
無
視
し
て
論
文
を
執
筆
す
べ
き
で
は
な
い
。
自
分
の
専
門
の
研
究

内
容
を
学
生
に
教
授
す
る
の
と
は
異
な
る
関
係
が
こ
こ
に
成
立
す
る
。
現
象
学
の

専
門
家
と
し
て
最
新
の
研
究
成
果
を
そ
の
ま
ま
学
生
相
手
に
話
す
こ
と
は
な
く
て

も
、
日
常
的
・
恒
常
的
な
哲
学
教
育
の
教
育
実
践
か
ら
、
新
た
な
研
究
成
果
が
生

ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
３
）
哲
学
教
育
の
現
象
学
的
検
討

現
象
学
の
手
法
や
発
想
に
依
拠
し
な
が
ら
、
哲
学
教
育
の
実
践
に
寄
与
し
う
る

こ
と
を
示
唆
し
た
い
。
先
ほ
ど
、
研
究
者
が
出
身
大
学
と
は
異
な
る
教
育
を
す
る

必
要
性
が
あ
る
と
述
べ
た
。
何
ら
か
の
実
践
を
適
切
に
評
価
し
う
る
の
は
、
特
定

の
状
況
と
の
関
連
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
べ
て
の
大
学
に
お
い
て
、
哲
学
者
の
学

説
を
詳
細
に
紹
介
す
る
、
外
国
語
の
テ
キ
ス
ト
の
読
解
力
を
鍛
え
る
、
哲
学
の
高

度
な
議
論
の
技
術
を
身
に
つ
け
る
こ
と
な
ど
の
教
育
が
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
議
論
の
構
造
や
問
題
点
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
よ
う
な
授
業
は
、
哲
学

を
専
攻
す
る
大
学
院
生
と
そ
う
で
は
な
い
一
般
の
学
部
生
と
で
は
、
受
け
止
め
方

が
違
う
だ
ろ
う
。
受
講
生
の
理
解
力
や
背
景
的
知
識
な
ど
の
レ
ヴ
ェ
ル
が
違
う
の

は
も
ち
ろ
ん
、
そ
も
そ
も
、
受
講
生
の
興
味
関
心
、
授
業
を
受
け
る
目
的
、
動
機

づ
け
、
将
来
の
人
生
に
と
っ
て
の
哲
学
の
位
置
づ
け
な
ど
が
異
な
っ
て
い
る
。
哲

学
の
授
業
の
時
間
が
、
受
講
者
に
ど
の
よ
う
な
経
験
を
も
た
ら
す
の
か
を
考
慮

し
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
授
業
の
実
践
が
望
ま
し
い
の
か
評
価
で
き
な
い
。
教

育
実
践
に
関
し
て
ど
ん
な
状
況
で
も
普
遍
的
に
通
用
す
る
規
範
（
原
理
原
則
、
マ

ニ
ュ
ア
ル
、
評
価
基
準
な
ど
）
を
提
示
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
現
象
学
は
そ
う

し
た
規
範
を
想
定
す
る
教
育
改
善
の
試
み
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
個
別
的
な
事
例

を
提
示
す
る
こ
と
で
優
れ
た
教
育
実
践
を
検
討
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
吉
川
孝
・
よ
し
か
わ　

た
か
し
・
高
知
県
立
大
学
）

２
．
２　

陶
久
明
日
香	

「
教
育
実
践
の
現
場
に
お
け
る
問
題
と
授
業
の
実
践
例
」

本
提
題
で
は
、
ま
ず
現
場
に
お
い
て
直
面
す
る
問
題
を
挙
げ
、
こ
れ
ま
で
発
表

者
が
実
際
に
行
な
っ
た
授
業
案
を
い
く
つ
か
簡
単
に
紹
介
し
た
あ
と
、
そ
の
内
の

一
つ
を
具
体
的
に
授
業
形
式
で
紹
介
し
た
。

（
１
）
教
育
の
現
場
で
直
面
す
る
問
題

発
表
者
は
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
、
史
学
、
文
学
、
言
語
学
、
西
洋
古

典
、
現
代
事
情
な
ど
が
学
べ
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
学
科
」
と
い
う
学
科
に
所
属

し
て
い
る
。入
学
当
初
か
ら
現
象
学
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
学
生
は
い
な
い
。「
文

化
」
を
学
べ
る
学
科
と
い
う
こ
と
で
、
大
半
の
一
年
生
が
授
業
に
求
め
て
い
る
の

は
、
い
わ
ゆ
る
大
衆
文
化
に
関
す
る
話
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
と
は
い

え
学
科
で
実
際
に
提
供
さ
れ
て
い
る
授
業
は
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
関
す
る
も
の
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
ど
ち
ら
が
悪
い
と
い
う
話
で
は
な
い
。
事

実
と
し
て
、
聴
き
手
の
側
の
期
待
と
教
師
陣
の
側
の
要
望
と
の
間
に
最
初
は
大
き

な
ズ
レ
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
埋
め
つ
つ
、
少
し
で
も
学
生
の
ハ
イ
カ
ル

チ
ャ
ー
へ
の
関
心
を
高
め
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

（
２
）
現
象
学
関
係
の
授
業
を
行
う
際
の
方
針

そ
の
た
め
、
初
年
時
教
育
用
の
文
化
関
係
の
オ
ム
ニ
バ
ス
授
業
（「
翻
訳
」、「
女

性
」、「
移
動
」、「
怪
物
」
な
ど
と
い
っ
た
テ
ー
マ
が
毎
年
設
定
さ
れ
、
各
教
員
が
そ
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れ
ぞ
れ
の
分
野
の
視
点
か
ら
話
を
す
る
と
い
う
も
の
）
に
は
と
く
に
力
を
入
れ
て

い
る
。
基
本
的
な
方
針
は
、
話
の
内
容
を
「
実
感
」
と
し
て
分
か
ら
せ
る
よ
う
に

努
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
○
○
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は

△
△
で
・
・
・
」
と
い
う
仕
方
で
話
す
こ
と
は
極
力
控
え
、
一
人
称
に
定
位
し
た

現
象
学
的
な
も
の
の
見
方
を
基
に
し
て
、
特
定
の
事
象
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま

た
絵
、
写
真
、
動
画
な
ど
に
よ
り
視
覚
や
聴
覚
に
う
っ
た
え
る
こ
と
を
重
要
視
し

て
い
る
。
例
え
ば
、「
翻
訳
」
が
テ
ー
マ
の
年
に
行
っ
た
「
通
訳
の
現
象
学
の
試
み
」

と
い
う
講
義
で
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
の
時
間
性
の
議
論
を
部

分
的
に
用
い
て
、
自
ら
の
経
験
も
踏
ま
え
つ
つ
通
訳
者
の
あ
り
方
を
分
析
す
る
こ

と
を
試
み
た
。
そ
の
折
に
は
ノ
ー
ト
テ
イ
ク
の
メ
モ
を
ス
ラ
イ
ド
で
写
し
、
ま
た

日
本
語
の
ニ
ュ
ー
ス
音
声
を
流
し
て
履
修
者
全
員
で
ノ
ー
ト
テ
イ
ク
を
実
践
し

た
。『
存
在
と
時
間
』
の
演
習
で
は
息
抜
き
と
し
て
お
笑
い
の
動
画
を
見
せ
、「
世

界
性
」
や
「
世
人
」
の
議
論
と
絡
め
て
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
さ
せ
、
理
解
を
深

め
る
な
ど
と
い
う
こ
と
を
行
う
こ
と
も
あ
る
。

（
３
）
講
義
「
異
文
化
理
解
を
哲
学
す
る
」

本
務
校
で
は
各
教
員
が
自
分
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
内
容
を
紹
介
す
る
と
い
う
授
業

が
あ
る
が
、
以
下
に
お
い
て
は
、
そ
こ
で
行
っ
て
い
る
講
義
の
詳
細
を
示
す
。
発

表
者
の
担
当
は
「
ド
イ
ツ
の
思
想
と
文
化
」
ゼ
ミ
で
あ
る
た
め
、
こ
の
講
義
で
の

狙
い
は
①
ド
イ
ツ
文
化
を
紹
介
し
つ
つ
、
②
現
象
学
の
根
本
的
な
考
え
（
一
人
称

的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
）
と
③
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
基
本
的
な
考
え
を
説
明
す
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

授
業
は「
他
の
国
の
文
化
を
理
解
す
る
際
に
、
な
ぜ
妙
な
誤
解
が
生
じ
る
の
か
」

と
い
う
問
い
を
掲
げ
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
そ
れ
か
ら
変
な
異
文
化
理
解
の
例
と

し
て
、
ド
イ
ツ
の
現
代
映
画
を
一
つ
取
り
上
げ
紹
介
す
る
（
①
）。
こ
の
映
画
は
、

暗
黒
舞
踏
が
日
本
で
か
な
り
馴
染
ま
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
観
客
に
与
え
る
内

容
の
も
の
で
あ
る
。
で
も
そ
れ
は
日
本
の
現
状
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
し
か
し
こ
の
監

督
は
舞
踏
の
専
門
家
に
師
事
し
て
ま
で
こ
の
映
画
を
撮
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
大
真

面
目
に
や
っ
て
い
る
の
に
お
か
し
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
説
明
し
た
あ
と
で
冒
頭
に
て
掲
げ
た
問
い
に
戻
り
、
こ
れ
を
「
現
象

学
」
の
立
場
か
ら
解
明
す
る
と
述
べ
、
一
人
称
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
の
記
述

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
図
（
講
談
社
現
代
新
書
の
谷
徹
著
『
こ
れ
が
現
象
学
だ
』

に
載
っ
て
い
る
も
の
を
使
用
）
を
使
い
な
が
ら
説
明
す
る
（
②
）。
そ
の
あ
と
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
立
場
か
ら
一
人
称
の
観
点
で
、
つ
ま
り
私
に
よ
っ
て
直
に
生
き

ら
れ
て
い
る
現
象
と
し
て
「
世
界
」、「
人
間
」
と
い
う
も
の
を
考
え
た
と
き
、
ど

の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
の
か
を
解
説
し
て
い
き
、
最
終
的
に
は
、
人
間
は
つ
ね

に
特
定
の
意
味
連
関
を
他
の
も
の
や
人
と
織
り
成
し
て
い
る
「
世
界
内
存
在
」
で

あ
り
、
ま
た
そ
の
内
で
諸
々
の
規
制
を
受
け
つ
つ
諸
々
の
こ
と
を
了
解
し
て
い
る

「
被
投
的
企
投
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
（
③
）。

こ
う
し
た
一
連
の
説
明
の
あ
と
、「
他
の
国
の
文
化
を
理
解
す
る
際
に
、
な
ぜ
妙

な
誤
解
が
生
じ
る
の
か
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、「
被
投
的
企
投
」
と
い
う
こ
と

を
考
慮
に
入
れ
て
考
察
す
る
。
実
際
の
授
業
の
最
後
に
は
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
「
リ
ト

ル
・
マ
ー
メ
ー
ド
」
の
動
画
を
流
し
、
人
魚
の
世
界
に
住
む
主
人
公
ア
リ
エ
ル
な

ら
で
は
の
問
い
、
願
望
、
物
の
使
用
法
な
ど
、
映
像
を
見
て
該
当
す
る
と
思
わ
れ

る
も
の
を
書
く
と
い
う
課
題
、
ま
た
「
被
投
的
企
投
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を

自
分
の
経
験
に
即
し
て
説
明
す
る
と
い
う
課
題
を
出
し
て
い
る
。

こ
の
種
の
講
義
は
、
準
備
に
か
な
り
時
間
が
か
か
る
た
め
、
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式

の
授
業
の
み
で
行
っ
て
い
る
。こ
う
し
た
授
業
を
き
っ
か
け
に
ゼ
ミ
や
演
習
な
ど
、

専
門
の
授
業
に
参
加
す
る
学
生
が
多
い
が
、
実
際
に
テ
キ
ス
ト
（
翻
訳
使
用
）
を

読
む
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
。
内
容
が
難
解
な
と
き
は
ア
イ
ス
ブ
レ
イ
ク
的
な
話
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を
さ
せ
て
か
ら
グ
ル
ー
プ
で
具
体
例
を
考
え
さ
せ
た
り
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
前
回

の
授
業
の
内
容
を
振
り
返
り
、
そ
れ
を
み
ん
な
で
確
認
し
て
か
ら
本
題
に
入
る
な

ど
す
る
と
効
果
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
経
験
上
、
問
題
を
他
で
も
な
く
自
分

に
関
わ
る
問
題
と
し
て
実
感
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
か
ら
現
象
学
な
い
し
哲
学

に
対
す
る
学
生
の
興
味
が
出
て
く
る
可
能
性
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

（
陶
久
明
日
香
・
す
え
ひ
さ　

あ
す
か
・
成
城
大
学
）

２
．
３　

小
嶋
恭
道	

「
高
等
学
校
に
お
け
る
科
目
「
倫
理
」
の
現
状
」

登
壇
に
あ
た
り
、
筆
者
は
大
学
の
教
員
で
は
な
く
高
等
学
校
教
員
で
あ
る
た

め
、「
高
等
学
校
に
お
け
る
科
目
「
倫
理
」
の
現
状
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
本
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
に
臨
ん
だ
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
通
り
、
本
来
の

課
題
は
「
現
象
学
」
を
ど
の
よ
う
に
教
え
る
か
、
あ
る
い
は
、
現
象
学
を
「
用
い

て
」
ど
の
よ
う
に
教
え
る
か
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
が
、
今
回
の
筆
者
の
狙
い

は
、
現
象
学
を
「
教
え
る
／
用
い
る
」
と
い
っ
た
問
題
以
前
に
、
前
提
と
し
て
、

高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
が
多
く
の
場
合
形
骸
化
し
て
お
り
、
そ
う
い
っ
た
試
み

が
現
状
で
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
以
下
、
簡
単
に
発
表

内
容
を
報
告
す
る
。

他
の
報
告
者
の
発
表
に
も
共
通
し
て
い
た
問
題
だ
が
、
大
学
で
あ
れ
高
等
学
校

で
あ
れ
、
学
生
が
哲
学
や
倫
理
、
現
象
学
に
特
別
の
関
心
が
な
い
場
合
、
実
に
情

け
な
い
こ
と
に
「
講
義
」
あ
る
い
は
「
授
業
」
の
成
立
自
体
が
危
ぶ
ま
れ
る
事
態

が
生
じ
（
う
）
る
。「
講
義
／
授
業
」
が
、「
何
か
を
学
ぶ
」、「
新
し
い
観
点
を
獲
得

す
る
」
と
い
っ
た
目
的
で
は
な
く
、「
単
位
を
と
る
」、「
卒
業
す
る
」、「
受
験
で
用
い

る
」、「
資
格
を
と
る
の
に
要
る
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
別
の
実
利
的
な
目
的
に
従

属
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
高
等
学
校
、
と
り
わ
け
筆
者
が
勤
め
る
よ
う
な

進
学
校
で
は
、「
成
績
」
と
「
受
験
」
が
、
あ
ら
ゆ
る
学
習
活
動
を
牽
引
す
る
こ
と

に
な
る
。

こ
の
場
合
、
形
式
的
に
「
履
修
」
し
、「
単
位
を
獲
得
す
る
」
こ
と
が
で
き
れ
ば

目
的
は
達
成
で
き
る
た
め
、
学
習
内
容
は
丸
ご
と
抜
け
落
ち
る
。
そ
し
て
さ
ら
に

悪
い
こ
と
に
は
、
大
学
で
は
、
そ
の
哲
学
や
現
象
学
の
専
門
家
が
講
義
を
担
当
し

て
お
り
、
知
識
や
そ
れ
を
用
い
た
実
践
の
重
要
性
を
理
解
し
、
そ
れ
を
伝
え
よ
う

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
高
等
学
校
の
場
合
、
公
民
や
倫
理
を
担
当
す
る
多
く

の
教
員
は
、
哲
学
書
そ
の
も
の
を
読
む
と
い
う
経
験
に
乏
し
く
、
知
識
や
概
念
の

理
解
が
十
分
で
は
な
い
場
合
が
多
い
た
め
、「
誤
っ
た
内
容
を
形
式
的
に
教
え
る
」

と
い
っ
た
事
態
に
つ
な
が
る
。
当
日
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
セ
ン
タ
ー
試
験

や
市
販
の
問
題
集
の
問
題
を
紹
介
し
な
が
ら
こ
う
し
た
事
態
を
説
明
し
た
。

ま
た
、
そ
う
し
た
高
等
学
校
の
教
育
を
方
向
付
け
る
原
因
と
し
て
、「
問
題
の
形

式
」
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
多
く
の
高
校
生
に
と
っ
て
、
知
識
は
「
試
験
」

を
ク
リ
ア
す
る
た
め
の
道
具
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
「
試
験
」
は
、
つ
ね
に
設
定

さ
れ
た「
問
題
と
解
答
」の
セ
ッ
ト
が
存
在
し
、
こ
れ
を「
覚
え
る
」こ
と
を「
要
求
」

し
て
く
る
。
つ
ま
り
、
学
習
活
動
が
ほ
ぼ
「
記
号
操
作
」（
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う

自
然
の
数
学
化
）
に
成
り
下
が
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
高
校
や
予
備
校
は
こ
れ
を
迅
速

に
処
理
す
る
技
術
の
伝
授
を
商
売
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
学
生
た
ち
は
、
学
問

の
内
実
よ
り
も
、
そ
の
操
作
方
法
の
習
得
に
躍
起
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が

彼
ら
の
将
来
の
生
活
を
支
え
る
技
術
に
直
結
し
て
い
る
か
ら
だ
。

こ
こ
で
筆
者
は
、
こ
う
し
た
「
す
で
に
解
答
が
与
え
ら
れ
た
問
題
に
迅
速
に
答

え
る
」
と
い
う
一
連
の
記
号
操
作
を
、「
す
で
に
具
体
的
な
解
答
が
予
測
さ
れ
る
要

求
に
迅
速
に
答
え
る
」と
い
う「
労
働
」の
あ
り
方
に
引
き
つ
け
つ
つ
、
フ
ー
コ
ー

の
「
権
力
」
や
「
真
理
の
体
制
」
と
い
っ
た
概
念
、
ま
た
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
「
可

能
的
経
験
」
の
概
念
を
導
入
し
て
解
説
し
た
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
確
定
済
み
の

手
続
き
に
従
っ
て
（
権
力
・
真
理
の
体
制
の
機
能
）、
用
意
さ
れ
た
解
答
を
問
題
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に
適
用
す
る（
可
能
的
経
験
）の
が
、
高
校
生
に
と
っ
て
の「
学
習
」な
の
だ
。「
勉

強
が
で
き
る
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
操
作
な
い
し
手
続
き
を
迅
速
か
つ
正
確
に

完
了
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
当
然
だ
が
、
多
く
の
場

合
、
教
師
／
学
生
／
保
護
者
は
そ
う
し
た
知
識
の
あ
り
方
に
疑
問
を
持
た
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
生
活
に
必
要
な
技
術
で
あ
る
か
ら
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
学
習
の
あ
り
方
が
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ

れ
も
ま
た
知
識
の
一
つ
の
使
い
方
と
言
え
る
。
し
か
し
、「
教
師
」
の
仕
事
は
、「
問

題
が
あ
り
、
そ
れ
に
解
答
す
る
」
た
め
に
知
識
を
教
え
る
こ
と
だ
け
だ
ろ
う
か
。

そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
学
問
を
す
る
と
は
、
現
状
か
ら
離
脱
し
、
新
た
な
自
己

に
鍛
え
直
す
こ
と
に
直
結
す
る
。
そ
の
豊
か
さ
を
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
学
問

を
教
え
る
教
師
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
問
題
と
解
答
」
と
い
う
側
面

の
み
に
学
習
を
制
限
す
る
「
勉
強
観
」
は
、
そ
の
豊
か
さ
を
切
り
捨
て
て
し
ま
う
。

知
識
の
持
つ
様
々
な
側
面
・
使
い
方
、
ま
た
そ
れ
自
体
が
持
つ
面
白
さ
を
見
せ
る

こ
と
が
で
き
て
こ
そ
の
（
哲
学
）
教
育
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

筆
者
は
、
高
等
学
校
の
「
倫
理
」
の
授
業
で
、
お
そ
ら
く
高
校
生
に
と
っ
て
か
な

り
高
度
な
哲
学
史
の
授
業
を
行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
自
ら
の
経
験
を
思
想
の
解
説

に
用
い
、
生
徒
に
と
っ
て
の
日
常
か
ら
乖
離
し
す
ぎ
な
い
よ
う
に
授
業
を
行
い
、「
試

験
」
と
い
う
「
真
理
の
体
制
」
が
従
っ
て
い
る
規
則
か
ら
ズ
レ
る
こ
と
を
目
標
に
し

て
い
る
。
そ
の
際
重
要
な
の
は
、
で
き
る
だ
け
知
識
・
概
念
理
解
の
レ
ベ
ル
を
下

げ
ず
に
行
う
こ
と
で
あ
る
（
哲
学
書
か
ら
実
際
に
文
章
を
引
用
す
る
な
ど
の
工
夫
）。

だ
が
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
今
後
教
員
と
な
る
者
が
、
内
実
を
伴
っ
た
概
念
理
解
の

も
と
に
、
さ
ら
に
そ
れ
を
実
践
的
に
説
明
で
き
る
力
を
大
学
で
身
に
つ
け
る
こ
と
だ

ろ
う
。
そ
し
て
、「
学
校
」に
は
び
こ
る
悪
習
や
意
味
の
な
い
規
則
か
ら
身
を
か
わ
し
、

生
徒
の
前
で
自
ら
哲
学
を
実
践
し
て
見
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
。

（
小
嶋
恭
道
・
こ
じ
ま　

た
か
み
ち
・
神
戸
大
学
／
京
都
市
立
西
京
高
等
学
校
）

２
．
４　

質
疑
応
答

以
上
の
よ
う
な
提
題
に
関
し
て
、
フ
ロ
ア
か
ら
い
く
つ
か
の
質
問
と
コ
メ
ン
ト

が
寄
せ
ら
れ
た
。
ま
ず
、
授
業
で
は
お
笑
い
の
動
画
を
見
せ
る
こ
と
も
あ
る
と
提

題
中
に
示
唆
し
て
い
た
陶
久
氏
に
対
し
て
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
も
の
を
使
う
の

か
と
い
う
質
問
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
お
笑
い
の
中
で
も
特
に
各
人
の

世
界
理
解
の
「
ず
れ
」
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
を
使
う
と
い
う
回
答
が
（
具

体
的
な
ネ
タ
名
を
挙
げ
な
が
ら
）
な
さ
れ
た
。
ま
た
小
嶋
氏
に
対
し
て
は
、
高
校

の
倫
理
を
き
っ
か
け
に
大
学
の
哲
学
科
に
進
ん
だ
学
生
が
想
像
以
上
に
多
か
っ
た

と
い
う
経
験
を
も
つ
あ
る
質
問
者
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
学
生
は
実
際
ど
の
く
ら
い

の
割
合
で
い
る
の
か
、
と
い
う
質
問
が
あ
っ
た
。こ
れ
に
対
し
て
小
嶋
氏
か
ら
は
、

同
氏
が
教
鞭
を
と
る
高
校
の
場
合
、
多
い
年
で
一
学
年
（
約
二
八
〇
名
）
の
う
ち

一
〇
名
く
ら
い
が
哲
学
・
文
学
系
に
進
ん
だ
と
い
う
回
答
が
あ
っ
た
（
フ
ロ
ア
か

ら
は
感
嘆
の
声
が
上
が
っ
た
）。

３　

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

以
上
の
第
一
部
に
続
い
て
、
第
二
部
で
は
会
場
の
参
加
者
に
よ
る
グ
ル
ー
プ

ワ
ー
ク
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
の
ね
ら
い
は
、
現
象
学
関
連
の
（
あ
る
い
は
一
般
に

哲
学
の
）
授
業
を
行
う
際
に
は
ど
の
よ
う
な
難
し
さ
や
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を

解
決
す
る
た
め
の
工
夫
や
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
と
い
っ

た
点
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
参
加
者
が
そ
れ
ぞ
れ
培
っ
て
き
た
経
験
や
知
見
を
よ

り
広
く
共
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。

具
体
的
な
手
順
と
し
て
は
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
は
次
の
よ
う
な
仕
方
で
進

め
ら
れ
た
。（
こ
の
や
り
方
は
、
二
〇
一
六
年
度
の
日
本
哲
学
会
研
究
大
会
で
開

催
さ
れ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
哲
学
と
導
入
教
育
：
哲
学
教
育
の
質
的
向
上
を
目

指
し
て
」
で
の
や
り
方
を
踏
襲
し
て
い
る
。）
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・
会
場
の
参
加
者
を
、
六
～
七
名
前
後
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
（
当
日
は
六
つ
の

グ
ル
ー
プ
が
で
き
た
）。
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
は
、
模
造
紙
一
枚
、
書
き

込
み
用
紙
（
ポ
ス
ト
イ
ッ
ト
）
多
数
、
マ
ジ
ッ
ク
ペ
ン
一
式
を
配
布
し
て
お
く
。

・
作
業
の
第
一
段
階
で
は
、
メ
ン
バ
ー
は
各
自
で
、
現
象
学
（
哲
学
）
の
授
業
運

営
に
関
連
し
て
自
分
が
感
じ
る
問
題
点
や
不
安
を
、
書
き
込
み
用
紙
に
（
一
枚

一
項
目
で
）
記
し
て
い
く
。（
教
育
経
験
の
な
い
・
少
な
い
参
加
者
は
授
業
の

受
け
手
の
立
場
か
ら
問
題
点
と
思
う
こ
と
を
記
す
。）

・
第
二
段
階
で
は
、
各
メ
ン
バ
ー
は
順
番
に
、
問
題
点
や
不
安
を
記
し
た
用
紙
を

模
造
紙
の
上
に
貼
り
な
が
ら
、
そ
の
内
容
を
他
の
メ
ン
バ
ー
に
説
明
す
る
。
そ

の
際
、
同
じ
内
容
や
近
い
内
容
の
項
目
は
近
く
の
場
所
に
貼
る
よ
う
に
し
、
問

題
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
し
て
い
く
。

・
第
三
段
階
で
は
、
模
造
紙
の
上
に
整
理
さ
れ
た
問
題
点
や
不
安
に
対
し
て
、
グ

ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
が
（
可
能
な
場
合
自
ら
の
経
験
を
ふ
ま
え
な
が
ら
）
そ
の

解
決
や
改
善
の
た
め
の
方
法
な
い
し
工
夫
を
提
案
す
る
。
提
案
さ
れ
た
案
は
、

模
造
紙
に
書
き
込
ん
で
い
く
。

各
グ
ル
ー
プ
の
話
し
合
い
で
は
、
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る
、
ど
れ
も
切
実
な

問
題
が
挙
げ
ら
れ
た
。
紙
幅
の
都
合
上
ご
く
一
部
の
紹
介
に
と
ど
め
る
が
、
た
と

え
ば
、
学
生
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や
学
力
に
関
す
る
も
の
（
私
語
や
携
帯
い
じ
り

が
止
ま
な
い
、
活
字
離
れ
も
あ
り
文
字
だ
け
の
難
し
い
テ
キ
ス
ト
を
読
ま
せ
ら
れ

な
い
、
ま
と
も
な
文
章
を
書
け
な
い
、
等
々
）、
授
業
の
方
法
に
関
す
る
も
の（
教

員
自
身
が
教
育
法
を
学
ぶ
機
会
が
ほ
と
ん
ど
な
い
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
を

や
た
ら
と
求
め
ら
れ
る
、
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
教
材
の
使
い
方
が
わ
か
ら
な
い
、
抽
象

的
な
内
容
を
学
生
に
実
感
さ
せ
な
が
ら
伝
え
る
の
が
難
し
い
、
等
々
）、
授
業
準

備
や
成
績
評
価
に
関
す
る
も
の
（
予
習
に
は
き
り
が
な
い
割
に
改
善
で
き
る
部
分

は
ご
く
わ
ず
か
、
レ
ポ
ー
ト
採
点
に
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
る
、
学
生
の
理
解
度
や

受
け
止
め
方
を
確
か
め
る
の
が
難
し
い
、
等
々
）、
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
勤

務
体
系
に
関
す
る
も
の
（
自
分
の
研
究
と
授
業
の
内
容
が
か
け
離
れ
て
い
る
、
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
内
で
の
位
置
づ
け
が
不
明
な
た
め
授
業
の
到
達
目
標
を
設
定
し
に
く

い
、
等
々
）、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
の
各
グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
を
受
け
、
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
の
最
後
に
は
、
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
そ
の
解
決
案
の
一
部
を
紹
介

し
て
も
ら
っ
た
。
た
と
え
ば
そ
の
一
つ
と
し
て
、
私
語
や
ス
マ
ホ
い
じ
り
な
ど
を

や
め
さ
せ
る
に
は
、
そ
れ
ら
の
こ
と
を
し
て
い
る
学
生
を
「
い
じ
る
」（
具
体
的

に
は
、
こ
ち
ら
か
ら
授
業
内
容
に
関
す
る
話
を
振
っ
て
注
目
を
浴
び
さ
せ
る
）
と

い
う
対
応
が
実
は
効
果
的
だ
っ
た
と
い
う
体
験
が
紹
介
さ
れ
た
。
ま
た
、
ヴ
ィ

ジ
ュ
ア
ル
教
材
を
用
い
る
場
合
の
工
夫
と
し
て
、
映
画
な
ど
を
ま
る
ご
と
一
本
流

す
の
で
は
な
く
、
そ
の
重
要
な
部
分
だ
け
を
抜
い
て
使
う
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

を
活
用
す
る
、
哲
学
者
の
映
っ
て
い
る
（
静
止
画
で
な
く
）
動
画
を
流
す
、
な
ど

の
や
り
方
が
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
学
生
の
や
る
気
や
学
力
に
関

す
る
状
況
を
改
善
す
る
た
め
の
一
方
策
と
し
て
、
学
生
の
初
年
次
教
育
を
も
っ
と

き
ち
ん
と
行
う
（
大
学
の
最
初
の
段
階
で
本
の
読
み
方
や
勉
強
の
仕
方
を
身
に
つ

け
さ
せ
る
）
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
か
と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
現
象
学
（
哲
学
）
教
育
に
関
連
す

る
知
見
や
情
報
の
共
有
を
ね
ら
い
と
し
た
作
業
を
、
二
つ
の
部
に
分
け
て
行
っ

た
。
今
回
の
取
り
組
み
が
、
個
々
の
授
業
担
当
者
の
負
担
を
減
ら
し
つ
つ
も
効
果

的
な
授
業
運
営
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
仕
組
み
づ
く
り
の
第
一
歩
に
な
り
、
ま

た
、
若
手
・
常
勤
外
研
究
者
の
進
路
選
択
に
と
っ
て
参
考
に
な
る
も
の
に
な
っ
て
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い
れ
ば
と
思
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
若
手
・
常
勤
外
研
究
者
の
支
援
と
い
う
観

点
か
ら
は
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
を
今
後
と
も
継
続
的
に
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重

要
だ
ろ
う
。

（
秋
葉
剛
史
・
あ
き
ば　

た
け
し
・
千
葉
大
学
）
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一
、
は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
ジ
ャ
ン=

ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
の
『
存
在
と
無
』
の
他
者
論

に
お
け
る
他
者
の
出
現
と
い
う
出
来
事
に
焦
点
を
あ
て
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
理
解
さ

れ
る
他
者
経
験
の
構
造
と
、
そ
れ
を
支
え
る
間
主
観
性
の
基
礎
を
提
示
す
る
こ
と

に
あ
る
。

他
者
の
出
現
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
考
察
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
以
来
、
身
体
化
さ

れ
た
自
己
意
識
と
他
者
の
固
有
身
体
と
の
関
係
の
解
明
を
通
じ
て
進
め
ら
れ
て
き

た
。『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
で
は
、
他
者
知
覚
を
、
自
己
身
体
と
他
者
身
体
の
類

似
に
基
づ
く
統
覚
と
し
て
捉
え
（H
ua I, §50

）、
そ
の
受
動
的
な
基
礎
と
し
て
身

体
の
「
対
化
」
現
象
を
見
出
す
（H

ua I, §51

）。
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
さ
ら
に
、

身
体
的
主
体
性
の
基
礎
に
二
重
感
覚
と
い
う
「
一
種
の
反
省
」
を
置
き
、
他
者
経

験
を
そ
の
拡
張
と
見
な
す 

㈠

。
こ
う
し
て
、
身
体
化
さ
れ
た
意
識
に
よ
る
他
の

身
体
の
把
握
と
し
て
他
者
経
験
を
捉
え
る
こ
と
で
、
自
我
→
自
己
身
体
→
他
者
身

体
→
他
我
へ
と
辿
る
他
我
認
識
の
推
論
的
で
不
確
実
な
道
は
避
け
ら
れ
、
他
者
の

直
接
知
覚
へ
の
道
が
拓
か
れ
る
。
そ
こ
で
他
者
に
か
ん
す
る
一
切
の
謎
が
解
消
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
他
者
は
「
私
が
私
自
身
に
対
し
て
透
明
で
は
な
い
」
の
と

同
じ
よ
う
に
不
透
明
で
あ
り
、
他
者
は
ま
っ
た
き
不
可
知
に
と
ど
ま
る
の
で
も
、

私
に
対
し
て
透
明
な
存
在
で
あ
る
の
で
も
な
い 

㈡

。
こ
う
し
て
、
他
者
の
出
現

は
身
体
的
自
己
意
識
に
よ
る
他
者
の
固
有
身
体
の
知
覚
へ
と
還
元
さ
れ
、
間
主
観

性
は
間
身
体
性
を
意
味
す
る
。

サ
ル
ト
ル
は
有
名
な
「
ま
な
ざ
し
」
に
関
す
る
議
論
の
な
か
で
、
把
捉
不
能
な

主
観
と
し
て
の
他
者
に
よ
る
触
発
を
描
き
、
他
者
の
他
性
を
明
示
し
た
し
た
点
で

評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
、
再
帰
的
自
己
感
覚
に
基
づ
く
身
体
論
を
前
提
し
な
い
こ

の
議
論
は
し
ば
し
ば
批
判
の
対
象
と
な
る 

㈢

。
と
り
わ
け
他
者
の
出
現
の
動
機

に
か
ん
し
て
問
題
を
含
む
と
指
摘
さ
れ
る
。

第
一
に
、
バ
ル
バ
ラ
ス
に
よ
れ
ば
、
サ
ル
ト
ル
は
、
意
識
の
存
在
と
み
な
さ
れ

る
対
自
と
即
自
の
峻
別
ゆ
え
に
、
自
己
の
客
観
的
存
在
の
構
成
を
他
者
の
ま
な
ざ

し
に
求
め
る 

㈣

。
そ
の
一
方
で
、
主
観
と
し
て
の
他
者
を
あ
ら
ゆ
る
対
象
化
か

ら
逃
れ
た
存
在
と
み
な
す
こ
と
で
、
他
者
が
固
有
身
体
か
ら
分
離
さ
れ
る
。
そ
の

た
め
、
対
他
を
構
成
す
る
他
者
を
体
験
す
る
た
め
の
動
機
を
世
界
内
に
も
つ
こ
と

が
で
き
ず
、
何
を
き
っ
か
け
に
ま
な
ざ
し
体
験
が
成
立
す
る
か
を
解
明
で
き
な

い
。
そ
の
上
で
バ
ル
バ
ラ
ス
は
、
主
観
‐
他
者
の
体
験
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は

他
者
の
受
肉
が
要
請
さ
れ
る
、
と
主
張
す
る
。

第
二
に
、
サ
ル
ト
ル
が
こ
の
動
機
の
不
在
を
他
者
関
係
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
構
造

前
期
サ
ル
ト
ル
に
お
け
る
他
者
の
出
現

赤　

阪　

辰
太
郎
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に
訴
え
る
こ
と
で
乗
り
越
え
よ
う
と
試
み
て
い
る
、
と
い
う
指
摘
が
ザ
ハ
ヴ
ィ
に

よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る 

㈤

。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
共
存
在
が
現
存
在
の
構
造
と
見
な

さ
れ
る
点
を
ア
プ
リ
オ
リ
ズ
ム
と
し
て
批
判
し
、
他
者
と
の
「
出
会
い
」
に
対
他

存
在
の
基
礎
を
求
め
る
に
も
か
か
わ
ら
ず 

㈥

、
サ
ル
ト
ル
自
身
は
〈
私
が
対
象

と
な
る
と
き
他
者
が
存
在
す
る
こ
と
〉
を
他
者
経
験
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
前

提
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る 

㈦

。

さ
ら
に
付
加
的
な
論
点
と
し
て
、
サ
ル
ト
ル
は
自
他
関
係
の
敵
対
性（「
相
克
」）

を
強
調
す
る
が
、
相
互
の
否
定
は
意
識
化
以
前
の
身
体
同
士
の
平
和
的
共
存
の
上

に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
提
示
さ
れ
る
（Zahavi2002, 

pp. 280-281

）。

以
上
を
背
景
と
し
つ
つ
、
本
稿
で
は
『
存
在
と
無
』
に
お
け
る
他
者
の
出
現
に

つ
い
て
論
じ
る
。同
書
に
お
い
て
こ
の
主
題
は
、
無
の
問
題
を
提
起
す
る
第
一
部
、

意
識
の
存
在
と
み
な
さ
れ
る
対
自
存
在
の
構
造
を
描
き
出
す
第
二
部
の
次
に
置
か

れ
た
、
第
三
部
「
対
他
存
在
」
に
お
い
て
主
に
論
じ
ら
れ
る
。
他
者
経
験
全
般
に

と
っ
て
本
質
的
な
こ
の
主
題
は
第
三
部
全
体
に
わ
た
っ
て
扱
わ
れ
る
た
め
、
わ
れ

わ
れ
も
以
下
の
構
成
上
の
必
要
に
応
じ
て
、
適
宜
そ
の
議
論
を
参
照
す
る
。
本
稿

で
は
サ
ル
ト
ル
に
お
け
る
他
者
経
験
を
二
つ
の
水
準
か
ら
成
り
立
つ
も
の
と
理
解

し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
経
験
的
水
準
と
、
他
者
の
根
本
的
な
現
前
が
扱
わ
れ
る
存

在
関
係
の
水
準
で
あ
る
。
上
の
批
判
は
こ
の
二
つ
の
水
準
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
展

開
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
次
の
よ
う
に
進
む
。
第
一
に
、
経
験
的
な
他
者
の
出
現

を
支
え
る
構
造
と
し
て
「
側
面
的
固
有
性
」
の
概
念
に
焦
点
を
当
て
る
。
こ
の
過

程
で
わ
れ
わ
れ
は
サ
ル
ト
ル
に
よ
る
身
体
概
念
の
拡
張
に
つ
い
て
論
じ
る
。
第
二

に
、
経
験
的
な
他
者
の
出
現
と
、
そ
れ
を
成
立
さ
せ
る
他
者
の
「
根
本
的
な
」
現

前
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。
根
本
的
な
現
前
に
お
い
て
成
立
す
る
自
他
の
存

在
関
係
が
、
間
身
体
性
と
は
異
な
っ
た
間
主
観
性
で
あ
る
。
続
い
て
、
他
者
経
験

の
現
実
的
な
基
礎
を
「
誕
生
」
と
い
う
「
絶
対
的
出
来
事
」
の
な
か
に
見
出
し
、

経
験
的
水
準
と
存
在
関
係
の
水
準
が
交
錯
す
る
点
と
し
て
示
す
こ
と
で
、
他
者
の

出
現
に
か
か
わ
る
サ
ル
ト
ル
の
理
論
構
成
を
再
提
示
す
る
。

二
、
他
者
の
出
現
の
経
験
的
条
件
と
存
在
論
的
条
件

他
者
の
出
現
の
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
以
下
で
は
他
者
の
出
現
を
支

え
る
構
造
を
事
物
の
側
面
的
固
有
性
と
（
二-

一
）、
存
在
関
係
（
二-

二
）
の
二

側
面
か
ら
論
じ
る
。
前
者
は
他
者
が
多
様
な
仕
方
で
経
験
さ
れ
る
た
め
の
世
界
の

構
造
に
、
後
者
は
こ
れ
ら
の
多
様
な
出
現
を
背
後
か
ら
支
え
る
存
在
論
的
基
礎
に

対
応
す
る
。

二-

一
、
側
面
的
固
有
性

サ
ル
ト
ル
が
他
者
に
つ
い
て
論
じ
る
と
き
、
知
覚
野
に
お
け
る
他
者
の
固
有

身
体
の
出
現
の
み
な
ら
ず
、
固
有
身
体
が
不
在
の
場
面
で
他
者
を
観
取
す
る
例

を
も
取
り
上
げ
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
例
の
選
択
に
他

者
経
験
成
立
の
基
準
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
私
が
家
主
を
待

つ
こ
の
サ
ロ
ン
は
、
そ
の
全
体
の
う
ち
に
、
所
有
者
の
身
体
を
顕
示
し
て
い
る
」

（EN
381-2

）。
こ
こ
で
身
体
と
名
指
さ
れ
る
も
の
は
他
者
の
固
有
身
体
と
似
て
も

似
つ
か
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
確
か
に
そ
こ
に
他
者
の
端
的
な

あ
ら
わ
れ
を
見
出
す
。
こ
こ
で
サ
ル
ト
ル
は
、
人
間
存
在
を
固
有
身
体
に
受
肉
し

た
意
識
と
捉
え
、
身
体
知
覚
を
他
者
知
覚
の
唯
一
の
源
泉
と
す
る
よ
う
な
思
考
と

距
離
を
取
っ
て
い
る
。
で
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
身
体
概
念
を
ど
の
よ
う
に
拡

張
し
、
何
を
他
者
の
出
現
の
条
件
と
し
て
認
め
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
他

者
経
験
の
成
立
を
支
え
る
世
界
の
構
造
を
「
側
面
的
固
有
性
」
概
念
か
ら
描
き
出

し
、
経
験
的
な
他
者
の
出
現
の
た
め
の
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
。
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ま
ず
、
サ
ル
ト
ル
の
身
体
観
の
基
本
的
な
構
図
を
確
認
し
よ
う
。
サ
ル
ト
ル
は

身
体
を
大
き
く
二
つ
の
位
相
か
ら
捉
え
る
。
す
な
わ
ち
「
対
自
身
体
」
と
「
対
他

身
体
」
で
あ
る 
㈧

。
後
者
は
他
者
に
よ
っ
て
ま
な
ざ
さ
れ
る
私
の
客
観
的
存
在

を
指
し
、
前
者
は
ま
な
ざ
し
を
意
識
し
な
い
対
自
が
世
界
へ
と
コ
ミ
ッ
ト
す
る
際

に
生
き
ら
れ
て
い
る
身
体
を
指
す
。
こ
の
生
き
ら
れ
た
対
自
身
体
は
両
義
的
に
定

義
さ
れ
る
。
一
方
で
、
そ
れ
は
対
自
の
超
越
、
す
な
わ
ち
世
界
に
向
け
て
の
行
為

的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
お
い
て
通
り
過
ぎ
ら
れ
、
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
る
も
の

の
全
体
を
指
し（「
対
自
に
よ
っ
て
存
在
さ
れ
る
偶
然
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（EN
379

））、
他
方
で
、

超
越
に
よ
っ
て
手
段
化
さ
れ
た
道
具
複
合
の
全
体
が
指
示
す
る
中
心
を
意
味
す
る

（「
参
照
の
中
心
」（Ibid.

））。
こ
う
し
て
対
自
身
体
は
、
対
自
の
超
越
を
中
心
に
、

そ
れ
が
波
及
す
る
全
体
お
よ
び
状
況
が
指
し
示
す
中
心
と
い
う
二
側
面
の
相
補
性

か
ら
規
定
さ
れ
る 

㈨

。

世
界
内
で
の
他
者
の
把
握
に
も
こ
の
規
定
は
か
か
わ
る
。
道
具
的
事
物
の
固
有

の
配
置
が
、
そ
の
中
心

0

0

と
し
て
の
他
者
の
固
有
性
を
指
し
示
す
の
で
あ
る
。

私
は
、
こ
の
超
越
［
他
者
］
を
世
界
の
う
ち
に
捉
え
る
の
で
あ
り
、
し
か
も

根
源
的
に
、
私
の

0

0

世
界
に
属
す
る
道
具
‐
事
物
の
あ
る
一
つ
の
配
置
と
し
て

捉
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
道
具
‐
事
物
が
、
さ
ら
に
そ
の
上

0

0

0

0

0

0

、

世
界
の
た
だ
な
か
に
存
在
す
る
一
つ
の
二
次
的
な
参
照
の
中
心
、
私
で
は
な

い
参
照
の
中
心
を
指
示
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。（Ibid.

）

こ
こ
で
私
の
状
況
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
諸
対
象
が
私
と
は
別
の
参

照
の
中
心
に
向
け
ら
れ
る
の
は
、
対
象
が
備
え
る
「
側
面
的
固
有
性
」（EN

380

）

に
よ
っ
て
い
る
。
側
面
的
固
有
性
と
は
、
道
具
が
匿
名
的
な
〈
ひ
と
〉
の
使
用
へ

と
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
特
定
の
誰
か

0

0

0

0

0

に
適
し
て
用
い
ら
れ
る
よ

う
配
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
道
具
に
目
的
に
奉
仕
す
る
使
用
的
価
値
と
は

異
な
る
価
値
を
帯
び
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
文
化
的
対
象

（
作
品
や
道
具
な
ど
）
が
あ
る
主
観
と
そ
の
志
向
を
指
示
す
る
と
述
べ
る
が
（H

ua 
I, 124

）、
サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
指
示
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が

対
象
と
所
有
的
関
係
を
結
ぶ
と
き
事
物
に
側
面
的
固
有
性
を
付
与
す
る
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
こ
の
固
有
性
は
、
固
有
身
体
の
知
覚
が
わ
れ
わ
れ
に
了
解
さ
せ
る

他
者
の
事
実
性
と
は
別
の
仕
方
で
、「
家
の
壁
や
家
具
の
上
に
少
し
ず
つ
沈
殿
し
て

い
っ
た
所
有
の
層
」㈩
や
「
所
有
の
雰
囲
気
」（M

A
535-6

）
と
し
て
感
じ
取
ら

れ
、
私
と
は
別
の

0

0

0

0

0

世
界
に
向
け
て
の
超
越
と
そ
の
出
発
点
が
存
在
す
る
こ
と
を
端

的
に
告
知
す
る
。「
事
物
が
そ
の
側
面
的
二
次
的
配
置
に
よ
っ
て
指
示
す
る
も
の

は
、
身
体
と
し
て
の
他
者
で
あ
る
」（EN

380

）。

こ
う
し
て「
他
者
は
根
源
的
に
状
況
の
な
か
の
身
体
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

私
に
与
え
ら
れ
る
」

（EN
384

）。
こ
こ
で
他
者
の
状
況
を
構
成
す
る
も
の
は
、
目
的
に
向
け
た
意
図
的

な
行
為
の
相
関
者
に
限
定
さ
れ
な
い
。「
身
体
は
、
呼
吸
す
る
空
気
と
の
関
係
に

よ
っ
て
も
、
飲
む
水
と
の
関
係
に
よ
っ
て
も
、
食
べ
る
肉
と
の
関
係
に
よ
っ
て
も

規
定
さ
れ
る
」（EN

385

）。
意
図
的
・
能
動
的
行
為
の
背
後
で
「
背
景
‐
身
体
」

（Ibid.

）
を
な
す
こ
の
契
機
は
「
生
命
」（Ibid.

）
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
文

化
的
対
象
だ
け
で
な
く
、
環
境
世
界
の
全
体
が
身
体
を
告
知
す
る
も
の
と
し
て
名

指
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
状
況
の
な
か
の
身
体
は
他
者
の
出
現
に
つ
い
て
の
期
待
は
ず
れ
や
更

新
可
能
性
を
織
り
込
ん
だ
モ
デ
ル
で
あ
る
。
状
況
を
通
じ
た
他
者
身
体
の
告
知
は

「
両
義
性
」（EN

332

）
を
伴
う
が
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
状
況
を
「
な
ん
ら
か
の

明
示
的
な
構
造
」（Ibid.

）
を
図
と
し
て
、
そ
れ
を
取
り
囲
む
全
体
を
無
差
異
な

地
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。「
私
が
他
者
の
意
図
に
つ
い
て
思
い
違

い
を
す
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
私
が
そ
の
し
ぐ
さ
の
ま
わ
り
に
全
世
界
を
組
織
づ
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け
る
仕
方
が
、
事
実
そ
の
世
界
が
組
織
づ
け
ら
れ
る
仕
方
と
異
な
る
か
ら
で
あ

る
」（Ibid.

）。

こ
う
し
て
サ
ル
ト
ル
は
〈
状
況
の
な
か
の
身
体
〉
と
い
う
拡
張
さ
れ
た
身
体
概

念
を
提
示
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ
り
、
身
体
を
器
官
の
集
合
と
み
な
す
解
剖

学
的
・
生
理
学
的
言
説
か
ら
距
離
を
取
る
だ
け
で
な
く
（EN

379, 388-389, 398-
399

）、
こ
の
概
念
を
他
者
経
験
の
多
様
な
あ
り
方
を
反
映
し
た
も
の
へ
と
刷
新
す

る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
議
論
は
他
者
経
験
の
現
象
学
的
分
析
に
と
っ
て
積
極
的

意
義
を
も
つ
。
こ
こ
で
身
体
が
指
す
外
延
は
大
き
く
拡
張
さ
れ
、
不
在
の
他
者
と

の
関
係
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
な
る 

�

。
先
の
例
で
は
、
部
屋
の
雰
囲

気
に
よ
っ
て
他
者
の
存
在
が
積
極
的
に
記
述
さ
れ
た
。遠
足
に
来
た
テ
レ
ー
ズ
が
、

欠
席
し
た
ピ
エ
ー
ル
の
不
在
を
感
じ
る
、
と
い
う
例
で
は
、
そ
こ
に
居
な
い
他
者

が
不
在
を
通
じ
て
は
っ
き
り
と
感
じ
ら
れ
る
、
と
い
う
日
常
的
な
他
者
経
験
の
一

側
面
が
取
り
上
げ
ら
れ
る 

�

。
さ
ら
に
、
手
紙
に
よ
っ
て
他
者
が
提
示
さ
れ
る

場
面
を
サ
ル
ト
ル
は
度
々
扱
い
、
日
記
の
な
か
で
は
そ
の
特
異
な
時
間
経
験
が
分

析
さ
れ
る 

�

。
わ
れ
わ
れ
は
い
ず
れ
の
事
例
に
お
い
て
も
他
者
の
出
現
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
は
知
覚
野
に
固
有
身
体
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
は
な
く
、
身
体
が
行
為
を
通
じ
て
状
況
全
体
に
広
が
り
、
そ
の
痕
跡
を
わ
れ

わ
れ
が
認
知
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

二–

二
、
存
在
関
係

他
者
経
験
の
根
拠
を
受
肉
し
た
意
識
と
し
て
の
固
有
身
体
の
知
覚
の
な
か
に
求

め
る
か
わ
り
に
、
身
体
概
念
を
拡
張
し
つ
つ
、
サ
ル
ト
ル
は
状
況
の
な
か
の
身
体

の
観
取
の
な
か
に
そ
れ
を
見
出
し
た 

�

。
こ
う
し
て
他
者
の
出
現
の
た
め
の
経

験
的
条
件
が
素
描
さ
れ
た
。
し
か
し
先
の
バ
ル
バ
ラ
ス
に
よ
る
批
判
が
提
起
す
る

動
機
を
め
ぐ
る
問
い
は
残
る
。
状
況
の
な
か
の
身
体
が
対
他
を
構
成
す
る
他
者
で

あ
る
こ
と
は
、
こ
の
身
体
の
認
知
に
よ
っ
て
確
実
に
は
知
ら
れ
得
な
い
。
サ
ル
ト

ル
自
身
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
世
界
内
の
対
象
‐
他
者
の
知
覚
は
錯
覚
可
能
性
を

織
り
込
ん
だ
蓋
然
的
な
も
の
で
あ
り
、
対
他
を
構
成
す
る
他
者
の
存
在

0

0

の
確
実
性

は
別
の
仕
方
で
与
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
サ
ル
ト
ル
は
、
経
験
的
な
他

者
の
出
現
が
成
立
す
る
た
め
の
よ
り
基
礎
的
な
次
元
と
し
て
、
ま
な
ざ
し
の
体
験

の
確
実
性
と
、
他
者
と
の
存
在
関
係
と
い
う
二
つ
の
契
機
に
注
目
し
、
両
者
を
関

連
づ
け
る
。
し
か
し
、
経
験
の
背
景
に
あ
る
次
元
を
指
摘
す
る
こ
と
は
ア
プ
リ
オ

リ
ズ
ム
に
陥
る
危
険
と
隣
合
わ
せ
で
は
な
い
か
。
以
下
で
は
、
ま
な
ざ
し
体
験
と

存
在
論
的
次
元
と
の
相
関
関
係
を
整
理
し
た
上
で
、
こ
の
新
た
な
問
い
へ
と
取
り

組
も
う
。

第
一
に
、
わ
れ
わ
れ
は
羞
恥
や
自
負
、
恐
怖
の
よ
う
な
固
有
の
感
情
に
お
い

て
、
自
己
の
客
観
的
存
在
の
触
発
に
つ
い
て
の
確
実
な
体
験
を
も
つ
。
こ
れ
が
ま

な
ざ
し
の
体
験
で
あ
る
（EN

260

）。

体
験
の
確
実
性
と
は
独
立
に
、
意
識
個
体
間
で
関
係
が
結
ば
れ
て
お
り
、
世

界
内
で
そ
れ
が
顕
在
化
す
る
と
き
、
一
方
が
主
観
で
あ
り
、
他
方
が
対
象
と
な

る
（EN

296, 309-310, 318

）。
こ
れ
を
「
認
識
の
外
部
に
お
い
て
」（EN

292

）

結
ば
れ
る
、
存
在
間
の
関
係
と
い
う
意
味
で
〈
存
在
関
係
〉
と
呼
ぼ
う 

�

。
他

者
と
私
と
の
存
在
関
係
は
「
相
互
的
な
」「
内
的
否
定
の
関
係
」（EN

323

）
と

呼
ば
れ
る
。
内
的
否
定
と
は
、
対
自
存
在
が
他
の
存
在
（
の
性
質
）
を
規
定
す

る
際
、
そ
の
規
定
の
否
定
と
し
て
自
己
自
身
を
構
成
す
る
よ
う
な
関
係
を
意
味

す
る
（EN

211

）。
こ
こ
に
サ
ル
ト
ル
は
、
否
定
さ
れ
た
存
在
が
否
定
す
る
存
在

に
「
影
響
を
及
ぼ
す
」
と
い
う
意
味
で
、
二
項
間
の
「
存
在
の
き
ず
な
」
を
見
出

す
（Ibid.
）。
そ
れ
自
体
が
内
的
否
定
の
主
体
と
な
り
え
な
い
即
自
存
在
と
の
関

係
と
は
異
な
り
、
他
者
関
係
に
お
い
て
は
、
内
的
否
定
は
自
他
の
き
ず
な
で
あ

る
と
同
時
に
「
絶
対
的
分
離
」（EN

325

）
を
構
成
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
双
方
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向
的
な
内
的
否
定
の
う
ち
、
一
方
が
否
定
す
る
主
体
と
し
て
関
係
が
顕
在
化
し
て

い
る
と
き
に
は
、
他
方
は
否
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
性
質
を
通
じ
て
、
否
定
す
る
主

体
を
規
定
す
る
よ
う
な
対
象
と
し
て
生
起
し
て
い
る
。
こ
の
関
係
は
、
他
者
と
の

関
係
が
具
体
化
し
た
と
き
に
の
み
顕
在
化
す
る
た
め
、
経
験
か
ら
独
立
し
た
構
造

で
は
な
い
が 

�

、
他
者
関
係
が
状
況
の
な
か
で
結
ば
れ
る
と
き
に
は
必
ず
取
ら

れ
る
形
式
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
必
然
性
を
も
つ
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
サ
ル
ト
ル

は
「
事
実
の
必
然
性
」
と
呼
び
、
存
在
関
係
は
事
実
の
必
然
性
を
も
つ
と
さ
れ
る

（EN
289-290, 315, 319

）。

と
こ
ろ
で
、
ま
な
ざ
し
の
体
験
に
お
け
る
触
発
は
、
触
発
さ
れ
る
者
の
対
象
存

在
を
、
私
に
対
象
と
し
て
認
識
さ
せ
る
こ
と
な
く
顕
示
す
る
の
だ
か
ら
、
存
在
関

係
か
ら
、
ま
な
ざ
し
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
主
観
‐
他
者
の
現
前
が
あ
る
は
ず
で
あ

る
。
た
だ
し
、
主
観
と
し
て
の
他
者
は
対
象
化
に
よ
っ
て
把
捉
不
可
能
で
あ
り
、

事
物
の
領
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
以
上
、
個
体
化
さ
れ
な
い
「
数
以
前
の
」
存

在
で
あ
る
（EN

320

）。
そ
れ
ゆ
え
、
主
観
と
し
て
の
他
者
を
誰
か

0

0

と
し
て
見
る

こ
と
は
か
な
わ
な
い
が
、
存
在
関
係
と
触
発
の
確
実
性
ゆ
え
に
、
そ
の
存
在
は
確

証
さ
れ
て
い
る
。「
コ
ギ
ト
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
私
の
意
識
が
疑
い
な
く
意
識

自
身
と
意
識
の
存
在
を
証
言
す
る
の
と
同
様
、
特
殊
な
意
識
、
た
と
え
ば
「
羞
恥

意
識
」
は
コ
ギ
ト
に
対
し
て
、
疑
い
な
く
、
意
識
自
身
と
他
者
の
存
在
を
証
言
す

る
」（EN

312

）。
こ
う
し
て
、
サ
ル
ト
ル
は
ま
な
ざ
し
の
体
験
と
い
う
「
根
源
的

な
現
前
」（EN

296, 319

）
を
「
私
が
他
者
に
つ
い
て
も
つ
認
識
に
よ
る
の
と
は

別
の
仕
方
で
他
者
が
あ
ら
わ
れ
る
と
き
の
根
本
的
な
結
び
つ
き
」（EN

292

）
と

み
な
し
、
他
者
関
係
の
基
礎
に
置
く
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ま
な
ざ
し
の
体
験
と
存
在
関
係
の
縫
合
が
、
状
況
に
お
け
る
対
象
と

し
て
の
他
者
の
経
験
を
動
機
づ
け
る
。「
他
者
の
存
在
に
つ
い
て
の
私
の
確
信
は
、

そ
れ
ら
の
経
験
［
知
覚
野
に
お
け
る
対
象
‐
他
者
の
経
験
］
に
依
存
す
る
の
で
は

な
い
。
む
し
ろ
反
対
に
、
そ
れ
ら
の
経
験
を
可
能
に
す
る
の
は
、
他
者
の
存
在
に

つ
い
て
の
私
の
確
信
で
あ
る
」（EN

319

）。「
わ
れ
わ
れ
が
他
者
の
対
象
化
を
他

者
に
対
す
る
私
の
関
係
の
第
二
の
契
機
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

私
に
対
す
る
主
観
‐
他
者
の
こ
の
現
前
か
ら
出
発
し
て
で
あ
り
、
私
が
引
き
受
け

た
私
の
対
象
性
の
う
ち
で
、
私
の
対
象
性
を
通
し
て
で
あ
る
」（EN

326

）。
他
者

の
存
在
に
つ
い
て
の
確
信
は
、
世
界
の
な
か
に
（
蓋
然
的
な
）
対
象
‐
他
者
の
痕

跡
を
読
み
と
る
、
と
い
う
私
の
行
為
を
背
後
か
ら
支
え
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
確

信
は
、
私
が
ま
な
ざ
さ
れ
る
体
験
の
確
実
性
と
、
存
在
関
係
の
事
実
的
必
然
性
に

も
と
づ
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
存
在
関
係
と
ま
な
ざ
し
の
体
験
が
、
対
象
と

し
て
の
他
者
へ
の
関
係
を
動
機
づ
け
て
い
る
。

こ
こ
で
、
存
在
関
係
と
ま
な
ざ
し
の
体
験
の
相
関
性
を
よ
り
明
確
に
把
握
す
る

た
め
に
、
ザ
ハ
ヴ
ィ
の
批
判
に
立
ち
戻
り
た
い
。「
ま
な
ざ
し
と
は
た
ん
に
私
の

根
源
的
な
対
他
存
在
（EN

471/543

）
の
具
体
的
な
顕
示
に
す
ぎ
ず
、
他
者
は
そ

れ
を
通
し
て
私
が
対
象
と
な
る
と
き
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
現
前
し
て
お
り
、
こ
の
他

者
へ
の
基
礎
的
な
関
係
が
具
体
的
な
他
者
に
つ
い
て
の
私
の
個
別
的
な
経
験
の
可

能
性
の
条
件
で
あ
る
（
こ
れ
が
個
別
的
な
他
者
と
の
具
体
的
な
出
会
い
が
私
の
基

礎
的
な
対
他
存
在
の
た
ん
な
る
経
験
的
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
記
述
さ
れ
る
理

由
で
あ
る
―EN

327/373

）、
と
い
う
よ
う
に
サ
ル
ト
ル
が
主
張
を
進
め
る
と
き
、

彼
が
以
前
批
判
し
て
い
た
よ
う
な
類
の
ア
プ
リ
オ
リ
ズ
ム
を
自
ら
主
張
す
る
と
い

う
理
由
で
彼
を
批
判
し
な
い
こ
と
は
難
し
い
」（Zahavi2002, p. 271-272. 

引
用

内
頁
付
はT

el

旧
版/

英
訳
）。
ザ
ハ
ヴ
ィ
は
こ
こ
で
存
在
関
係
を
あ
る
種
の
理
念

と
見
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
理
念
が
個
別
の
他
者
経
験
に
お
い
て
、
ア
プ
リ

オ
リ
な
条
件
の
特
殊
化
と
し
て
具
体
化
す
る
、
と
い
う
構
図
を
描
く
。
こ
の
解
釈

を
と
る
な
ら
、
明
ら
か
に
、
存
在
関
係
は
ま
な
ざ
し
に
由
来
す
る

0

0

0

0

わ
け
で
は
な

い
。
こ
の
関
係
は
ま
な
ざ
し
体
験
に
お
い
て
確
信
さ
れ
る
も
の
の
、
関
係
そ
の
も
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の
は
羞
恥
の
体
験
と
独
立
に
、
基
礎
的
な
対
他
存
在
と
し
て
、
他
者
経
験
の
可
能

性
の
条
件
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
条
件
の
措
定

こ
そ
が
問
題
で
あ
っ
た
。

上
の
論
点
は
サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
の
理
論
構
成
の
根
幹
に
か
か
わ
る
。
こ
こ
で

問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
条
件
が
真
に
経
験
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
も
の

か
、
あ
る
い
は
、
サ
ル
ト
ル
が
主
張
し
た
よ
う
に
「
出
会
い
」
に
根
を
も
つ
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
つ
と
す
れ
ば
い
か
な
る
事
実
に
根
を
も
つ
の
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
点
を
引
き
受
け
た
上
で
、
次
に
存
在
関
係
の
根
拠
と
し

て
の
「
絶
対
的
出
来
事
」
に
焦
点
を
当
て
よ
う
。

三
、
存
在
関
係
の
基
礎
と
し
て
の
絶
対
的
出
来
事

し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
通
り
過
ぎ
ら
れ
る
箇
所
で
は
あ
る
が
、
他

者
の
「
根
源
的
現
前
」
が
「
歴
史
以
前
的
歴
史
化
」（EN

322

）
と
名
指
さ
れ
て

い
る
点
は
、
こ
の
問
題
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の

概
念
が
指
し
示
す
も
の
こ
そ
、
存
在
関
係
の
発
生
的
起
源
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

概
念
は
、
対
自
の
出
現
が
他
者
を
前
に
し
た
出
来
事
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
対
他

の
側
面
を
も
つ
、
と
指
摘
さ
れ
る
際
に
導
入
さ
れ
る
。
必
要
な
か
ぎ
り
で
文
脈
を

整
理
し
よ
う
。

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、『
存
在
と
無
』
は
即
自
と
対
自
の
対
概
念
を
中
心
に
構

成
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
い
か
な
る
否
定
性
も
も
た
な
い
全
き
肯
定
性
、
存
在
充

実
と
し
て
定
義
さ
れ
、
後
者
は
そ
れ
を
否
定
的
に
規
定
す
る
こ
と
で
、
指
示
や
距

離
・
関
係
を
導
入
し
、
世
界
の
意
味
を
開
示
す
る
意
識
の
存
在
と
見
な
さ
れ
る
。

論
述
の
過
程
で
サ
ル
ト
ル
は
、
対
自
の
出
現
―
―
無
化
に
よ
る
世
界
開
示
の
可
能

性
そ
の
も
の
の
開
け
―
―
の
発
生
的
起
源
に
あ
る
出
来
事
を
問
う
。
こ
の
出
来

事
は
「
絶
対
的
出
来
事
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
誕
生
」（EN

174

）
の
事

実
と
同
一
視
さ
れ
る 

�

。
誕
生
と
は
、
原
初
的
な
時
間
化
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、

こ
の
絶
対
的
な
始
ま
り
に
お
い
て
、
現
在
と
以
前
の
最
初
の
分
岐
、
過
去
化
の
最

初
の
一
撃
が
生
じ
、
今
で
は
な
い

0

0

も
の
と
し
て
の
過
去
と
い
う
最
初
の
否
定
性
か

ら
、
前
後
関
係
と
時
空
間
的
尺
度
と
い
う
開
示
の
条
件
そ
の
も
の
が
出
現
す
る

（EN
174-175

）。

と
こ
ろ
で
サ
ル
ト
ル
は
、
対
自
と
対
他
を
混
同
し
な
い
よ
う
に
留
意
し
つ
つ
も

（EN
322

）、
対
他
の
起
源
を
絶
対
的
出
来
事
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
。「
お
そ
ら

く
わ
れ
わ
れ
の
人
間
的
現
実
は
同
時
に
対
自
と
対
他
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

［
…
］
同
様
に
私
の
対
他
存
在
は
、
私
の
［
即
自
］
存
在
へ
の
出
現
の
よ
う
に
、

絶
対
的
出
来
事
と
い
う
性
格
を
も
つ
」（Ibid.

）。「
存
在
へ
の
出
現
」
と
い
う
記

述
に
注
目
し
よ
う
。
対
自
は
自
己
時
間
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
世
界
を
開
示
す

る
が
、
サ
ル
ト
ル
は
こ
れ
が
他
者
た
ち
を
前
に
し
て
行
わ
れ
る
、
と
指
摘
す
る
。

「
私
は
他
者
へ
の
現
前
と
し
て
自
己
時
間
化
す
る
」（Ibid.

）。
す
な
わ
ち
、
自
己

時
間
化
の
出
来
事
は
、
過
去
‐
現
在
‐
未
来
を
つ
な
ぐ
自
己
歴
史
化
の
可
能
性
を

開
く
の
み
な
ら
ず
、
他
者
た
ち
が
既
に
作
っ
て
来
、
ま
た
私
が
参
入
し
つ
つ
と
も

に
歴
史
化
し
て
ゆ
く
よ
う
な
具
体
的
な
人
間
的
歴
史
の
条
件
の
出
現
を
も
意
味
す

る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
こ
の
出
来
事
に
お
け
る
「
私
の
意
識
と
他
者
の
意
識

と
の
最
初
の
関
係
」（EN

293

）
の
生
成
の
具
体
相
を
追
っ
て
ゆ
こ
う
。
自
他
の

最
初
の
関
係
は
、
形
式
的
に
は
内
的
否
定
に
よ
る
「
相
互
性
の
関
係
」（EN

323

）

と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
個
体
化
さ
れ
自
律

的
に
存
在
す
る
私
と
他
者
と
の
外
的
関
係
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
自
他

の
「
双
子
的
な
出
現surgissem

ent gém
elle

」（EN
292

）
と
い
う
側
面
を
も
っ

て
お
り
、「
他
者
と
対
に
な
る
存
在être-en-couple-avec-l'autre

」
の
生
成
な
の

で
あ
る
。「
対couple

」
や
「
双
子
的gém

elle

」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
名
指
さ
れ
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る
と
お
り
、
そ
れ
は
他
者
が
私
を
構
成
し
た
り
、
逆
に
私
が
他
者
を
構
成
し
た

り
す
る
関
係
を
指
す
の
で
も
な
い
。「
私
が
他
者
で
あ
る
こ
と
を
拒
む
た
め
に
承

認
す
る
他
者
は
、
な
に
よ
り
ま
ず
そ
れ
に
と
っ
て
私
の
対
自
が
存
在
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」

（EN
324

）
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
絶
対
的
出
来
事
と
は
ま
さ
に
二
項
の
同
時

的
・
相
互
依
存
的
な
共
同
出
来
な
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
一
九
一
四
年
頃
の

草
稿
の
な
か
で
「
我
は
汝
と
の
対
比
の
な
か
で
は
じ
め
て
構
成
さ
れ
る
」（H

ua 
X

III, 247

）
と
述
べ
た
が
、
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
も
、
自
己
の
成
立
は
こ
の
対
比

K
ontrast

の
出
現
の
な
か
に
あ
る 
�

。
対
比
の
な
か
で
自
己
と
他
者
が
定
立
さ

れ
て
く
る
よ
う
な
こ
の
力
動
的
な
場
は
、
や
は
り
作
動
す
る
双
方
向
的
な
否
定
作

0

0

0

用0

と
し
て
記
述
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
そ
こ
は
平
和
的
な
共
存
の
場
で

は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
を
確
立
さ
れ
た
自
己
同
士
の
敵
対
関
係
へ
と
図
式
化
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場
に
お
い
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
も
の

こ
そ
が
、
私
と
他
者
と
の
敵
対
の
基
礎
の
出
現

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
か
ら
で
あ
る
。

絶
対
的
出
来
事
が
対
自
の
出
来
事
で
あ
る
と
同
時
に
対
他
の
出
来
事
で
あ
り
、

他
者
経
験
が
他
者
の
根
源
的
な
現
前
を
た
え
ず
参
照
し
続
け
る
な
ら
ば
、
事
実
的

必
然
性
を
も
つ
と
さ
れ
る
存
在
関
係
は
、
自
他
の
原
初
的
な
生
成
の
出
来
事
の
絶

え
ざ
る
再
生
成
の
静
態
的
な
表
現

0

0

0

0

0

0

を
意
味
し
、
絶
対
的
出
来
事
が
も
つ
発
生
的
構

造
の
形
式
化
を
意
味
す
る
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
存
在
関

係
は
わ
れ
わ
れ
の
生
と
独
立
の
抽
象
的
な
法
則
な
ど
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
世

界
へ
の
出
現
以
来
作
動
し
続
け
て
い
る
、
自
他
の
生
成
の
力
動
性
そ
の
も
の
な
の

で
あ
る
。

四
、
結
論

本
稿
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
振
り
返
ろ
う
。
わ
れ
わ

れ
は
ま
ず
、
サ
ル
ト
ル
の
他
者
論
が
再
帰
的
身
体
的
自
己
意
識
か
ら
出
発
し
な
い

点
を
確
認
し
、
続
い
て
状
況
全
体
に
拡
張
さ
れ
た
身
体
概
念
を
見
出
し
た
。
こ
の

概
念
に
よ
っ
て
、
固
有
身
体
に
基
づ
か
な
い
他
者
経
験
を
、
事
象
に
即
し
た
適
切

な
仕
方
で
現
象
学
的
分
析
の
俎
上
に
載
せ
る
可
能
性
が
拓
か
れ
た
。
そ
の
後
、
多

様
な
他
者
経
験
の
基
礎
に
あ
る
存
在
論
的
な
水
準
に
目
を
向
け
、
い
わ
ゆ
る
ま
な

ざ
し
の
体
験
と
、
自
他
の
存
在
関
係
と
の
相
関
性
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、

存
在
関
係
を
ア
プ
リ
オ
リ
な
法
則
と
見
な
す
ザ
ハ
ヴ
ィ
の
立
場
に
対
し
て
、
こ
の

関
係
の
事
実
的
な
基
礎
と
し
て
誕
生
の
出
来
事
を
提
示
し
た
。
こ
の
出
来
事
に
お

い
て
生
起
し
て
い
る
も
の
こ
そ
、
間
身
体
性
と
は
別
の
仕
方
で
捉
え
ら
れ
た
間
主

観
性
の
基
礎
で
あ
る
。
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捉
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し
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の
「
身
体
の
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の
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が
続
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が
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こ
で
は
立
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。
サ
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身
体
論
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快
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理
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erm

ann, 2015, pp. 156-180

を
参
照
。

㈨　
「
私
の
身
体
は
世
界
と
共
外
延
的
で
あ
り
、
諸
事
物
を
と
お
し
て
あ
ら
ゆ
る
方
向
に

散
ら
ば
っ
て
お
り
、
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
事
物
が
こ
ぞ
っ
て
指
示
す
る
こ
の
唯
一
の

点
で
あ
る
［
…
］」（EN

358

）。

㈩　
「
あ
る
家
が
取
り
憑
か
れ
て
い
るhantée

と
い
う
こ
と
は
、
金
や
労
苦
を
も
っ
て
し

て
も
最
初
の
占
有
者
に
よ
る
こ
の
家
の
所
有
＝
憑
依
と
い
う
絶
対
的
形
而
上
学
的
な

事
実
を
、
消
し
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
古
い

屋
敷
に
取
り
憑
く
幽
霊
は
、
格
の
下
が
っ
た
ラ
レ
ス
［
家
の
守
り
神
］
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
、
こ
の
ラ
レ
ス
自
身
は
、
家
の
壁
や
家
具
の
上
に
少
し
ず
つ
沈
殿
し
て
い
っ

た
所
有
の
層
で
な
け
れ
ば
何
だ
ろ
う
か
。
対
象
と
そ
の
所
有
者
と
の
関
係
を
指
し
示

す
次
の
よ
う
な
表
現
そ
の
も
の
が
、
十
分
に
、
我
有
化
の
深
い
浸
透
を
物
語
っ
て
い

る
。「
所
有
さ
れ
る
と
は
…
の
も
の
で
あ
る
＝
に
属
し
て
存
在
す
る
こ
と
で
あ
るêtre 

possédé, c'est être à...

」。
こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
所
有
さ
れ
て
い
る
対
象
が
侵

害
さ
れ
る
の
は
そ
の
存
在
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
と
い
う
こ
と
だ
」（EN

633-634

）。

�　
「「
よ
そ
に
あ
る
」
は
、
あ
る
具
体
的
な
状
況
の
中
に
、
諸
道
具
‐
事
物
の
具
体
的

総
体
と
の
関
係
に
お
い
て
「
そ
こ
に
あ
る
」
こ
と
な
の
で
、
す
で
に
事
実
性
で
あ
り
、

偶
然
性
で
あ
る
」（EN

382

）。

�　

不
在
を
感
じ
る
体
験
を
他
者
の
想
像

0

0

に
還
元
す
る
必
要
は
な
い
。『
想
像
的
な
も

の
』
で
は
想
像
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
表
象
と
、
想
像
さ
れ
た
対
象
の
現
在
の
姿
の

差
異
を
問
題
に
し
て
い
る
が
（IM

R39

）、
存
在
論
的
関
心
か
ら
不
在
の
問
題
が
扱
わ

れ
る
『
存
在
と
無
』
で
他
者
の
ア
ス
ペ
ク
ト
は
不
問
と
な
る
。

�　

M
A

344, 347-348. 

手
紙
を
通
じ
た
交
流
は
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
他
者
経
験
の
典
型

例
で
あ
る
（Cf. IM

R279, EN
382

）。

�　

紙
幅
の
都
合
上
十
分
に
記
述
で
き
な
か
っ
た
が
、
状
況
の
な
か
の
身
体
の
観
取
は

固
有
身
体
の
知
覚
の
よ
う
な
事
例
も
含
ん
で
い
る
。

�　
「
人
間
的
現
実
同
士
の
き
ず
なlien entre des réalités-hum

aines

」（EN
318

）

と
呼
ば
れ
る
。

�　

他
者
は
「
普
遍
的
形
式
的
な
構
造
」
で
は
な
く
「
具
体
的
個
別
的
条
件
」
で
あ
る

（EN
308

）。

�　

こ
の
出
来
事
は
世
界
に
到
来
す
る
偶
然
的
事
実
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
を
起
点
と
し

て
存
在
論
の
可
能
性
が
開
か
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
存
在
論
を
超
え
た
形
而
上
学
的

出
来
事
で
も
あ
る
（EN

336

）。

�　

た
し
か
に
サ
ル
ト
ル
は
、
お
そ
ら
く
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
を
念
頭
に
置
き
つ
つ

A
nalogie

概
念
に
批
判
的
検
討
を
加
え
る（EN

394ff.

）。
し
か
し
こ
れ
は「
類
推
」を
、

身
体
性
を
そ
な
え
た
主
体
が
他
の
主
体
に
対
し
て
行
う
言
語
的
か
つ
推
論
的
な
高
次

の
行
為
と
捉
え
た
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、「
対
比
」
の
語
が

指
し
示
す
自
他
同
時
的
な
生
成
の
次
元
が
問
題
と
な
る
と
き
、
サ
ル
ト
ル
と
フ
ッ

サ
ー
ル
は
同
じ
事
象
に
目
を
向
け
て
い
る
。

サ
ル
ト
ル
の
著
作
略
号
（
翻
訳
は
既
存
訳
を
参
照
し
一
部
筆
者
の
責
任
で
表
現
を
改
め
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ard, coll. « folio/essais », 2010; M
A

＝Les m
ots et autres écrits 

autobiographiques, Paris, Gallim
ard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2010.

（
赤
阪
辰
太
郎
・
あ
か
さ
か　

し
ん
た
ろ
う
・
大
阪
大
学
）
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は
じ
め
に

一
九
世
紀
後
半
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
『
心
理
学
原
理
』（1890 

以

下PP

と
略
記
）
で
取
り
上
げ
た
こ
と
に
よ
っ
て
有
名
と
な
っ
た
「
見
か
け
の
現

在
（specious present

）」
―
―
客
観
的
現
在
と
は
区
別
さ
れ
る
、
主
観
的
で
幅

を
も
つ
現
在
―
―
の
概
念
が
、
心
理
学
者
か
ら
哲
学
者
に
至
る
ま
で
、
そ
の
後

の
様
々
な
論
者
に
広
範
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
同
時
代
に
活
躍
し
、
時
間
論
を
展
開
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
ま
た
、

シ
ュ
テ
ル
ン
や
フ
ッ
サ
ー
ル
と
共
に
、
そ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
一
人
で
あ
る
。
し

か
し
、「
時
間
意
識
」
が
心
理
学
お
よ
び
哲
学
に
お
い
て
再
び
一
つ
の
主
要
ト
ピ
ッ

ク
と
な
っ
た
現
代
に
お
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
地
位
は
、（
当
時
の
圧
倒
的
な

影
響
力
に
比
せ
ば
）
非
常
に
低
い
状
態
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と

し
て
、
彼
の
理
論
の
内
実
に
対
す
る
正
確
な
理
解
の
欠
如
が
指
摘
で
き
る
。
第
二

の
主
著
『
物
質
と
記
憶
』（1896 

以
下M

M
 

⑴

）
は
、PP

の
議
論
を
念
頭
に
置

き
つ
つ
、
見
か
け
の
現
在
に
類
似
し
た
「
私
の
現
在
（m

on présent

）」
と
い

う
概
念
を
提
起
し
て
い
た
（cf. M

M
, 152-154

）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま

で
解
釈
者
た
ち
は 

⑵

、『
意
識
の
直
接
与
件
に
つ
い
て
の
試
論
』（1889, D

I

）
で

提
示
さ
れ
た
「
純
粋
持
続
」
の
観
念
か
ら
の
み
時
間
意
識
の
問
題
を
扱
っ
て
き
た

た
め
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
理
論
の
根
幹
的
な
部
分
が
理
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
本
稿
は
、
私
の
現
在
の
概
念
に
対
し
可
能
な
限
り
テ
ク
ス
ト
に
即
し
た

解
釈
を
与
え
た
上
で
（
第
一
節
）、
こ
の
概
念
か
ら
導
か
れ
る
時
間
意
識
の
構
造

に
つ
い
て
現
代
的
観
点
か
ら
特
徴
づ
け
を
行
う
（
第
二
節
）
こ
と
で
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
の
時
間
意
識
論
を
再
提
示
す
る
た
め
の
準
備
作
業
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

第
一
節　
「
私
の
現
在
」
の
解
釈

一
・
一　

M
M

の
知
覚
論	

⑶

M
M

に
お
け
る
私
の
現
在
は
、
こ
れ
か
ら
見
て
い
く
と
お
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の

知
覚
論
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
概
念
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、
後
続
の
議
論

に
必
要
な
諸
概
念
の
確
認
も
兼
ね
て
、M

M

の
知
覚
論
に
認
め
ら
れ
る
四
つ
の
段

階
―
―
⑴
純
粋
知
覚
、
⑵
感
覚
、
⑶
直
接
的
知
覚
、
⑷
具
体
的
知
覚
―
―
に
つ
い

て
順
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

⑴
汎
心
論
的
な
観
点
に
立
つM

M

は
、
物
質
そ
れ
自
体
に
、
経
験
的
な
持
続
と
延

長
を
認
め
て
い
る
（cf. M

M
, 238

）。「
純
粋
知
覚
（perception pure

）」
と
は
、

そ
う
し
た
物
質
全
体
の
う
ち
、
我
々
の
身
体
と
利
害
関
係
に
あ
る
部
分
を
指
す

ベ
ル
ク
ソ
ン
『
物
質
と
記
憶
』
に
お
け
る
「
私
の
現
在
」
の
概
念
に
つ
い
て

岡

嶋

隆

佑
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（cf. M
M

, 38

）。

⑵
純
粋
知
覚
は
、「
収
縮
（contraction

）」
さ
れ
る
こ
と
で
「
感
覚
（sensation

）」

へ
と
変
換
さ
れ
る
。
純
粋
知
覚
に
お
い
て
、
知
覚
は
そ
の
対
象
（
の
部
分
）
と
同

一
視
さ
れ
て
い
る
。
対
象
が
「
光
の
点
」（M

M
, 39

）
で
あ
れ
ば
、
純
粋
知
覚
は

光
で
出
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
例
え
ば
、
一
秒
間
に
「
四
百
兆
回
」

も
振
動
し
て
い
る
「
赤
色
光
」（M

M
, 231

）
の
膨
大
な
数
の
振
動
を
、
我
々
は

個
々
別
々
に
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
「
私
の
持
続

の
単
一
の
瞬
間
」（M

M
, 233

）
へ
と
綜
合
す
る
操
作
が
加
え
ら
れ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
れ
が
収
縮
と
呼
ば
れ
る
形
式
の
記
憶
力
で
あ

り
、
色
な
ど
の
「
感
覚
質
」
は
、
こ
の
操
作
に
よ
っ
て
成

立
す
る
も
の
で
あ
る 

⑷

。

⑶
感
覚
の
戯
れ
し
か
も
た
な
い
新
生
児
の
視
覚
経
験
は
、

成
長
と
共
に
一
定
の
習
慣
が
構
築
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
徐
々
に

諸
感
覚
に
対
応
し
た
「
運
動
（m

ouvem
ent

）」
⑸

を
伴

う
よ
う
に
な
る
。
習
慣
の
形
成
が
完
了
す
れ
ば
、
感
覚
は

つ
ね
に
、「
そ
れ
が
発
動
さ
せ
る
『
感
覚–

運
動
』
的
な
一
定

の
構
造
〔
…
〕、
身
体
的
に
了
解
さ
れ
る
『
ど
う
す
れ
ば
、

ど
う
な
る
』
と
い
っ
た
諸
可
能
性
の
シ
ス
テ
ム
に
即
し
て
、

理
解
さ
れ
」
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
一
定
の
赤
色
の

形
の
感
覚
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
運
動
に
補
わ
れ
る
こ
と

で
、
リ
ン
ゴ
と
い
う
「
対
象
」
の
一
側
面
と
し
て
、「
他
の

諸
側
面
を
『
予
期
』
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
」

（
杉
山 [2006], p. 150

）。「
自
動
的
再
認
」
と
も
呼
ば
れ
る
、

様
々
な
感
覚
と
運
動
の
セ
ッ
ト
か
ら
成
る
こ
う
し
た
水
準

の
知
覚
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、「
直
接
的
知
覚
（perception 

im
m

édiate

）」（M
M

, 31, 114

）
と
呼
ん
で
い
る
。

⑷
さ
ら
に
、
我
々
は
こ
う
し
た
「
直
接
的
知
覚
」
に
対
し
て
、「
我
々
の
過
去
の
経

験
の
無
数
の
断
片
を
混
入
さ
せ
る
」（M

M
, 30

）。
こ
の
形
式
の
記
憶
力
を
、
上

に
述
べ
た
収
縮
と
区
別
す
る
た
め
、
以
下
で
は
「
投
射
」（M

M
, 112

）
と
呼
ぶ

こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
機
能
に
よ
っ
て
我
々
は
、
例
え
ば
、「
読
書
」
を
す
る
際
、

「
単
語
を
一
文
字
一
文
字
読
ん
で
い
る
」
の
で
は
な
く
、「
あ
ち
こ
ち
で
い
く
つ
か

の
特
徴
的
な
線
を
取
り
集
め
、
そ
れ
ら
の
間
を
イ
マ
ー
ジ
ュ
記
憶
（souvenirs-

im
ages

）に
よ
っ
て
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」（M

M
, 113

）と
い
う
。「
注

意
的
再
認
」
と
も
呼
ば
れ
る
、
こ
う
し
た
最
終
的
な
知
覚
の
段
階
が
、「
具
体
的
知

覚
（perception concrète

）」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
（
以
上
、
図
１
）。

一
・
二	

「
私
の
現
在
」
の
構
成

以
上
を
念
頭
に
、
私
の
現
在
の
概
念
の
検
討
に
移
り
た
い
。
ま
ず
は
、
問
題
と

な
る
箇
所
の
前
半
部
を
引
用
し
よ
う
。

私
に
と
っ
て
、
現
在
の
瞬
間
と
は
何
か
。
時
間
の
本
性
と
は
流
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
す
で
に
流
れ
た
時
間
は
過
去
で
あ
り
、
私
た
ち
は
、
時
間
が
流
れ
て
い
る

瞬
間
を
現
在
と
呼
ぶ
。し
か
し
こ
こ
で
は
数
学
的
瞬
間
は
問
題
と
な
り
え
な
い
。

た
し
か
に
、
過
去
を
未
来
か
ら
隔
て
る
よ
う
な
不
可
分
な
境
界
と
し
て
の
、
た

ん
に
考
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
観
念
的
な
現
在
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
す
る
。

し
か
し
、
実
在
的
で
具
体
的
で
、
体
験
さ
れ
る
現
在
、
私
が
私
の
現
在
の
知
覚

に
つ
い
て
問
題
に
す
る
と
き
に
語
っ
て
い
る
現
在
は
必
ず
、
一
定
の
持
続
を
占

め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
持
続
は
ど
こ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
私
が
現
在
の
瞬
間
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
と
き
に
、
私
が
観
念
的
に
規
定

す
る
数
学
的
点
の
こ
ち
ら
側
だ
ろ
う
か
向
こ
う
側
だ
ろ
う
か
。
そ
の
持
続
が
、

図1　MMの知覚論の諸段階
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こ
ち
ら
と
む
こ
う
に
同
時
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
私
が
「
私
の

現
在
」
と
呼
ぶ
も
の
が
、
私
の
過
去
と
私
の
未
来
の
双
方
に
は
み
出
し
て
い
る

（em
piète

）
こ
と
は
全
く
明
ら
か
で
あ
る
（M

M
, 152-153

）。

「
私
の
現
在
」
と
は
、
上
述
の
「
具
体
的
知
覚
」
の
水
準
に
お
い
て
与
え
ら
れ

る
「
体
験
さ
れ
る
現
在
」
の
こ
と
で
あ
る 

⑹

。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
私
の
現
在
を
「
数

学
的
瞬
間
」と
区
別
し
て
い
る
。
前
者
が
、
一
定
の
幅
―
―
持
続
―
―
を
も
ち「
実

在
的
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
幅
を
も
た
ず
、「
た
ん
に
考
え
ら
れ
る
に
す

ぎ
な
い
観
念
的
な
現
在
」で
あ
る
と
さ
れ
る
。よ
り
一
般
に
は
、
前
者
は「
心
理
的
」

時
間
、
後
者
は
客
観
的
時
間
に
属
す
る
も
の
だ
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。そ
し
て
、

私
の
現
在
の
幅
は
、「
私
の
過
去
」と「
私
の
未
来
」に
ま
で
及
ぶ
も
の
だ
と
さ
れ
る
。

こ
れ
は
つ
ま
り
、
私
の
現
在
に
は
、
現
在
と
し
て
与
え
ら
れ
る
過
去
と
未
来
が
含

ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
引
用
部
の
直
後
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
、「
私
の
現
在
は
、
本
質
的
に
は

4

4

4

4

4

（par essence

）、
感
覚–
運
動
的
（sensori-

m
oteur

）
で
あ
る
」
と
も
主
張
し
、「
感
覚
」
を
「
直
接
的
過
去
」、「
運
動
」
を
「
直

接
的
未
来
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
呼
び
換
え
て
い
る
（M

M
, 153 

強
調
引
用
者
）。
そ

こ
で
本
稿
で
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
倣
っ
て
、
私
の
現
在
の
本
質
的
部
分
を
「
核
」、

そ
れ
以
外
の
部
分
を
「
辺
縁
」、
辺
縁
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
過
去
と
未
来
を
、
そ

れ
ぞ
れ
「
直
近
の
過
去
」
お
よ
び
「
直
近
の
未
来
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い 

⑺

。

以
下
こ
れ
ら
の
う
ち
①
過
去
方
向
と
②
未
来
方
向
に
つ
い
て
順
次
検
討
し
て
い
く

こ
と
で
、
私
の
現
在
の
構
成
の
明
確
化
を
図
っ
て
い
こ
う
。

①
ま
ず
、
感
覚
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
は
ず
の
多
数
の

物
質
的
振
動
を
「
収
縮
」
す
る
こ
と
で
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
直

接
的
過
去
」
と
呼
ば
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
、
我
々
人
間
の
個
人
的
な
過

去
で
な
く
、
物
質
的
諸
振
動
の
過
去
で
あ
る
。M

M

は
収
縮
の
働
き
に
、（
便
宜
的

で
は
あ
る
が
）「
二
ミ
リ
秒
」（M

M
, 231

）
と
い
う
見
積
も
り
を
与
え
て
い
る
た

め
、
直
接
的
過
去
の
幅
も
こ
れ
と
同
程
度
の
、
非
常
に
短
い
時
間
ス
ケ
ー
ル
に
あ

る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

他
方
で
、
私
の
現
在
が「
は
み
出
す
」と
言
わ
れ
る
、「
私
の
過
去
」と
は
、
我
々

の
個
人
的
過
去
の
総
体
で
あ
る
「
純
粋
記
憶
（souvenir pur

）」
で
あ
り
、
周

知
の
と
お
り
、M

M

は
、
そ
の
全
面
的
な
残
存
を
認
め
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
、

「
投
射
」の
働
き
に
よ
っ
て
直
接
的
知
覚
に
つ
け
加
わ
る「
記
憶
イ
マ
ー
ジ
ュ
」は
、

こ
の
純
粋
記
憶
が
「
現
実
化
」
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
私
の
現
在
」

の
う
ち
に
含
ま
れ
る
「
私
の
過
去
」、
つ
ま
り
「
直
近
の
過
去
」
も
ま
た
、
純
粋

記
憶
が
現
実
化
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
直
近
の
過
去
が
有
す

る
幅
に
つ
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
後
の
講
演
で
、
我
々
の
「
注
意
」
に
「
相
対
的
」

な
も
の
で
あ
り
、「
正
確
な
限
定
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る 

⑻

。

②
未
来
に
つ
い
て
も
見
て
い
こ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、「
空
間
が
我
々
に
、
我
々
の

直
近
の
未
来
（avenir prochain

）
に
つ
い
て
の
図
式
を
一
挙
に
与
え
る
」（M

M
, 

160

）
と
述
べ
て
い
る
。
対
応
す
る
テ
ク
ス
ト
を
引
用
し
よ
う
。

事
実
、
私
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
外
的
対
象
の
大
き
さ
や
形
、
そ
し
て
色
さ
え

も
、
私
が
そ
れ
に
近
付
く
か
遠
ざ
か
る
か
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。
匂
い
の
強
さ

や
音
の
強
さ
も
、
距
離
に
応
じ
て
増
減
す
る
。
ま
た
最
後
に
、
距
離
そ
の
も
の

が
、
と
り
わ
け
、
周
囲
の
さ
ま
ざ
ま
な
物
体
が
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
私
の
身
体

の
直
接
的
な
行
動
か
ら
護
ら
れ
て
い
る
そ
の
程
度
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔
…
〕
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
私
の
身
体
の
支
配
力
の
増
減
に
応
じ
て
配
置
さ
れ

て
い
る
。
私
の
身
体
を
と
り
ま
く
諸
対
象
は
そ
れ
ら
に
対
す
る
私
の
身
体
の
可

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

能
な
行
動
を
反
射
し
て
い
る
の
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（M
M

, 15-16

）。
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我
々
に
与
え
ら
れ
る
諸
々
の
視
覚
的
な
「
感
覚
」

は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
「
運
動
」
と
接
続
さ
れ
て
お

り
、
後
者
は
、
そ
の
各
々
に
対
応
す
る
対
象
か
ら
知
覚

者
の
身
体
ま
で
の
距
離
に
応
じ
て
、
各
対
象
に
「
私
の

身
体
」
が
働
き
か
け
る
ま
で
に
必
要
な
時
間
を
、
暗
黙

裡
に
表
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
空
間
に
お
け
る
距
離

は
、
時
間
に
お
け
る
脅
威
な
い
し
見
込
み
の
近
さ
の
指

標
」（M

M
, 160

）
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
直

近
の
未
来
を
与
え
る
の
は
、
運
動
で
あ
り
、
そ
の
幅
は

丁
度
知
覚
さ
れ
る
空
間
の
拡
が
り
に
等
し
い
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
る
「
直
近
の
未
来
」
の
全
て
が

直
ち
に
実
現
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
我
々
は
、
目
の

前
に
提
示
さ
れ
た
様
々
な
行
動
の
選
択
肢
を
前
に
し
て
、

そ
の
都
度
選
択
を
行
う
。
そ
の
結
果
選
ば
れ
、「
決
定
さ

れ
つ
つ
あ
る
」
状
態
に
あ
る
運
動
だ
け
が
、「
直
接
的
未

来
」
と
呼
ば
れ
る
（M

M
, 153

）
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

私
の
現
在
の
未
来
方
向
の
幅
は
、
全
て
運
動
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
直
接
的
未
来
に
対
応
す
る
の
は

そ
の
う
ち
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。（
以
上
、
図
２
）。

第
二
節	M

M

に
お
け
る
時
間
意
識
の
構
造

以
上
の
理
解
を
も
と
に
、M

M

の
時
間
意
識
論
を
、
現
代
的
な
観
点
か
ら
さ
ら

に
詳
細
に
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
の
際
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
客
観
的
時
間
と

主
観
的
時
間
の
関
係
に
つ
い
て
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
理
解
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

現
代
の
論
者
は
基
本
的
に
客
観
的
時
間
の
実
在
性
を
認
め
て
い
る
の
に
対
し
、

M
M

は
、
先
に
見
た
と
お
り
、
そ
の
観
念
性
を
強
調
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
注
意
が
必
要
な
の
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
持
続
の
空
間
化
を
批
判
し
たD

I

に
お
い
て
す
ら
、
両
者
の
対
応
付
け
ま
で
は
否
定
し
て
い
な
い
、
と
い
う
事
実
で

あ
る（cf. D

I, 86-87

）。
と
す
れ
ば
、
客
観
的
時
間
の
観
念
性
を
認
め
つ
つ
も
、「
私

の
現
在
」
と
の
関
係
を
考
察
す
る
余
地
が
開
け
て
く
る
だ
ろ
う
。

そ
の
上
で
目
を
向
け
る
べ
き
は
、PP

に
由
来
す
る「
経
験
の
継
起（succession 

of experiences

）」
と
「
継
起
の4

経
験
（experience of succession

）」（
な
い

し
「
意
識
の
流
れ
」
と
「
流
れ
の
意
識
」）
の
区
別
で
あ
る 

⑼

。
周
知
の
と
お
り

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
後
者
は
前
者
に
対
し
て「
そ
れ
自
体
で
特
別
な
解
明
が
必
要
な
」

「
付
加
的
な
事
実
」（PP, 629

）
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
現
代
の
時
間
意
識
論

の
最
も
重
要
な
争
点
の
一
つ
が
ま
さ
し
く
そ
の
「
解

明
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
こ
の
点
に
つ

い
て
、
二
つ
の
対
立
的
な
立
場
を
手
短
に
紹
介
し
た

上
で
、M

M

の
時
間
意
識
論
の
さ
ら
な
る
特
徴
づ
け
を

行
い
た
い
。

二
・
一　

原
子
説
と
延
長
説	

⑽

ま
ず
取
り
上
げ
る
べ
き
は
、
原
子
説
（A

tom
ism

）

と
呼
ば
れ
る
立
場
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
は

PP
の
立
場
に
相
当
す
る
も
の
だ
か
ら
だ
。
図
３
は
、

四
つ
の
感
覚
の
素
早
い
継
起C-D

-E-F

を
例
に
、
原
子

説
に
よ
る
「
継
起
の
経
験
」
の
説
明
を
表
現
し
た
も

の
で
あ
る
。
⒜ D

が
客
観
的
に
現
在
で
あ
る
と
き
、

原
子
説
は
、
た
っ
た
い
ま
過
ぎ
去
っ
た
感
覚C

の
記

図2　「私の現在」の構成

図3　原子説
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憶
、
現
在
の
感
覚D

、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
や
っ
て
く
る
感
覚E

の
予
期
と
い
う（cf. 

PP, 606
）、
時
間
軸
に
対
し
て
垂
直
方
向
に
配
置
さ
れ
た
三
つ
の
内
容
が
同
時
に

経
験
さ
れ
る
こ
と
で
、C-D

-E

と
い
う
「
継
起
の
経
験
」
が
主
観
的
現
在P

1

に
お

い
て
与
え
ら
れ
る
と
主
張
す
る
（P

1

は
水
平
方
向
に
は
幅
を
も
た
な
い
）。
⒝ E

が
客
観
的
に
現
在
で
あ
る
場
合
も
同
様
に
考
え
れ
ば
、P

1

か
らP

2

へ
の
移
行
が
、

原
子
説
に
と
っ
て
の
「
経
験
の
継
起
」
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
立
場
に
は
、
一
般
に
二
つ
の
困
難
が
あ
る
。
第
一
に
、
経
験
の
内

容
を
同
時
的
な
も
の
に
限
定
す
る
こ
と
で
、
現
在
同
士
の
接
続
の
「
連
続
性
」
を

確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
。
言
い
換
え
れ
ば
、
原
子
説
に
お
い
て
、

水
平
方
向
に
隣
接
す
る
現
在
同
士（P

1

とP
2

）は
、
相
互
外
在
的
な
も
の
に
留
ま
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
経
験
内
容
に（「
た
っ
た
い
ま
」や「
こ
れ
か
ら
」

と
い
っ
た
）時
間
様
相
の
差
異（
図
中
で
は
色
の
濃
淡
）を
導
入
し
た
こ
と
で
、「
継

起
の
経
験
」
に
、
色
や
音
の
感
覚
と
同
程
度
の
「
直
接
性
」
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
点
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
立
場
に
お
い
て
、「
継
起

の
経
験
」
を
説
明
す
る
要
素
の
大
部
分
は
、（
現
在
の
感
覚
で
な
く
）
過
去
の
記
憶

か
未
来
の
予
期
に
由
来
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
―
―
直
接
性
と
連
続
性
―
―
を
共
に
う
ま
く
解
消
で
き
る

の
が
延
長
説
（Extensionalism

）
と
呼
ば
れ
る
立

場
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
時
間

軸
に
対
し
て
水
平
方
向
に
一
定
の
時
間
的
な
幅
―
―

時
間
的
延
長
―
―
を
認
め
、
さ
ら
に
そ
の
幅
の
う
ち

に
諸
部
分
を
設
け
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
部
分
間
の

移
行
と
し
て
、
継
起
の
経
験
を
説
明
す
る
。
先
と
同

じ
例
を
と
れ
ば
（
図
４
）、
水
平
方
向
に
配
置
さ
れ

た
三
つ
の
感
覚C

・D

・E

か
ら
成
る
主
観
的
現
在P

1

に
お
い
て
、C

か
らD

へ
、
そ
し
てD

か
らE

と
い
う
継
起
な
い
し
流
れ
が
直
接
経

験
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
延
長
説
の
主
張
で
あ
る
（
原
子
説
と
異
な
っ
て
、
こ
こ

で
諸
内
容
は
経
験
と
同
一
の
構
造
を
も
ち
、
ま
た
時
間
様
相
の
差
異
を
も
っ
て
い

な
い
）。
さ
ら
に
こ
の
立
場
は
、
図
に
明
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
内
容
の
重
な

り
（D

とE

）
を
認
め
る
こ
と
で
、
現
在
同
士
（P

1

とP
2

）
の
連
続
性
も
確
保
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
こ
こ
で
も
「
経
験
の
継
起
」
はP

1

か
らP

2

へ
の
移

行
）。

二
・
二	

「
意
識
の
流
れ
」
を
説
明
す
る

で
はM

M

の
見
解
は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
に
相
当
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
時
間
の
「
流
れ
」
に
つ
い
て
の
ベ
ル
ク

ソ
ン
の
見
解
を
、
こ
れ
ま
で
分
析
し
て
き
た
テ
ク
ス
ト
に
続
く
部
分
か
ら
引
用
し

よ
う
。

〔
…
〕
私
の
現
在
の
本
質
は
、
私
の
身
体
に
つ
い
て
の
意
識
の
う
ち
に
あ
る
。

私
の
身
体
は
空
間
に
拡
が
っ
て
い
る
た
め
、
感
覚
を
被
り
、
そ
れ
と
共
に
運
動

を
実
行
す
る
。〔
…
〕
私
の
身
体
は
〔
…
〕
受
容
さ
れ
た
印
象
が
巧
み
に
経
路

を
選
択
し
、
実
現
さ
れ
た
運
動
（m

ouvem
ents accom

plis

）
へ
と
変
化
す

る
（se transform

er

）
た
め
の
場
所
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
、
ま
さ
に
私

の
生
成
の
現
在
の
状
態
、
私
の
持
続
の
中
で
形
成
途
上
に
あ
る
も
の
を
表
し
て

い
る
。〔
…
〕
我
々
の
身
体
は
、
こ
の
物
質
世
界
の
中
で
、
我
々
が
そ
の
流
れ

を
直
接
感
じ
る
も
の
（ce que nous sentons directem

ent s'écouler

）
な

の
で
あ
る
（M

M
, 153-154

）。

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
先
の
区
分
で
言
え
ば
、「
直
接
的
知
覚
」
の
水
準
で

図4　延長説
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す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
経
験
で
あ
る
。
ボ
ー
ル
が
こ
ち
ら
に
飛
ん
で
く

る
の
が
見
え
れ
ば
、
と
っ
さ
に
避
け
る
、
対
象
が
よ
く
見
え
な
け
れ
ば
、
目
を

細
め
た
り
近
づ
い
た
り
す
る 

⑾

―
―
我
々
の
日
常
的
な
経
験
の
大
半
を
占
め
る
、

そ
う
し
た
ほ
と
ん
ど
自
動
的
な
振
る
舞
い
に
伴
っ
て
い
る
の
が
、
こ
こ
で
い
う

「
身
体
に
つ
い
て
の
意
識
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
で
与
え
ら
れ
る
感
覚
か

ら
運
動
へ
の
移
行
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
流
れ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
上

述
の
「
継
起
の
経
験
」
に
相
当
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
で

問
題
と
な
っ
て
い
る
、
感
覚
と
運
動
は
、C

やD

と
い
っ
た
内
容
の
よ
う
に
、
相

互
に
区
別
可
能
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
上
に
挙
げ
た
よ
う
な
例

に
お
い
て
、
我
々
は
そ
う
し
た
区
分
を
見
出
す
こ
と
は
な
い
か
ら
だ
。
私
の
現
在

に
お
け
る
感
覚
か
ら
運
動
へ
―
―
直
接
的
過
去
か
ら
直
接
的
未
来
へ
―
―
の
変
化

は
、「
捉
え
が
た
い

4

4

4

4

4

進
展
（l'insaisissable progrès
）」（M

M
, 167 

強
調
引
用
者
）

な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
引
用
部
の
「
流
れ
」
と
は
、「
流
れ
の
意
識
」（
継
起

の
経
験
）
で
な
く
、
む
し
ろ
「
意
識
の
流
れ
」（
経
験
の
継
起
）
に
相
当
す
る
も

の
だ
ろ
う
。
だ
が
二
項
間
の
移
行
で
は
な
い
よ
う
な
流
れ
と
は
一
体
何
か
。
そ
れ

は
、
我
々
の
身
体
の
行
動
の
実
現

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
。
日
常
的
経
験
に
お
い
て
我
々
に
は
常

に
、
知
覚
空
間
の
拡
が
り
に
対
応
す
る
「
直
近
の
未
来
」、
す
な
わ
ち
様
々
な
行

動
の
可
能
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
膨
大
な
選
択
肢
の
う
ち
、
受
容
さ

れ
た
印
象
（
感
覚
）
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
も
の
が
、「
実
現
さ
れ
た
運
動
」
へ
と

「
変
化
す
る
」。
こ
の
過
程
に
は
、
行
動
の
可
能
性
の
現
実
化
と
い
う
明
確
な
「
方

向
」（M

M
, 153

）
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
我
々
は
、
複
数
項
間
の
移
行
と
は

異
な
る
仕
方
で
時
間
の
流
れ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
・
三　

延
長
的
原
子
説
と
し
て
のM

M

の
時
間
意
識
論

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
の
主
観
的
現
在
、
す
な
わ
ち

「
私
の
現
在
」
の
構
造
を
明
確
化
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
、「
数
学
的
瞬
間
」
の
「
こ

ち
ら
と
む
こ
う
に
同
時
に
存
在
し
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
以
上
、
私
の
現
在
が
時

間
的
延
長
を
も
つ
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
延
長
は
、
時
間
的
部
分
を

も
つ
だ
ろ
う
か
。

一
方
で
、
私
の
現
在
の
核
が
、
時
間
的
部
分
を
も
た
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
感
覚
と
運
動
の
セ
ッ
ト
で
あ
る
核
は
、
上
述
の
「
意
識
の
流
れ
」
―
―
経

験
の
継
起
―
―
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
典
型
的
な
延
長
説
が
認
め

る
よ
う
な
、
相
互
に
区
別
さ
れ
る
複
数
の
内
容
は
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
他
方
で
、
私
の
現
在
の
辺
縁
は
そ
も
そ
も
、
時
間
的
延
長
の
構
成
に

寄
与
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、M

M

に
お
い
て
辺
縁
は
、
投
射
に
よ
っ
て
現
実
化

さ
れ
る
我
々
の
過
去
の
記
憶
か
、
運
動
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
我
々
の
未
来
の
予

期
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
時
間
的
延
長
の

存
在
を
認
め
な
い
典
型
的
な
原
子
説
が
、「
継
起
の
経
験
」
の
説
明
に
用
い
た
要
素

に
相
当
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す

れ
ば
、
私
の
現
在
は
、
時
間
的
延

長
を
も
つ
が
時
間
的
部
分
は
も
た

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
に
、M

M

に
お
け
る
ベ

ル
ク
ソ
ン
の
見
解
は
、「
延
長
的
原

子
説 

⑿

」
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
（
図
５
）⒀
。

で
は
、
こ
の
立
場
か
ら
は
、
原
子

説
が
一
般
に
抱
え
て
い
る
問
題

―
―
直
接
性
と
連
続
性
―
―
は
ど
う

考
え
ら
れ
る
の
か
。
最
後
に
、
こ
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の
点
に
つ
い
て
手
短
に
触
れ
て
、
議
論
を
終
え
よ
う
。

ま
ず
連
続
性
に
つ
い
て
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
立
場
は
、
延
長
説
と
同
型
の
解
決
を

採
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
ご
く
短
い
も
の
で
あ
れ
、「
私
の
現
在
」
は

一
定
の
時
間
的
延
長
を
有
す
る
以
上
、
現
在
同
士
が
水
平
方
向
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ

プ
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
間
の
連
続
性
は
確
保
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。
で
は
直
接
性
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
通
常
の
原
子
説
が
継
起
の
経
験
に
、

色
や
音
の
感
覚
と
同
程
度
の
鮮
明
さ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
経
験
内

容
に
対
し
て
、
時
間
様
相
の
差
異
を
設
け
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
原
子

説
と
全
く
同
じ
戦
略
を
と
っ
て
い
るM

M
は
、
継
起
の
経
験
に
つ
い
て
は
、（
現
代

の
論
者
が
言
う
意
味
で
の 

⒁

）
直
接
性
を
認
め
て
い
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
こ
れ
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
理
論
の
欠
点
と
い
う
よ
り
も
特

徴
と
見
做
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
に
と
っ
て
持
続
と
は
、
ま
ず

も
っ
て
、
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
過
去
―
―
純
粋
記
憶
―
―
に
由
来
す
る
相
互
浸

透
的
な
心
理
状
態
と
し
て
定
義
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。

お
わ
り
に

ま
と
め
よ
う
。「
私
の
現
在
」
は
、「
核
」（「
直
接
的
過
去
」
お
よ
び
「
直
接
的

未
来
」）
と
「
辺
縁
」（「
直
近
の
過
去
」
お
よ
び
「
直
近
の
未
来
」）
を
も
つ
。
こ

の
概
念
に
基
づ
くM

M

の
時
間
意
識
論
は
、
辺
縁
全
体
の
同
時
的
経
験
に
よ
っ
て

「
継
起
の
経
験
」
を
、
核
が
有
す
る
時
間
的
延
長
に
よ
っ
て
経
験
同
士
の
接
続
の

「
連
続
性
」
を
説
明
可
能
な
「
延
長
的
原
子
説
」
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。M

M

の
理
論
の
最
大
の
特
徴
は
、
実
践
的
な
観
点
か
ら
時
間
意
識
を
捉
え

直
す
こ
と
で
、
そ
の
参
照
先
で
あ
るPP

に
お
い
て
は
た
だ
前
提
と
さ
れ
る
だ
け

の
「
経
験
の
継
起
」
―
―
「
意
識
の
流
れ
」
―
―
の
本
性
を
、
身
体
の
行
動
の
実

現
と
し
て
明
確
に
規
定
で
き
る
点
に
あ
る
。
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頁
数
を
示
し
た
。

⑵
典
型
的
に
は
、Č

apek [1950]

お
よ
び D

ainton [2010]

。
例
外
的
にD

ainton [2016]
はM

M
も
含
め
た
考
察
を
行
っ
て
い
る
が
、
本
稿
の
よ
う
に
「
私
の
現
在
」
に
対
す

る
詳
細
な
検
討
は
行
っ
て
い
な
い
。

⑶
こ
こ
で
は
岡
嶋 [2017] 

で
提
示
し
た
解
釈
を
本
稿
に
必
要
な
範
囲
で
取
り
上
げ
直
し

て
い
る
。

⑷
収
縮
概
念
に
つ
い
て
は
、
岡
嶋 [2016b] 

を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
本
稿
は
、
岡
嶋 

[2016a] 

に
着
想
を
提
示
し
た
い
く
つ
か
の
論
点
に
詳
細
な
検
討
を
行
う
も
の
で
あ
る

が
、PP

に
お
け
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
の
議
論
と
の
対
照
は
こ
れ
ら
で
示
し
た
の
で
、

最
低
限
し
か
取
り
上
げ
な
い
。

⑸
本
稿
で
「
運
動
」
と
言
う
と
き
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
運
動
」

と
呼
ば
れ
る
、
感
覚
の
受
容
に
よ
っ
て
自
動
的
に
対
応
す
る
筋
肉
に
引
き
起
こ
さ
れ

る
運
動
で
あ
っ
て
、
腕
を
動
か
し
た
り
す
る
場
合
の
、
す
で
に
実
行
さ
れ
た
運
動
と

は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

⑹
な
お
「
私
の
（m

on

）」
と
言
わ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
一
人

称
に
対
し
て
、
特
別
な
意
味
を
込
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
（
実
際
、「
我
々
の
現
在
」

（M
M

, 154

）
と
い
う
表
現
も
用
い
ら
れ
る
）、
客
観
的
時
間
と
の
区
別
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

⑺
こ
こ
で
は
用
語
を
借
用
し
て
い
る
だ
け
で
、「
見
か
け
の
現
在
」
の
「
核
」
や
「
辺
縁
」

が
「
私
の
現
在
」
の
そ
れ
ら
と
全
く
同
じ
構
造
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
。「
見
か
け
の

現
在
」
の
構
造
分
析
に
つ
い
て
は
、
伊
佐
敷 [2010]

（
第
一
一
章
）
を
参
照
。
両
者

の
厳
密
な
比
較
は
別
の
機
会
に
譲
る
が
、「
私
の
現
在
」
の
「
核
」
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の

用
語
で
は
「
感
じ
（feeling

）」
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑻PM
, 168-169

を
参
照
。
同
様
の
記
述
と
し
て
はES, 55-57

。
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
で

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
本
稿
で
言
え
ば
、
私
の
現
在
の
「
辺
縁
」
に
あ
た
る
も

の
で
あ
る
。

⑼
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
の
言
葉
は
「
感
じ
の
継
起
」
と
「
継
起
の
感
じ
」
だ
が
、
こ
こ
で

は
現
代
の
用
語
法
に
従
っ
て
い
る
。
ま
た
彼
は
、
こ
の
文
脈
で
「
流
れ
（stream

）」

と
「
継
起
」
を
同
義
的
に
用
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
た
め
、
本
稿
で
も
区
別
し

な
い
。

⑽
こ
こ
で
はD

ainton [2010]

の
議
論
を
本
稿
に
必
要
な
範
囲
で
取
り
上
げ
直
し
て
い

る
。
な
おD

ainton [2010] 

の
分
類
で
原
子
説
は
「
把
持
説
」
に
相
当
す
る
。
し
か

し
本
稿
は
、
未
来
方
向
に
つ
い
て
の
議
論
も
含
む
こ
と
か
ら
、Lee [2014]

の
分
類
に

従
っ
て
、
こ
ち
ら
の
名
称
を
用
い
て
い
る
。

⑾
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
は
具
体
例
を
与
え
て
い
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
同
じ
く
知
覚
に
お

け
る
感
覚
と
運
動
の
役
割
を
強
調
す
るN

oë [2004]

（pp. 1-2

）
が
与
え
て
い
る
具
体

例
を
用
い
た
。

⑿
こ
の
名
称
自
体
はLee [2014]

が
す
で
に
自
説
に
対
し
て
用
い
て
い
る
が
、
本
稿
は
さ

し
あ
た
っ
て
名
称
を
借
用
し
て
い
る
だ
け
で
、
彼
の
立
場
とM

M

の
見
解
の
同
一
性

を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
両
者
の
対
照
は
別
の
機
会
に
行
い
た
い
。

⒀
紙
幅
の
都
合
上
こ
こ
で
詳
述
は
で
き
な
い
が
、M

M

第
三
章
に
示
さ
れ
る
逆
円
錐
図

は
こ
れ
と
同
じ
事
柄
を
示
し
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。

⒁
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
の
「
直
接
的
」
と
い
う
用
語
の
検
討
も
今
後
の
課
題
の
一
つ
と
し

た
い
。

（
岡
嶋
隆
佑
・
お
か
じ
ま　

り
ゅ
う
す
け
・
慶
應
義
塾
大
学
）



101 フッサールの知覚概念とダメット的検証主義

我
々
は
様
々
な
内
容
を
持
っ
た
判
断
や
主
張
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、

そ
れ
ら
の
内
容
の
違
い
と
は
一
体
何
に
存
す
る
の
だ
ろ
う
か
。例
え
ば
、
私
が「
こ

の
部
屋
は
暑
い
」
と
述
べ
る
場
合
と
「
隣
の
部
屋
が
暑
い
」
と
述
べ
る
場
合
で
、

私
は
異
な
る
内
容
を
持
つ
主
張
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
内
容
の
違
い
は
何
に
存
す

る
の
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、『
論
理
学
研
究
』
に
お
け
る
Ｅ
・
フ
ッ
サ
ー
ル
か

ら
は
、
あ
る
明
快
な
見
解
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
内
容
の
違
い
は
、
そ
の

判
断
な
い
し
主
張
を
直
接
的
に
確
証
（
充
実
化
）
す
る
た
め
に
要
求
さ
れ
る
作
用

の
違
い
に
対
応
す
る
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
作
用
の
内
容
、
フ
ッ
サ
ー
ル

の
言
い
方
で
あ
れ
ば
「
意
味
」
な
い
し
「
作
用
質
料
」
に
は
、
そ
の
判
断
を
「
充

実
化
的
に
証
示
す
る
道
」（H
ua X

IX
/1, 488

）
が
理
念
的
に
対
応
し
て
い
る
。

先
の
例
で
言
え
ば
、「
こ
の
部
屋
は
暑
い
」
と
い
う
主
張
を
充
実
化
す
る
知
覚
経
験

と
「
隣
の
部
屋
が
暑
い
」
の
そ
れ
と
は
、
そ
の
意
味
の
違
い
に
即
し
た
形
で
異
な

る
。
そ
し
て
『
論
理
学
研
究
』
以
後
、
こ
の
主
張
と
そ
の
帰
結
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル

自
身
に
よ
っ
て
よ
り
明
確
に
自
覚
化
さ
れ
、
吟
味
さ
れ
て
い
っ
た
。
充
実
化
す
る

経
験
は
『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
に
お
い
て
は
例
え
ば
「
何
ら
か
の
超
越
的
な
も
の
の
定

立
に
よ
っ
て
原
理
的
に
［
中
略
］
規
定
さ
れ
る
証
示
の
仕
方
」（III/1, 102

）
と

い
っ
た
文
言
で
明
示
的
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
全
集
第
三
六
巻
『
超
越
論
的

観
念
論
』
に
は
、「
何
か
が
存
在
す
る
こ
と
と
そ
れ
が
証
示
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
同
値
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
が
持
つ
帰
結
と
の
継
続
的
な
格
闘
の
記
録
が
収

め
ら
れ
て
い
る 

⑴

。

我
々
の
認
識
実
践
か
ら
独
立
に
理
解
可
能
な
も
の
と
し
て
何
ら
か
の
実
在
を
前

も
っ
て
前
提
し
、
そ
れ
を
用
い
て
作
用
の
内
容
を
個
別
化
す
る
よ
う
な
立
場
に
対

し
て
、
こ
の
種
の
見
解
を
採
用
す
る
強
み
は
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
、
表
現
の
意
味

理
解
に
関
し
て
、
そ
れ
が
対
応
す
る
確
証
手
続
き
の
把
握
に
存
す
る
と
い
う
シ
ン

プ
ル
な
説
明
が
帰
結
す
る
点
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
強
み
は
、
少
な
く
と
も
中
期

以
降
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
観
念
論
を
考
察
す
る
う
え
で
は
、
無
視
で
き
な

い
重
要
性
を
持
つ
。
と
い
う
の
も
、
何
か
の
現
実
存
在
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
証
示

す
る
顕
在
的
意
識
の
存
在
を
必
要
条
件
だ
と
み
な
す
彼
の
立
場
が
、
思
弁
的
形
而

上
学
を
超
え
て
哲
学
的
な
正
当
化
を
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
そ
れ
が
我
々

の
世
界
を
理
解
す
る
仕
方
を
適
切
に
説
明
す
る
と
い
う
点
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
と

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
種
の
充
実
化
に
基
づ
く
意

味
理
解
は
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
反
実
在
論
的
な
主
張
を
引
き
出
す
と
い
う
点
も
合

わ
せ
て
、
一
時
期
Ｍ
・
ダ
メ
ッ
ト
が
擁
護
し
て
い
た
検
証
主
義
的
な
意
味
理
解
の

フ
ッ
サ
ー
ル
の
知
覚
概
念
と
ダ
メ
ッ
ト
的
検
証
主
義

葛

谷
　

潤
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説
明
と
強
い
親
近
性
を
持
つ 

⑵

。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
両
者
が
強
み
だ
け
で

な
く
そ
の
脆
弱
性
を
も
共
有
し
て
い
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ

し
て
、
ダ
メ
ッ
ト
は
晩
年
、
あ
る
問
題
を
取
り
扱
う
中
で
、
経
験
的
言
明
に
関
し

て
実
在
論
的
説
明
へ
と
一
定
の
譲
歩
を
行
っ
た
。
す
る
と
、
広
く
反
実
在
論
の
取

り
う
る
選
択
肢
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
哲
学
の
意
義
の
吟
味
と

い
う
観
点
か
ら
し
て
も
、
ダ
メ
ッ
ト
の
譲
歩
の
原
因
と
な
っ
た
問
題
に
対
し
て
、

フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
立
場
は
ど
の
よ
う
な
手
を
打
て
る
の
か
と
い
う
問
い
が
興
味
深

い
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
。

以
上
の
背
景
を
踏
ま
え
、
本
発
表
は
次
の
二
つ
の
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
一
つ

は
、
ダ
メ
ッ
ト
が
実
在
論
へ
譲
歩
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
問
題
を
、
フ
ッ
サ
ー

ル
の
立
場
に
関
連
す
る
仕
方
で
紹
介
す
る
こ
と
で
あ
る（
第
一
節
）。も
う
一
つ
は
、

問
題
の
批
判
に
対
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
立
場
が
取
り
う
る
方
向
性
を
整
理
し
、

以
後
の
フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
の
足
が
か
り
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
（
第
二
節
）。

具
体
的
な
議
論
に
入
る
前
に
、
用
語
法
に
関
し
て
一
つ
断
っ
て
お
き
た
い
。
以

下
で
は
ダ
メ
ッ
ト
と
フ
ッ
サ
ー
ル
双
方
の
立
場
を
横
断
す
る
形
で
議
論
が
進
む
。

し
た
が
っ
て
、〈
そ
の
遂
行
を
通
じ
て
我
々
が
あ
る
命
題
の
真
理
な
い
し
一
定
の
存

在
を
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
作
用
〉
に
関
す
る
中
立
的
な
総
称
が
あ
る
と

便
利
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
語
と
し
て
「
確
証
（
す
る
）」
と
い
う
語

を
採
用
す
る
。
ま
た
こ
れ
に
応
じ
て
、「
任
意
の
言
明
に
関
し
て
、
そ
の
遂
行
可
能

性
が
そ
の
言
明
の
真
理
と
同
値
で
あ
る
よ
う
な
確
証
の
仕
方
が
あ
り
、
問
題
の
言

明
の
理
解
は
そ
の
仕
方
の
把
握
に
存
す
る
」
な
い
し
「
何
か
が
あ
る
一
定
の
仕
方

で
現
実
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
の
理
解
は
、
あ
る
特
定
の
確
証
の
仕
方
が
遂
行

可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
把
握
に
存
す
る
」
と
す
る
立
場
を
「
確
証
主
義
」
と

呼
ぶ
。

第
一
節　

確
証
主
義
の
基
本
構
図
と
あ
る
ギ
ャ
ッ
プ

確
証
主
義
に
は
、
そ
の
説
明
と
実
際
の
理
解
内
容
の
乖
離
が
様
々
な
事
例
に
お

い
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
し
、
ま
た
そ
れ
に
対
し
て
様
々
な
応
答
が
試
み
ら
れ
て
き

た 

⑶

。
そ
の
中
で
も
本
稿
が
扱
う
の
は
、
他
の
場
所
に
つ
い
て
の
現
在
時
制
言

明
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
種
の
言
明
は
、
数
学
的
言
明
に
関
し
て
は
生
じ
な
い
よ

う
な
、
あ
る
特
有
の
問
題
を
確
証
主
義
に
対
し
て
提
示
す
る
。
以
下
で
は
意
味
に

関
す
る
確
証
主
義
的
な
見
解
が
い
か
な
る
も
の
か
を
、
ま
ず
数
学
的
言
明
に
つ
い

て
、
つ
い
で
経
験
的
言
明
に
関
し
て
確
認
す
る
。
そ
し
て
そ
の
後
、
他
の
場
所
に

つ
い
て
の
現
在
時
制
言
明
の
問
題
を
確
認
す
る
。

一
般
に
、
あ
る
文
の
意
味
の
理
解
は
、
そ
の
文
が
記
述
し
て
い
る
の
は
ど
の
よ

う
な
状
況
か
、
つ
ま
り
そ
の
文
が
真
な
い
し
偽
で
あ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
状
況
か

を
把
握
す
る
こ
と
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
し
ば
し
ば
そ
の
よ
う
な
状

況
は
我
々
の
認
識
実
践
と
は
独
立
に
理
解
可
能
な
一
定
の
事
態
と
し
て
特
徴
付
け

ら
れ
る
。し
か
し
確
証
主
義
に
従
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
事
態
お
よ
び
文
の
真
偽
は
、

そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
我
々
の
認
識
（
確
証
な
い
し
反
証
）
の
実
践
に

お
い
て
与
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
み
理
解
で
き
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
確
証
・
反

証
の
仕
方
と
切
り
離
し
て
理
解
さ
れ
得
な
い
。

問
題
の
文
を
原
子
文
に
限
定
し
た
上
で
、
数
学
的
言
明
の
場
合
で
確
証
主
義
的

見
解
を
も
う
少
し
具
体
的
に
見
て
み
よ
う 

⑷

。
原
子
文
に
関
し
て
は
、
問
題
の

手
続
き
は
名
辞
に
関
わ
る
手
続
き
と
述
語
に
関
わ
る
手
続
き
の
組
み
合
わ
せ
に
な

る
。
名
辞
に
関
わ
る
手
続
き
は
、
派
生
的
な
名
辞
を
基
礎
的
な
名
辞
へ
と
変
換
す

る
手
続
き
で
あ
る
。
基
礎
的
な
名
辞
と
は
そ
の
間
の
同
一
性
が
直
ち
に
確
証
可

能
な
名
辞
で
あ
る
。
同
一
性
判
定
の
方
法
は
、
例
え
ば
フ
ッ
サ
ー
ル
の
用
い
た

「1+

…+1
」
と
い
う
形
式
や
そ
れ
に
類
す
る
も
の
を
採
用
す
れ
ば
非
常
に
単
純
に

な
る
が
、
我
々
に
馴
染
み
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
用
い
た
十
進
法
で
あ
れ
そ
れ
以
外
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で
あ
れ
、
同
等
の
手
続
き
を
定
め
ら
れ
る
限
り
で
基
礎
的
名
辞
の
役
割
を
担
い
う

る
。
こ
れ
に
対
し
て
派
生
的
な
名
辞
と
は
、
基
礎
的
な
名
辞
へ
の
書
き
換
え
手
続

き
と
と
も
に
導
入
さ
れ
、
そ
れ
が
何
を
指
示
す
る
か
が
対
応
す
る
基
礎
的
名
辞
の

指
示
に
帰
着
す
る
名
辞
で
あ
る
。
例
え
ば
「52 + 37

」
や
「26 + 63

」
の
場
合
、

そ
の
間
の
同
一
性
言
明
（
つ
ま
り
「52 + 37 = 26 + 63

」）
を
直
ち
に
確
証
な

い
し
反
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「+

」
と
い
う
表
現
に
割
り
当
て
ら
れ
た
手

続
き
を
把
握
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
を
用
い
て
一
定
の
基
礎
的
数
名
辞
に
書
き
換
え

る
こ
と
で
（「89 = 89

」）、
問
題
の
同
一
性
を
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ

で
、
同
一
性
は
関
係
述
語
の
一
種
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
限
ら
ず
一
般
に

述
語
に
関
わ
る
手
続
き
は
、
基
礎
的
名
辞
に
対
し
て
定
義
さ
れ
る
。し
た
が
っ
て
、

述
語
を
派
生
的
名
辞
と
結
び
つ
け
て
文
を
作
る
こ
と
が
意
味
を
成
す
の
は
、
派
生

的
名
辞
が
基
礎
的
名
辞
へ
の
書
き
換
え
手
続
き
と
と
も
に
導
入
さ
れ
て
い
る
と
い

う
事
実
に
決
定
的
に
依
存
す
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
数
そ
の
も
の
の
「
充
実
化
」
と

呼
ん
だ
、
派
生
的
名
辞
（
彼
の
言
い
方
で
は
「
間
接
的
表
象
」（X

IX
/2, 601

））

の
基
礎
的
名
辞
へ
の
変
換
は
、
そ
れ
が
指
示
す
る
数
に
任
意
の
述
語
が
当
て
は
ま

る
か
ど
う
か
を
判
定
可
能
な
位
置
（
比
喩
的
に
言
え
ば
対
象
が
「
直
接
与
え
ら
れ

て
い
る
」
位
置
）
へ
入
り
込
む
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
説
明
は
、
言
語
習
得
と
い
う
側
面
を
考
え
て
み
れ
ば
、
強
く
訴
え
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。
実
際
、
子
供
が
数
学
的
言
明
を
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
題
に

す
る
と
き
、
我
々
が
実
際
に
問
題
と
す
る
の
は
文
と
こ
の
種
の
手
続
き
と
の
間
の

結
び
つ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
も
っ
と
も
ら
し
い
。

で
は
、
以
上
の
議
論
を
経
験
的
（
観
察
）
言
明
に
適
用
し
た
場
合
に
は
ど
の
よ

う
に
な
る
だ
ろ
う
か 

⑸

。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
基
礎
的
名
辞
に
当
た
る
の
は
知

覚
に
基
づ
く
直
示
詞
で
あ
り
、
間
接
的
名
辞
と
は
そ
れ
以
外
の
名
辞
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る 

⑹

。
本
稿
で
問
題
に
な
る
場
所
に
関
す
る
言
明
に
限
れ
ば
、
基
礎
的

名
辞
は
知
覚
に
基
づ
く
「
そ
こ
」
や
「
こ
こ
」
に
な
る
。
例
え
ば
「
隣
の
部
屋
が

明
る
い
」
と
い
う
言
明
を
考
え
よ
う
。
現
在
の
見
解
で
は
、
こ
の
文
の
理
解
は
こ

の
文
の
確
証
手
続
き
の
把
握
に
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
手
続
き
全
体
は
「
隣

の
部
屋
」
と
い
う
場
所
を
指
示
す
る
名
辞
に
対
応
す
る
手
続
き
と
、「
が
明
る
い
」

と
い
う
述
語
に
対
応
す
る
手
続
き
に
分
か
れ
る
。
直
接
的
な
検
証
手
段
と
し
て
知

覚
経
験
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
あ
る
場
所
に
「
が
明
る
い
」
が
当
て
は
ま
る
か

ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
の
方
法
は
当
の
場
所
で
そ
の
明
る
さ
を
知
覚
す
る
か
ど

う
か
と
い
う
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
方
法
は
「
隣
の
部
屋
」
と
い
う
名
辞
で

問
題
の
場
所
を
指
示
し
て
い
る
場
合
は
使
え
な
い
が
、
も
し
隣
の
部
屋
へ
と
実
際

に
移
動
し
て
そ
の
場
所
を
「
こ
こ
」
と
指
示
で
き
る
位
置
に
い
る
な
ら
ば
適
用
で

き
る
。
こ
こ
か
ら
、
場
所
に
関
す
る
基
礎
的
名
辞
は
当
の
場
所
に
い
な
が
ら
発
す

る
「
こ
こ
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
派
生
的
名
辞
「
隣
の
部
屋
」
の
意
味
は
そ
れ

を
「
こ
こ
」
へ
書
き
換
え
る
た
め
に
取
る
べ
き
手
続
き
、
つ
ま
り
隣
の
部
屋
に
移

動
す
る
と
い
う
経
験
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
隣
の
部
屋
が
明
る
い
」の
理
解
は
、

隣
の
部
屋
に
移
動
す
る
経
験
の
後
に
明
る
さ
を
知
覚
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
手
続

き
と
の
結
び
つ
き
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
他
の
場
所
に
関
す

る
言
明
の
確
証
の
為
に
は
、
ま
ず
そ
の
対
象
を
直
接
知
覚
で
き
る
位
置
へ
移
行
す

る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
言
語
習
得
と
い
う
側
面
を
考
え
る

限
り
、
数
学
的
言
明
の
事
例
と
同
様
に
訴
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
と
い
う
の
も
、
例
え
ば
子
供
が
「
隣
の
部
屋
が
明
る
い
」
を
理
解
し
て
い
る

か
ど
う
か
を
考
え
る
際
、
そ
の
子
供
が
こ
の
種
の
経
験
に
基
づ
い
て
問
題
の
言
明

を
確
証
で
き
る
か
ど
う
か
は
重
要
な
要
因
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
我
々
が
現
在
時
制
言
明
に
お
い
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
と
、
上
で
想

定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
確
証
手
続
き
と
の
間
に
は
あ
る
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
、
と
ダ
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メ
ッ
ト
は
認
め
る
こ
と
に
な
る
。『
真
理
と
過
去
』
に
お
い
て
、
経
験
的
言
明
の

場
合
に
は
数
学
的
言
明
の
場
合
に
は
見
当
た
ら
な
い
種
類
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
と

述
べ
た
の
ち
、
彼
は
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

あ
る
言
明
を
検
証
す
る
も
の
と
そ
の
言
明
が
述
べ
て
い
る
こ
と
の
間
の

ギ
ャ
ッ
プ
は
他
の
場
所
で
物
事
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
経
験
的

言
明
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
言
明
を
検
証
す
る
方
法
の
う

ち
で
我
々
に
利
用
可
能
な
最
も
直
接
的
な
方
法
は
、
そ
の
場
所
に
行
っ
て
そ

こ
で
物
事
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
観
察
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
の

把
握
は
子
供
が
そ
の
よ
う
な
言
明
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
と
っ
て

不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
言
明
が
述
べ
る
こ
と
は
、
も
し
あ
な
た
が

そ
こ
に
行
っ
た
な
ら
ば
あ
な
た
が
観
察
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
そ
れ
だ
、
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
考
え
る
子
供
は
、
他
の
場
所
に
つ
い
て
の
言
明

を
理
解
す
る
初
等
段
階
に
さ
え
ま
だ
達
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
。（D

um
m

ett 
2004, 50. 

強
調
は
原
文
）

対
応
す
る
「
検
証
す
る
方
法
」
が
も
は
や
「
検
証
」
の
名
に
値
し
な
い
よ
う
な
極

端
な
例
を
考
え
れ
ば
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
ギ
ャ
ッ
プ
は
よ
り
見
や
す
く

な
る
。
例
え
ば
私
が
名
古
屋
に
い
る
時
、
隅
田
川
沿
い
に
住
む
友
人
か
ら
「
隅
田

川
沿
い
で
花
火
が
上
が
っ
て
い
る
よ
」
と
聞
い
た
と
す
る
。
私
は
そ
の
後
車
で
六

時
間
ほ
ど
か
け
隅
田
川
沿
い
に
た
ど
り
着
き
、
花
火
が
上
が
っ
て
い
な
い
こ
と
を

確
認
す
る
。
さ
て
、
私
が
こ
の
こ
と
に
基
づ
い
て
友
人
に
「
君
が
言
っ
た
こ
と
は

間
違
い
だ
っ
た
。
隅
田
川
沿
い
に
到
着
し
た
が
、
花
火
が
上
が
っ
て
い
な
い
ぞ
」

と
言
っ
た
と
す
れ
ば
、
私
は
明
ら
か
に
彼
の
言
っ
た
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
人

物
だ
と
み
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
言
明
に
お
い
て
理
解
す
べ
き
事
柄

は
こ
れ
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
場
合
に
は
、
私
が
事
実
上
遂
行
し
え
た
経
験
の

い
ず
れ
も
、
彼
の
主
張
を
確
証
も
反
証
も
し
な
い
。
同
様
の
事
例
を
つ
く
る
た
め

に
は
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
距
離
が
離
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
。「
目
の
前
の
無
線
Ｌ

Ａ
Ｎ
ル
ー
タ
ー
の
裏
側
に
つ
い
て
い
る
ラ
ン
プ
が
今
光
っ
た
」
と
い
う
言
明
で
も

同
じ
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
明
ら
か
に
、
現
在
知
覚

し
て
い
な
い
他
の
場
所
に
つ
い
て
の
言
明
を
確
証
す
る
に
は
、
ま
ず
そ
の
対
象
を

直
接
知
覚
で
き
る
位
置
へ
移
行
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
存
し
て
い
る
。

確
か
に
「
隣
の
部
屋
が
明
る
い
」
の
よ
う
な
場
合
で
は
、
問
題
の
経
験
系
列
は
そ

の
言
明
を
主
張
な
い
し
拒
否
す
る
た
め
の
あ
る
種
の
証
拠
と
見
な
さ
れ
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
同
様
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
存
在
し
、
そ
れ
を
認
識
し
て
い

な
い
子
供
は
花
火
の
例
の
私
と
同
じ
無
理
解
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
上
の

ダ
メ
ッ
ト
か
ら
の
引
用
の
趣
旨
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
上
の
指
摘
が
あ
る
ギ
ャ
ッ
プ
を
正
し
く
指
摘
し
て
い
る
の
だ
と
し

て
も
、
こ
こ
か
ら
直
ち
に
確
証
主
義
的
な
説
明
が
一
般
的
に
誤
っ
て
い
る
と
結
論

す
る
の
は
勇
み
足
で
あ
る
。
確
証
主
義
の
主
張
は
、
任
意
の
言
明
に
関
し
て
、
そ

の
遂
行
可
能
性
が
問
題
の
言
明
の
真
理
と
同
値
で
あ
る
よ
う
な
確
証
の
仕
方
が
存

在
し
、
こ
れ
と
の
結
び
つ
き
に
問
題
の
言
明
の
理
解
が
存
す
る
、
と
い
う
も
の

だ
。
上
の
例
が
示
し
て
い
る
の
せ
い
ぜ
い
、
そ
の
候
補
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
見

え
た
あ
る
種
の
知
覚
経
験
の
系
列
が
、
実
際
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
条
件
を
満
た

す
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
決
し
て
、
い
か
な
る
確
証
の

仕
方
も
問
題
の
条
件
を
満
た
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
実

際
ダ
メ
ッ
ト
も
、
こ
の
種
の
事
例
が
示
す
ギ
ャ
ッ
プ
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い

る
。「
言
明
「
君
の
お
姉
さ
ん
は
今
朝
食
を
と
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
」
の
述
べ

る
こ
と
は
、
も
し
君
が
お
姉
さ
ん
の
い
る
と
こ
ろ
に
行
く
な
ら
ば
、
彼
女
が
朝
食

を
と
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
へ
の
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気
づ
き
を
、
我
々
が
あ
る
子
供
に
（
そ
れ
が
そ
の
言
明
の
真
で
あ
る
こ
と
を
確
か

め
る
最
も
確
実
な
方
法
で
あ
る
こ
と
を
彼
が
知
っ
て
い
る
と
し
て
も
）
認
め
る
の

は
な
ぜ
な
の
か
。
我
々
が
そ
う
す
る
の
は
、
そ
れ
が
そ
の
言
明
を
検
証
す
る
最

も
直
接
的
な
方
法
で
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
意
識
を
子
供
に
認
め
る
か
ら
だ
」

（D
um

m
ett 2004, 53. 

強
調
は
原
文
）。
さ
し
当
り
こ
こ
で
は
、「
最
も
直
接
的
な
」

は
「
意
味
を
構
成
す
る
」
と
読
み
替
え
て
構
わ
な
い
。
つ
ま
り
、
問
題
の
ギ
ャ
ッ

プ
は
認
識
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
実
在
と
そ
の
認
識
と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
で
は
な

く
、
む
し
ろ
言
明
の
意
味
を
構
成
す
る
よ
う
な
方
法
と
、
そ
れ
以
外
の
方
法
と
の

間
の
ギ
ャ
ッ
プ
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
実
際
、
確
証
主
義
を
維
持
す
る
た
め

に
は
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
ほ
か
な
い
。
す
る
と
確
証
主
義
が
答
え
る
べ
き
問
い

は
次
の
仕
方
で
定
式
化
で
き
よ
う
。「
他
の
場
所
に
関
す
る
現
在
時
制
言
明
の
意

味
を
構
成
し
、
そ
の
遂
行
可
能
性
が
そ
の
真
理
な
い
し
そ
れ
が
語
る
と
こ
ろ
の
も

の
の
現
実
存
在
と
同
値
と
な
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
確
証
と
は
何
か
」。

以
上
が
、
他
の
場
所
に
関
す
る
現
在
時
制
言
明
の
問
題
で
あ
る
。
次
に
、
フ
ッ

サ
ー
ル
の
取
り
組
み
や
ダ
メ
ッ
ト
の
実
際
の
応
答
も
取
り
上
げ
つ
つ
、
こ
の
問
題

に
対
す
る
可
能
な
応
答
の
整
理
を
試
み
た
い
。

第
二
節　

確
証
主
義
の
取
り
う
る
二
つ
の
方
針

こ
の
事
例
の
ポ
イ
ン
ト
は
少
な
く
と
も
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
ギ
ャ
ッ
プ
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
言
明
の
ク
ラ
ス
は
通
常
有
意
味
な
言
明
と
み
な
さ
れ
る
言
明
の
ク

ラ
ス
の
大
部
分
を
覆
っ
て
お
り
ま
た
そ
の
典
型
例
で
す
ら
あ
る
た
め
、
我
々
が
そ

れ
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
第
二

に
、
求
め
ら
れ
る
条
件
を
満
た
す
確
証
は
、
私
が
事
実
上
遂
行
し
う
る
も
の
の
中

に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
、
確
証
主

義
が
も
っ
と
も
ら
し
い
も
の
で
あ
る
な
ら
、
言
明
の
意
味
を
構
成
す
る
よ
う
な
確

証
の
候
補
は
、
私
が
事
実
上
は
遂
行
で
き
な
い
よ
う
な
経
験
も
含
め
た
、
よ
り
広

い
範
囲
の
経
験
ま
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
こ
の
こ
と
を
認
め

て
い
た
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。「
い
か
な
る
人
間
的
経
験
の
う
ち
に
お
い

て
も
明
確
に
証
示
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
事
物
や
事
物
世
界
が
存
在
す
る
こ
と
は
、

無
論
自
明
な
こ
と
」（III/1, 103

）
で
あ
り
、
存
在
と
の
相
関
に
お
い
て
問
題
と

な
っ
て
い
る
理
性
的
な
証
示
可
能
性
は
「
経
験
的
な
可
能
性
と
し
て
で
は
な
く
、

「
理
念
的
」
な
、
つ
ま
り
本
質
可
能
性
と
し
て
」（III/1, 314

）
理
解
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
範
囲
の
経
験
を
考
え
れ
ば
い
い
の

か
。私
が
事
実
上
遂
行
し
え
な
い
確
証
の
候
補
は
基
本
的
に
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。

一
つ
は
、
私
の
能
力
に
関
し
て
事
実
的
な
制
限
を
取
り
払
っ
た
場
合
に
遂
行
可
能

と
な
る
経
験
、
も
う
一
つ
は
、
私
以
外
の
主
体
が
遂
行
し
う
る
経
験
で
あ
る 

⑺

。

第
一
の
拡
張
は
、
明
ら
か
に
フ
ッ
サ
ー
ル
が
数
学
的
言
明
の
場
合
に
す
で
に
認

め
て
い
た
拡
張
で
あ
る
。
例
え
ば
あ
る
数
学
的
言
明
の
直
接
的
な
確
証
な
い
し
反

証
の
た
め
に
は
、
あ
る
時
間
（
例
え
ば
一
分
）
か
か
る
操
作
を
二
の
五
十
乗
回
繰

り
返
す
こ
と
が
必
要
（
か
つ
十
分
）
だ
と
分
か
っ
た
が
、
私
は
ど
う
頑
張
っ
て
も

二
の
二
四
乗
回
ほ
ど
し
か
そ
の
操
作
を
繰
り
返
せ
な
い
と
し
よ
う
。
こ
の
時
、
二

の
二
四
乗
回
ほ
ど
し
か
遂
行
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
操
作
の
性
質
で
は

な
く
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
私
の
偶
然
的
性
質
で
あ
る
。
私
の
事
実
的
な
制
限
さ
え

な
け
れ
ば
、
私
は
こ
の
操
作
自
体
は
際
限
な
く
「
そ
し
て
同
様
に
」
と
い
う
形
で

続
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
私
は
把
握
で
き
る
（「［
代
入
操

作
と
い
う
思
考
を
何
度
で
も
繰
り
返
し
確
立
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
］
我
々
に

と
っ
て
は
必
ず
し
も
確
実
で
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
確
実
で
あ
る
」

（X
IX

/2, 601. 
強
調
は
原
文
））。
す
る
と
、
私
に
よ
る
事
実
上
の
遂
行
可
能
性
と

は
別
に
、
手
続
き
の
本
質
に
関
わ
ら
な
い
よ
う
な
私
の
事
実
上
の
制
限
を
取
り

払
っ
た
上
で
の
遂
行
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
、
数
学
的
言
明
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の
真
偽
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
時
、
実
際
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
前
者
で
は

な
く
後
者
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
同
様
の
こ
と
を
、
経
験
的
言
明
に
関
し
て
も
認
め
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
例
え
ば
『
超
越
論
的
観
念
論
』
第
六
テ
キ
ス
ト
第
九
節
「
実
在
性
の

顕
在
的
自
我
へ
の
依
存
」
に
は
、
問
題
の
遂
行
可
能
性
が
物
理
的
な
制
約
を
超
え

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
私
の
知
覚
野
の
外
に
事
物
が

あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
私
の
周
囲
（U

m
gebung

）
に
属
す
る
と
述
べ
、
さ
ら
に
何

か
が
私
の
周
囲
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
私
が
適
切
に
移
動
し
た
後
に
そ
の
事

物
が
知
覚
野
に
あ
る
よ
う
な
状
況
へ
至
る
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
と
し
て
分
析

し
た
後
、
次
の
よ
う
に
可
能
な
反
論
を
棄
却
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
あ
な
た
方
は
次
の
よ
う
に
反
論
は
し
な
か
ろ
う
。
空
気
の
な
い
宇

宙
空
間
へ
と
私
は
超
え
出
て
は
行
け
な
い
、
と
い
う
の
も
私
は
直
ち
に
窒

息
す
る
か
、
私
の
感
覚
器
官
は
も
は
や
通
常
に
働
き
え
な
い
だ
ろ
う
か
ら

等
々
、
と
。い
ま
我
々
は
物
理
的
な
可
能
性
を
検
討
し
て
き
た
の
で
は
な
く
、

あ
る
事
物
の
存
在
の
理
念
的
な
可
能
性
に
属
す
る
も
の
を
、
そ
し
て
、
同
値

の
こ
と
だ
が
、
存
在
を
証
示
す
る
理
念
的
な
可
能
性
に
属
す
る
も
の
を
検
討

し
て
き
た
の
だ
。（X

X
X

V
I, 115. 

強
調
は
原
文
） 

少
な
く
と
も
こ
こ
で
の
反
論
に
対
し
て
は
、
私
の
能
力
に
関
す
る
物
理
的
な
制
約

を
緩
め
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
存
在
と
確
証
可
能
性
と
間
の
同
値
性
は
保
た
れ

る
だ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
方
針
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
本
稿
で
扱
っ
て
い
る
問
題
を
解
決
し
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
私
が
他
の
場
所
に
つ
い
て
の
現
在
時
制
言
明
を
確
証
す
る
経
験

を
今
こ
こ
の
経
験
か
ら
連
続
す
る
形
で
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
は
、
私
の
能

力
に
つ
い
て
の
制
約
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
理
由
は
、
私
が
今
こ

こ
で
そ
れ
を
確
証
し
な
い
よ
う
な
あ
る
特
定
の
経
験
を
持
っ
て
お
り
、
か
つ
こ
の

経
験
を
他
の
場
所
に
つ
い
て
の
経
験
へ
連
続
さ
せ
る
に
は
さ
ら
な
る
経
験
が
必
要

で
あ
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
あ
る
。
確
か
に
、
私
が
時
間
の
停
止
や
そ
の

逆
行
を
知
覚
的
に
経
験
す
る
能
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
意
味
を
成
す
な
ら
ば
話

は
別
だ
。
し
か
し
そ
れ
が
意
味
を
成
す
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
し
、
た
と
え
そ
れ

が
意
味
を
成
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
内
側
か
ら
想
像
可
能
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の

種
の
経
験
の
理
念
的
な
遂
行
可
能
性
の
も
と
で
我
々
が
上
の
言
明
を
理
解
し
て
い

る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。

可
能
な
経
験
と
し
て
他
者
の
経
験
を
考
え
る
選
択
肢
へ
と
移
ろ
う
。こ
の
場
合
、

そ
こ
で
問
題
と
な
る
「
他
者
」
が
事
実
存
在
す
る
他
者
の
み
を
含
む
の
か
、
そ
れ

と
も
可
能
的
な
他
者
も
含
め
る
か
で
立
場
が
分
か
れ
る
。
ま
ず
前
者
か
ら
考
え
よ

う
。
こ
の
場
合
、
さ
ら
に
「
他
者
」
と
し
て
我
々
が
通
常
の
意
味
で
、
つ
ま
り
言

語
的
な
意
思
疎
通
が
（
原
理
的
に
）
可
能
な
他
者
に
の
み
に
限
定
す
る
か
、
よ
り

広
い
も
の
（
低
次
の
生
物
や
場
合
に
よ
っ
て
は
無
生
物
な
ど
）
を
考
え
る
か
で
さ

ら
に
二
通
り
の
可
能
性
が
あ
る
。
前
者
は
一
時
期
ダ
メ
ッ
ト
が
表
明
し
て
い
た

立
場
で
あ
る 

⑻

。
こ
の
立
場
は
、
問
題
と
な
る
他
者
の
経
験
が
（
あ
る
程
度
は
）

現
実
の
私
が
遂
行
し
て
も
対
応
す
る
言
明
の
確
証
だ
と
認
め
ら
れ
う
る
も
の
と
な

る
と
い
う
利
点
を
も
つ
が
、
し
か
し
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
る
言
明
の

範
囲
は
非
常
に
狭
い
も
の
と
な
る
。
後
者
の
例
と
し
て
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
モ
ナ

ド
論
を
展
開
す
る
際
に
こ
の
種
の
可
能
性
を
考
察
し
て
い
た
と
解
釈
で
き
る
か
も

し
れ
な
い 

⑼

。
し
か
し
こ
の
種
の
立
場
で
は
、
認
め
る
主
体
の
範
囲
に
よ
っ
て

は
非
常
に
広
い
範
囲
の
言
明
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
こ
で

問
題
と
な
る
「
他
者
」
の
「
経
験
」
に
は
、
私
が
そ
れ
を
遂
行
す
る
こ
と
が
意
味

を
な
さ
な
い
よ
う
な
も
の
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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よ
っ
て
、
も
し
私
が
遂
行
し
て
も
対
応
す
る
言
明
の
確
証
だ
と
認
め
ら
れ
う
る

範
囲
の
経
験
に
訴
え
、
か
つ
よ
り
広
い
範
囲
の
言
明
の
意
味
理
解
を
説
明
し
よ
う

と
す
る
な
ら
、
通
常
の
意
味
で
意
思
疎
通
可
能
で
あ
り
か
つ
可
能
的
な
他
者
の

経
験
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
確
か
に
こ
の
見
解
を
と
る
な
ら
ば
、
非
常
に
広

い
範
囲
の
言
明
に
関
す
る
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。『
真
理
と
過

去
』
の
時
点
で
ダ
メ
ッ
ト
は
、
確
証
と
は
そ
も
そ
も
個
人
的
な
営
み
で
は
な
く
、

そ
の
本
性
か
ら
し
て
共
同
体
的
な
営
み
だ
と
考
え
、
こ
の
立
場
を
採
用
し
た
（cf. 

D
um

m
ett 2004, 52

）。
最
後
に
こ
の
ダ
メ
ッ
ト
の
見
解
を
確
認
し
、
こ
の
種
の

間
主
観
的
な
選
択
肢
に
関
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
立
場
の
検
討
の
た
め
の
足
が
か
り

と
し
た
い
。

『
真
理
と
過
去
』
に
お
け
る
ダ
メ
ッ
ト
の
最
終
的
な
見
解
は
次
の
よ
う
に
ま
と

め
ら
れ
る
。「
場
所
ａ
が
Ｆ
で
あ
る
」
と
い
う
形
式
の
文
の
理
解
は
、
場
所
ａ
な

い
し
そ
の
周
辺
に
も
し
何
ら
か
の
観
察
主
体
が
い
た
な
ら
ば
、
Ｆ
で
あ
る
こ
と
を

観
察
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
場
合
に
よ
っ
て
は
反
事
実
的
な
状
況
と
の
結
び
つ

き
に
存
す
る
、
と
（cf. D

um
m

ett 2004, 62, 65–68

）。

ま
ず
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
修
正
は
そ
の
ま
ま
で
は
、
当
の
文
を
理
解
す

る
人
が
、〈
な
ん
ら
か
の
観
察
主
体
が
場
所
ａ
を
観
察
可
能
な
位
置
に
い
る
〉
と
い

う
こ
と
を
い
か
に
理
解
し
て
い
る
の
か
を
（
他
者
構
成
の
問
題
を
別
に
し
て
も
）

全
く
説
明
し
な
い
ま
ま
に
残
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
元
々
の
確
証
主
義

の
立
場
で
は
、
他
の
場
所
で
の
事
柄
は
、
そ
の
時
点
で
の
理
解
主
体
の
経
験
か
ら

出
発
す
る
よ
う
な
、
あ
る
種
の
経
験
の
系
列
の
も
と
で
理
解
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
こ
の
修
正
案
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す

る
の
か
は
全
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。（
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
「
も
し
な
ん
ら
か

の
観
察
主
体
が
、
場
所
ａ
を
観
察
可
能
な
位
置
を
観
察
可
能
な
位
置
に
い
た
な
ら

ば
、
な
ん
ら
か
の
観
察
主
体
を
観
察
す
る
経
験
を
持
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
説
明
し

た
な
ら
ば
、
無
限
後
退
に
陥
る
。）

ダ
メ
ッ
ト
自
身
の
決
断
は
、
こ
こ
で
確
証
主
義
を
部
分
的
に
放
棄
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
彼
は
確
証
を
超
え
て
時
空
位
置
に
対
す
る
指
示
を
可
能
に
す
る
参
照
枠

（「
時
空
間
グ
リ
ッ
ド
」
と
呼
ば
れ
る
）
に
訴
え
る
必
要
性
を
認
め
た
の
で
あ
る

（cf. D
um

m
ett 2004, 50–55

）。
こ
の
時
、「
場
所
ａ
が
Ｆ
で
あ
る
」
と
い
う
言
明

の
真
理
は
、
確
か
に
依
然
と
し
て
可
能
的
観
察
の
有
無
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
は
い

る
。
し
か
し
場
所
へ
の
指
示
を
支
え
る
の
は
、
確
証
手
続
き
で
は
な
く
、
時
空
間

グ
リ
ッ
ド
で
あ
る
。

こ
の
中
間
的
な
立
場
が
ど
れ
ほ
ど
維
持
で
き
る
も
の
な
の
か
は
明
ら
か
で
は
な

い
。
素
朴
な
反
応
の
一
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
グ
リ
ッ
ド
を
導
入
し
た
な
ら
、
可
能

的
観
察
へ
の
訴
え
は
余
分
な
も
の
に
見
え
る
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
も
し
当
の
グ

リ
ッ
ド
が
観
察
主
体
の
位
置
付
け
に
使
え
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
そ
れ
で
事
物

を
直
接
位
置
付
け
な
い
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

以
上
で
確
認
し
た
こ
と
を
ま
と
め
た
上
で
、
状
況
を
整
理
し
よ
う
。
今
こ
こ
で

顕
在
的
に
遂
行
し
て
い
る
知
覚
か
ら
出
発
す
る
限
り
、
他
の
場
所
に
関
す
る
現
在

時
制
言
明
の
直
接
的
確
証
は
、
私
に
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
確

証
主
義
的
に
解
決
さ
れ
う
る
の
は
、
私
が
事
実
上
遂
行
可
能
な
経
験
以
外
の
経
験

を
可
能
な
確
証
に
含
め
る
場
合
に
限
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
上
で
整
理
し
た
オ

プ
シ
ョ
ン
に
関
し
て
手
短
に
検
討
し
た
限
り
で
は
、
元
々
の
確
証
主
義
の
強
み
を

維
持
し
つ
つ
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
困
難
に
見
え
た
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
上

で
確
認
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
は
そ
れ
ぞ
れ
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

し
、
ま
た
そ
も
そ
も
網
羅
的
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
確
証
主
義
陣
営
に
属
す
る

哲
学
者
と
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
を
解
釈
し
そ
の
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
広
く

反
実
在
論
陣
営
か
ら
提
出
で
き
る
見
解
の
可
能
性
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
も
、
ま

た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
立
場
の
意
義
を
吟
味
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
も
、
依
然
と
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し
て
意
義
の
あ
る
も
の
だ
ろ
う
。
特
に
何
ら
か
の
説
得
的
な
オ
プ
シ
ョ
ン
が
提
出

で
き
た
場
合
に
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
の
枠
を
超
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
が
期
待
さ
れ

る
。た

だ
し
、
上
の
整
理
か
ら
少
な
く
と
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
問
題
は

単
に
「
原
理
的
」「
可
能
的
」
な
い
し
そ
れ
に
類
す
る
語
で
知
覚
経
験
を
形
容
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
直
ち
に
解
決
さ
れ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
存
在
と
我
々
の
知
覚
経
験
と
を
関
係
さ
せ
る
眼
目
が
、
我
々
が

世
界
を
い
か
に
理
解
し
て
い
る
の
か
を
説
明
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
と
考
え
る

限
り
は
、
そ
う
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
常
に
、
そ
の
時
訴
え
て
い
る
知
覚
概
念
が
、

我
々
の
世
界
理
解
の
説
明
に
お
い
て
訴
え
う
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
気

を
配
る
必
要
が
あ
る
。
ダ
メ
ッ
ト
の
譲
歩
が
、
あ
く
ま
で
こ
の
点
に
こ
だ
わ
っ
た

結
果
だ
と
い
う
こ
と
は
、
事
物
の
存
在
を
証
示
す
る
も
の
と
し
て
の
フ
ッ
サ
ー
ル

の
知
覚
概
念
を
吟
味
す
る
際
に
銘
記
さ
れ
て
然
る
べ
き
こ
と
に
思
わ
れ
る
。

注⑴　

フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
第
三
六
巻
に
関
し
て
は
松
井
二
〇
一
六
の
報
告
が
参
考
と
な
る
。

⑵　

こ
の
点
に
つ
い
て
の
指
摘
は
三
上
一
九
九
七
、三
上
一
九
九
八
を
参
照
。
ま
た
本
稿

注
四
も
参
照
。

⑶　

例
え
ばEvans 1982

の
第
四
・
二
節
を
参
照
。

⑷　

こ
こ
で
念
頭
に
置
い
て
い
る
意
味
の
確
証
主
義
的
説
明
に
つ
い
て
は
葛
谷

二
〇
一
三
を
参
照
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
論
理
学
研
究
』
以
前
か
ら
意
味
概
念
を
構
成

主
義
的
に
捉
え
て
い
た
こ
と
はCentrone 2010

を
参
照
。
ノ
エ
マ
概
念
と
の
関
連
性

に
関
す
る
示
唆
に
つ
い
て
は
富
山
二
〇
一
三
を
参
照
。

⑸　

ダ
メ
ッ
ト
は
経
験
的
言
明
の
中
に
は
そ
の
直
接
的
証
拠
が
推
論
を
介
す
る
も
の
が

あ
る
と
考
え
て
い
る
（D

um
m

ett 2004, 64

）。
よ
っ
て
以
下
の
「
経
験
的
言
明
」
は

正
確
に
は
全
て
「
経
験
的
観
察
言
明
」
と
述
べ
る
べ
き
だ
が
、
本
稿
で
は
観
察
言
明

の
み
を
扱
う
の
で
、
単
に
「
経
験
的
言
明
」
と
表
記
す
る
。

⑹　

一
時
期
の
ダ
メ
ッ
ト
的
確
証
主
義
が
直
示
を
基
礎
と
す
る
二
段
階
の
構
造
を
持
つ

こ
と
に
関
し
て
はEvans 1982

の
第
四
・
二
節
も
参
照
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
関
し
て
は
葛

谷
二
〇
一
三
の
第
三
章
を
参
照
。

⑺　
「
私
が
も
し
～
の
場
所
に
い
た
な
ら
ば
」と
い
う
反
事
実
的
状
況
を
考
え
る
場
合
は
、

今
こ
こ
の
経
験
と
の
非
連
続
性
を
踏
ま
え
、
以
下
で
扱
う
可
能
的
他
者
を
想
定
す
る

事
例
に
属
す
る
と
考
え
る
。

⑻　

D
um

m
ett 2006

を
参
照
。D

um
m

ett 2004

よ
り
出
版
は
後
だ
が
、
元
と
な
っ
た

講
演
の
順
と
し
て
はD

um
m

ett 2006

が
先
で
あ
る
。
そ
の
経
緯
や
立
場
の
違
い
は

D
um

m
ett 2006

の
序
論
を
参
照
。

⑼　

Sm
ith 2003

の
第
四
章
、
特
に
「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
形
而
上
学
」
の
節
の
二
〇
三
頁

以
降
参
照
。
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潤
．
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．
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．
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に
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日
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．

松
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隆
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．
二
〇
一
六
．「
存
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と
証
示
可
能
性
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フ
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セ
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ー
ナ
』
第
三
六
巻
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論
的
観
念
論
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を
読
む
」、『
フ
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サ
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ル
研
究
』、
第
十
三
号
、
フ
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サ
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ル
研

究
会
、
二
二
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二
三
九
．

三
上
真
司
．
一
九
九
七
．「
フ
ッ
サ
ー
ル
と
実
在
論
の
問
題
（
Ⅱ
）」
，『
横
浜
市
立
大
学

論
叢
人
文
科
学
系
列
』、
第
四
八
巻
第
一
号
、
横
浜
市
立
大
学
学
術
研
究
会
、
四
七

–

八
一
． 

―
―
．
一
九
九
八
．「
フ
ッ
サ
ー
ル
と
実
在
論
の
問
題
（
Ⅲ
）」
，『
横
浜
市
立
大
学
論

叢
人
文
科
学
系
列
』、
第
四
九
巻
第
一
号
、
横
浜
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学
学
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究
会
、
七
一–
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六
．

（
葛
谷
潤
・
く
ず
や　

じ
ゅ
ん
・
日
本
学
術
振
興
会
）
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は
じ
め
に

本
論
考
の
狙
い
は
、
ハ
ン
ス
＝
ゲ
オ
ル
グ
・
ガ
ダ
マ
ー
（H

ans-Georg Gadam
er, 

1900-2002

）
の
主
著
で
あ
る
『
真
理
と
方
法
』「
第
一
部
」
に
お
け
る
彼
の
思
索

に
焦
点
を
当
て
、
そ
こ
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
近
代
美
学
に
対
す
る
哲
学
的
解
釈

学
の
批
判
構
造
と
、
そ
れ
が
『
真
理
と
方
法
』
全
体
に
対
し
て
も
つ
体
系
的
役
割

と
を
、
彼
の
〈
芸
術
哲
学
〉
の
観
点
の
か
ら
究
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。

芸
術
経
験
を
「
言
語
」
お
よ
び
「
真
理
」、
さ
ら
に
は
「
哲
学
」
と
密
接
に
接

合
さ
せ
る
ガ
ダ
マ
ー
の
哲
学
的
解
釈
学
は
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
以
来
開
始
さ
れ
た

美
学
の
伝
統
に
お
い
て
、
ロ
ゴ
ス
的
位
相
に
媒
介
さ
れ
た
世
界
経
験
の
普
遍
性
、

す
な
わ
ち
「
解
釈
学
的
経
験
」
の
普
遍
性
を
芸
術
経
験
の
中
枢
に
据
え
る
こ
と

で
、
従
来
の
美
学
理
論
に
対
し
て
一
石
を
投
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。『
真
理
と
方

法
』
第
一
部
の
「
芸
術
論
」
の
最
終
項
で
は
、「
美
学
は
解
釈
学
へ
と
吸
収
さ
れ
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

」⑴
と
い
う
核
心
的
か
つ
大
胆
な
テ
ー
ゼ
が
掲
げ
ら
れ
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
存
在
論
哲
学
を
さ
ら
に
解
釈
学
へ
と
拡
張
さ
せ
る
こ
と
で
、
ガ
ダ
マ
ー

は
近
代
美
学
の
伝
統
的
な
理
論
的
枠
組
み
の
解
体
を
試
み
て
い
る
。

し
か
し
、
他
方
で
こ
う
し
た
哲
学
的
解
釈
学
の
思
索
は
、
美
的
・
感
性
的
な
も

の
（das Ä

sthetische

）
の
地
位
を
剥
奪
す
る
哲
学
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
、
と

り
わ
け
八
十
年
代
以
降
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
批
判
と
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ

た
。
哲
学
的
解
釈
学
の
体
系
化
の
た
め
の
美
学
の
位
置
づ
け
を
批
判
し
た
ブ
プ

ナ
ー 

⑵

、
ま
た
そ
れ
と
並
行
す
る
か
た
ち
で
ガ
ダ
マ
ー
の
芸
術
の
思
索
を
「
解
釈

学
へ
の
美
学
の
狭
隘
化
」
と
称
し
た
ベ
ー
メ 

⑶

、
さ
ら
に
哲
学
的
・
解
釈
学
的
な

先
行
概
念
に
よ
る
芸
術
の
規
定
に
慎
重
な
態
度
を
見
せ
た
グ
ロ
ン
ダ
ン 

⑷

な
ど
、

こ
う
し
た
多
く
の
批
判
的
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
に
代
表
さ
れ
る
研
究

は
、
ガ
ダ
マ
ー
が
『
真
理
と
方
法
』
に
お
い
て
展
開
し
た
「
芸
術
論
」
の
体
系
的

不
備
や
、
芸
術
現
象
の
取
り
扱
い
の
一
面
性
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
美
的
現
象
に

対
す
る
解
釈
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
限
界
と
制
限
と
を
測
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
他
方
で
、
こ
う
し
た
様
々
な
批
判
の
結
果
、
哲
学
的
解
釈

学
が
近
代
美
学
に
対
し
て
備
え
る
意
義
は
、
単
な
る
ひ
と
つ
の
〈
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
〉

と
し
て
の
理
解
に
切
り
詰
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
も
い
え
る
。
筆
者
が
見
る
限
り
、

こ
れ
ら
の
研
究
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
『
真
理
と
方
法
』
の
「
芸
術
論
」
を
解
釈
学

の
理
論
構
築
の
た
め
の
一
契
機
・
手
段
と
み
な
す
こ
と
で
、
ガ
ダ
マ
ー
の
芸
術
思

想
が
彼
の
哲
学
全
体
に
対
し
て
も
つ
体
系
的
意
義
や
構
成
的
役
割
を
独
自
に
評
価

す
る
観
点
が
欠
落
し
て
い
る
。
ひ
い
て
は
、
こ
の
こ
と
が
ガ
ダ
マ
ー
の
思
考
を
通

底
し
て
貫
く
芸
術
思
想
の
哲
学
的
意
義
を
見
逃
し
、
彼
の
哲
学
の
本
質
的
洞
察
に

美
学
理
論
の
解
釈
学
的
解
体

―
カ
ン
ト
美
学
と
解
釈
学
に
お
け
る
構
想
力
の
問
題

―

小

平

健

太
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お
い
て
い
ま
だ
未
解
決
の
部
分
を
残
す
と
い
う
事
態
を
招
い
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
論
考
で
は
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
、
第
一
部
の
「
芸
術
論
」

に
お
け
る
カ
ン
ト
批
判
の
文
脈
に
今
一
度
注
目
す
る
こ
と
か
ら
始
め
、
そ
の
体
系

的
意
義
を
改
め
て
『
真
理
と
方
法
』
全
体
の
枠
組
み
の
内
に
お
い
て
、
問
い
直
す

こ
と
に
し
た
い
。
哲
学
的
解
釈
学
と
近
代
美
学
と
の
連
関
の
深
淵
に
お
い
て
問
題

と
な
っ
て
い
る
事
柄
は
何
で
あ
る
か
―
―
こ
の
点
を
今
一
度
ガ
ダ
マ
ー
の
カ
ン
ト

解
釈
に
即
し
つ
つ
究
明
す
る
こ
と
が
、
本
論
考
の
目
的
で
あ
る
。

一　

ガ
ダ
マ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
―
―
美
と
芸
術
を
め
ぐ
る
解
釈
学
の
批
判
構
造

『
真
理
と
方
法
』
第
一
部
の
「
芸
術
論
」
に
お
け
る
一
連
の
議
論
に
お
い
て
一

貫
し
て
展
開
さ
れ
て
い
た
の
は
、
近
代
の
思
考
的
枠
組
み
の
解
釈
学
的
解
体
と
も

い
う
べ
き
思
索
の
営
み
で
あ
っ
た
。
ま
ず
第
一
章
第
一
節
で
は
人
文
主
義
の
伝
統

の
意
義
が
近
代
美
学
と
の
連
関
に
お
い
て
究
明
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
続
く
第
二

節
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
哲
学
に
よ
る
美
学
の
「
主
観
主
義
化
」
の
問
題
が
論
じ
ら

れ
る
。
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
の
「
カ
ン
ト
の
本
質
的
な
関
心
事
」
と
は
、

「
概
念
の
尺
度
か
ら
解
放
さ
れ
た
美
学
の
自
律
的
な
基
礎
づ
け
を
果
た
し
、
そ
し

て
芸
術
の
領
域
に
お
い
て
は
決
し
て
真
理
へ
の
問
い
を
立
て
ず
、
そ
う
で
は
な
く

美
的
判
断
を
生
の
感
情
の
主
観
的
な
ア
プ
リ
オ
リ
に
、
つ
ま
り
、
趣
味
と
天
才
の

共
通
の
本
質
を
な
す
我
々
の
〈
認
識
一
般
〉
の
能
力
の
調
和
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
」

（GW
1, 65

）
に
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
ガ
ダ
マ
ー
が
当
該
の
第
二
節
に
お
い
て
ま
ず
問
題
と

し
た
の
が
、
カ
ン
ト
美
学
に
お
け
る
広
義
の
芸
術
美
と
自
然
美
、
お
よ
び
趣
味
と

天
才
の
問
題
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
以
来
伝
統
的
な
美
学
理
論
内

部
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
き
た
「
完
全
性
（V

ollkom
m

enheit

）」
概
念 

⑸

を
趣
味
判
断
の
原
理
か
ら
退
け
る
こ
と
で 

⑹

、「
付
属
す
る
美
（anhängende 

Schönheit 

［pulchritudo adhearens

］）」
に
対
し
て
「
自
由
な
美
（freie 

Schönheit 

［pulchritudo vaga

］）」
に一
定
の
優
位
を
与
え
て
い
る
。
い
か
な
る

「
目
的
」
の
概
念
に
も
依
る
こ
と
な
く
、「
自
由
な
美
を
（
単
に
形
式
に
し
た
が
っ
て
）

判
断
す
る
場
合
、
趣
味
判
断
は
純
粋
で
あ
る
」
⑺

。
こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
議
論
を

受
け
、
ガ
ダ
マ
ー
は
カ
ン
ト
の
「
趣
味
の
立
場
」
と
は
、
そ
の
純
粋
性
を
も
っ
て
「
美

的
判
断
力
の
本
質
を
汲
み
尽
す
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
〈
知
性
的
〉
基
準
に
よ
る

制
限
か
ら
守
る
こ
と
を
要
求
す
る
」（GW

1, 51

）
と
述
べ
て
い
る
。

た
だ
し
、
他
方
で
ガ
ダ
マ
ー
が
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
美
学
に
お
け
る
自
然
美
の

立
場
に
関
し
て
主
張
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
完
全
性
概
念
の
否
定
が
、
そ
れ
に
基

づ
く
「
趣
味
の
立
場
」
の
超
克
を
意
味
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
客

観
的
合
目
的
性
―
―
す
な
わ
ち
、
対
象
の
「
完
全
性
」
で
あ
れ
、「
有
用
性
」
で
あ

れ
―
―
に
取
っ
て
代
わ
り
、
主
観
的
形
式
的
合
目
的
性
を
趣
味
判
断
の
根
底
に
置

く
こ
と
で
、
カ
ン
ト
は
完
全
性
概
念
を
美
学
の
原
理
か
ら
退
け
た
訳
だ
が
、
他
方

で
こ
の
と
き
、
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
れ
ば
カ
ン
ト
が
同
時
に
示
し
て
い
た
の
は
次
の
点

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
主
観
的
合
目
的
性
は
、
美
と
道
徳
性

の
表
現
と
の
期
せ
ず
し
た
一
致
の
内
に
捉
え
直
さ
れ
る
こ
と
で
、
趣
味
が
単
な
る

「
形
式
」
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、「
内
容
」
に
関
わ
る
こ
と
を
も
カ
ン
ト
が
示
し
た

点
で
あ
る
。
自
然
美
は
芸
術
作
品
と
は
異
な
り
、
そ
う
し
た
我
々
の
道
徳
的
規
定

を
知
ら
せ
る
た
め
に
存
在
す
る
訳
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
に
「
我
々

の
道
徳
的
規
定
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」（GW

1, 57

）
点
に
、
ガ
ダ
マ
ー

は
カ
ン
ト
美
学
の
一
種
の
内
的
完
結
性
と
し
て
「
自
然
美
の
道
徳
的
な
重
要
性
」

を
読
み
取
っ
て
い
る
。「
芸
術
で
は
な
く
、
自
然
美
だ
け
が
自
然
を
判
断
す
る
に

あ
た
っ
て
目
的
概
念
を
正
当
化
す
る
の
に
役
立
ち
得
る
。
既
に
こ
の
体
系
上
の
理

由
か
ら
、〈
純
粋
〉
な
趣
味
判
断
は
、
第
三
批
判
の
不
可
欠
な
基
盤
で
あ
り
続
け
る

の
で
あ
る
」（GW

1, 60

）。
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さ
て
、
こ
う
し
た
自
然
美
に
立
脚
す
る
カ
ン
ト
の
立
場
は
、
ガ
ダ
マ
ー
が
見
る

限
り
、
天
才
の
立
場
に
お
い
て
も
一
貫
し
て
保
持
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
美
的

理
念
を
表
出
す
る
能
力
で
あ
る
と
さ
れ
る
天
才
も
、
自
然
に
お
い
て
喚
起
さ
れ

る
美
的
理
念
の
表
出
を
規
範
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
芸
術
と
は
「〈
偶
然
性
の
驚

異
〉」 ⑻
と
し
て
の
自
然
美
へ
の
回
帰
、
し
か
も
そ
れ
は
自
然
へ
の
直
接
的
な
回

帰
で
は
な
く
、
人
間
の
「
技
術
」
の
最
高
の
営
為
を
通
じ
た
、
す
な
わ
ち
人
間
の

超
感
性
的
で
究
極
的
な
「
目
的
」
―
―
す
な
わ
ち
道
徳
性
―
―
へ
の
営
為
を
介
し

た
媒
介
的
な
回
帰
に
他
な
ら
な
い 
⑼

。

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、《
美
し
き
技
［
芸
術
］
は
天
才
の
技
で
あ
る(Schöne 

K
unst ist K

unst des Genies)

》
と
い
う
カ
ン
ト
の
命
題
も
ま
た
、
自
然
美
に

対
す
る
芸
術
美
の
自
律
的
地
位
を
基
礎
づ
け
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
認
識
主
体

の
側
に
お
け
る
自
然
と
の
主
観
的
合
目
的
性
の
内
に
美
的
判
断
力
の
正
当
性
を
基

礎
づ
け
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
ガ
ダ
マ
ー
は
、
カ
ン
ト
の
美
学
論
に
お
い
て
自
然
美
に
お
け
る
美
の

問
題
だ
け
で
な
く
、「
芸
術
に
お
け
る
美
に
つ
い
て
も
ま
た
、
我
々
の
認
識
能
力
の

戯
れ
に
お
け
る
自
由
の
感
情
に
対
す
る
合
目
的
性
の
原
理
以
外
、
概
念
と
認
識
の

い
か
な
る
基
準
も
、
判
断
の
い
か
な
る
原
理
も
存
在
し
な
い
」（GW

1, 61
）
と

評
す
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ガ
ダ
マ
ー
は
「
趣
味
と
天
才

と
は
原
則
と
し
て
同
一
の
基
盤
に
立
つ
」、
す
な
わ
ち
人
間
の
認
識
能
力
、
つ
ま

り
構
想
力
の
創
造
的
な
調
和
、
さ
ら
に
言
え
ば
主
観
的
合
目
的
性
の
基
盤
に
立
つ

こ
と
を
示
し
、
そ
う
し
て
「
美
的
判
断
力
の
自
己
自
律
（H

eautonom
ie

）
は
、

美
的
対
象
に
対
す
る
い
か
な
る
自
律
的
な
妥
当
性
領
域
を
も
基
礎
づ
け
る
も
の
で

は
決
し
て
な
い
」
と
結
論
付
け
る
（GW

1, 61

）。「
判
断
力
の
ア
プ
リ
オ
リ
を
問

う
と
い
う
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
反
省
は
、
美
的
判
断
の
要
求
を
正
当
化
す
る
が
、

し
か
し
芸
術
の
哲
学

0

0

0

0

0

と
い
う
意
味
で
の
哲
学
的
美
学
を
根
本
に
お
い
て
容
認
し
な

い
の
で
あ
る
」（GW

1, 61

［
強
調
は
筆
者
に
よ
る
］）。
こ
う
し
て
ガ
ダ
マ
ー
か

ら
見
れ
ば
、
趣
味
の
立
場
も
、
そ
し
て
天
才
の
立
場
も
―
―
さ
ら
に
は
自
然
美
に

対
す
る
芸
術
美
の
立
場
も
、
本
来
的
な
「
芸
術
の
立
場
」
足
り
得
な
い
。
と
い
う

の
も
、
そ
う
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
の
は
、
そ
こ
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
両
項
が
互

い
に
接
続
さ
れ
る
超
越
論
的
な
媒
介
項
と
し
て
の〈
美
的
判
断
力
の
ア
プ
リ
オ
リ
〉

に
他
ら
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
そ
う
し
て
、
い
か
に
し
て
美
的
経
験
の
真
理

を
成
し
遂
げ
、
カ
ン
ト
の
〈
美
的
判
断
力
の
批
判
〉
を
も
っ
て
は
じ
ま
っ
た
美
的

な
も
の
の
徹
底
し
た
主
観
主
義
化
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問

い
が
立
て
ら
れ
る
。
我
々
が
示
し
た
の
は
、
カ
ン
ト
を
し
て
美
的
判
断
力
を
完
全

に
主
観
の
状
態
へ
と
関
係
づ
け
さ
せ
た
の
は
、
ま
っ
た
く
特
定
の
、
超
越
論
的
な

基
礎
づ
け
作
業
を
目
的
と
す
る
方
法
上
の
抽
象
化
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
点

で
あ
る
」（GW

1, 103

）。

二　

プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
負
の
遺
産
―
―
構
想
力
と
言
語
の
本
来
的
連
関

こ
う
し
て
ガ
ダ
マ
ー
は
、
自
然
美
と
芸
術
美
と
い
う
関
係
性
そ
の
も
の
に
対
す

る
疑
義
を
議
論
の
基
本
線
と
し
て
描
き
つ
つ
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
思
考
の
基
盤
そ

の
も
の
を
解
体
す
べ
く
、
議
論
を
大
き
く
展
開
さ
せ
て
い
く
。
ガ
ダ
マ
ー
は
双
方

の
連
関
に
お
い
て
「
自
然
美
の
道
徳
的
な
重
要
性
」
―
―
す
な
わ
ち
、
自
然
美
は

我
々
に
自
身
の
道
徳
的
規
定
を
意
識
さ
せ
る
―
―
を
読
み
取
る
際
に
、
カ
ン
ト
の

議
論
の
内
的
完
結
性
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
議
論
は
〈
美
的
判
断
力
の
ア
プ
リ
オ

リ
〉
を
正
当
化
す
る
た
め
で
あ
っ
て
「
芸
術
と
い
う
現
象
を
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い

尺
度
で
見
て
い
る
と
は
言
え
な
い
」（GW

1, 52

）
と
反
論
を
加
え
て
い
た 

⑽

。

こ
こ
で
、
そ
う
し
た
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
る
解
体
の
思
考
の
意
図
を
明
ら
か
に
す
べ

く
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
参
照
し
て
お
き
た
い
。
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こ
れ
［
芸
術
美
に
対
す
る
自
然
美
の
優
位
］
と
は
反
対
の
こ
と
も
言
え

る
。［
と
い
う
の
も
］
芸
術
美
に
対
す
る
自
然
美
の
優
位
は
、
特
定
の
言

表
（A

ussage

）
に
対
す
る
自
然
美
の
欠
如
の
裏
返
し
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
う
し
て
逆
に
、
自
然
美
に
対
す
る
芸
術
美
の
優
位
を
以
下
の
点

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
の
言
語
と
は･････

我
々
に
意

味
に
満
ち
た
も
の
と
し
て
は
っ
き
り
と
訴
え
か
け
て
く
る
要
求
度
の
高
い

（anspruchsvoll
）
言
語
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。･････

む
し
ろ
こ
の

芸
術
の
特
定
の
訴
え
か
け
（A

nspruch

［
要
求
］）
こ
そ
が
、
我
々
の
認
識

能
力
［
構
想
力
］
に
お
け
る
自
由
な
遊
動
領
域
を
適
切
に
開
示
し
、
こ
こ
に

芸
術
の
素
晴
ら
し
く
も
、
秘
密
に
満
ち
た
も
の
が
あ
る
。（GW
1, 57

）

こ
う
し
た
点
に
お
い
て
ガ
ダ
マ
ー
は
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
的
図
式
に
お
け
る
構

想
力
と
は
別
の
次
元
に
お
い
て
確
保
さ
れ
る
、「
芸
術
の
特
定
の
訴
え
か
け(

要
求)

」

が
開
示
す
る
芸
術
経
験
に
お
け
る
我
々
の
認
識
能
力
、
す
な
わ
ち
構
想
力
の
存
在

を
言
語
的
認
識
と
の
連
関
に
お
い
て
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
第
一
章
「
第

三
節
」
に
お
け
る
「
美
的
意
識
」
の
批
判
に
お
い
て
も
、
カ
ン
ト
的
な
意
味
に
お

け
る
〈
経
験
〉
の
概
念
的
拡
張
を
図
る
際
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
し
た

が
っ
て
我
々
に
と
っ
て
問
題
で
あ
る
の
は
、
芸
術
の
経
験
を
そ
れ
が
経
験
と
し
て

理
解
さ
れ
る
よ
う
に
見
る
こ
と
で
あ
る
。･････

芸
術
の
言
語
と
の
あ
ら
ゆ
る
出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

会
い
は

0

0

0

、
閉
じ
る
こ
と
の
な
い
出
来
事
と
の
出
会
い
で
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
自
体
こ
の
出

0

0

0

0

0

0

0

来
事
の
一
部
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

限
り
、
そ
こ
に
［
芸
術
の
経
験
に
］
広
範
に
わ
た
る
解
釈
学

的
な
帰
結
が
存
す
る
の
を
我
々
は
見
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
こ

と
こ
そ
、
美
的
意
識
に
対
し
て
、
ま
た
美
的
意
識
に
よ
る
真
理
の
問
い
の
無
効

化
（N

eutralisierung

）
に
対
し
て
、
主
張
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
」（GW

1, 
104f

）。

上
記
の
引
用
に
お
い
て
ガ
ダ
マ
ー
は
、
現
存
在
の
歴
史
的
制
約
性
そ
の
も
の
を

〈
経
験
〉
の
全
体
性
の
内
に
反
省
的
に
構
造
化
す
る
過
程
で
、
美
的
対
象

0

0

と
し
て

の
芸
術
作
品
に
対
峙
す
る
自
律
的
な
美
的
意
識
と
い
う
二
項
的
な
認
識
図
式
に
基

づ
く
経
験
構
造
を
乗
り
越
え
、
作
品
と
作
品
が
属
す
る
歴
史
的
地
平
そ
の
も
の
の

統
一
的
経
験
を
捉
え
る
新
た
な
〈
経
験
〉
概
念
の
理
解
を
求
め
て
い
る
。
つ
ま
り

「
主
観
」・「
客
観
」、
さ
ら
に
は
「
感
性
」・「
知
性
」
と
い
っ
た
近
代
的
思
考
に
基

づ
く
二
項
的
な
経
験
図
式
に
対
し
て
、「
出
来
事
と
の
出
会
い

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
表
現
さ
れ
て
い

る
新
た
な
〈
経
験
〉
概
念
に
基
づ
く
芸
術
の
経
験
様
式
が
、
美
的
意
識
に
立
脚
す

る
美
学
の
理
論
的
枠
組
み
を
超
え
て
、
芸
術
作
品
の
「
真
理
の
問
い
」
の
も
と
、

広
く
解
釈
学
の
理
論
的
枠
組
み
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
ガ
ダ
マ
ー
は
こ
れ
ま
で
の
カ
ン
ト
の
美
学
論
の
分

析
に
お
い
て
そ
の
枠
組
み
を
精
査
す
る
過
程
で
、
同
時
に
美
的
判
断
力
に
お
け
る

構
想
力
の
働
き
を
常
に
注
視
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
実
は
、
我
々
に
次
の
点
を

示
唆
す
る
。す
な
わ
ち
、
一
方
で
我
々
が
ガ
ダ
マ
ー
の
分
析
を
通
し
て
見
た
の
は
、

自
然
美
と
芸
術
美
の
議
論
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
、
完
全
性
美
学
の
否
定
と
自
然
美

の
道
徳
的
重
要
性
と
の
接
合
を
、
主
観
的
合
目
的
性
に
お
け
る
構
想
力
の
自
由
な

調
和
を
も
っ
て
美
的
判
断
力
の
内
に
基
礎
づ
け
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
他
方
で
上

記
の
引
用
に
お
け
る
ガ
ダ
マ
ー
の
構
想
力
へ
の
注
目
は
、
そ
う
し
た
自
然
美
と
芸

術
美
の
連
関
そ
の
も
の
に
疑
義
を
差
し
挟
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
的
な
構
想

力
の
使
用
に
対
し
て
裂
け
目
を
入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
と
も
理
解
で
き
る
点
で
あ

る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
構
想
力
を
言
語
の
認
識
的
働
き
を
通
じ
て
解
体
す
る
こ
と

で
、〈
経
験
〉
の
図
式
そ
の
も
の
を
書
き
換
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
も

理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
―
―
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
関
し
て
、
ガ
ダ
マ
ー
は

「
構
想
力
」
の
問
題
を
め
ぐ
る
後
年
の
論
文
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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プ
ラ
ト
ン
に
ま
で
遡
る
感
性
的
お
よ
び
知
的
直
観
の
対
立
、
言
い
換
え
れ
ば
、

感
性
（A

isthesis

）
と
思
惟
（N

oesis

）
の
対
立
、
こ
れ
は
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム

に
お
け
る
負
の
遺
産
を
思
い
出
さ
せ
、
―
―
意
識
的
に
せ
よ
、
ま
た
そ
う
で

な
く
て
も
―
―
こ
れ
は
近
代
の
思
考
の
上
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
感
性
的
な

も
の
（das Sinnliche

）
と
知
性
的
な
も
の
（das Intelligible

）
の
区
別

の
偉
大
な
成
果
と
は･････

他
方
で
感
覚
知
覚
（Sinnesw

ahrnehm
ung

）

の
構
造
モ
デ
ル
に
し
た
が
っ
て
形
成
さ
れ
た
〈
直
観
〉
概
念
の
導
入
に
あ
っ
た

の
だ
が
、
た
だ
こ
れ
を
も
っ
て
し
て
直
観
は
概
念
的
思
考
に
対
す
る
排
他
的

な
対
立
を
含
意
す
る
に
至
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
⑾

こ
う
し
た
発
言
か
ら
も
、
ガ
ダ
マ
ー
は
芸
術
経
験
の
理
論
に
潜
む
二
項
的
な
対

立
構
造
自
体
、
む
し
ろ
解
体
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ガ
ダ
マ
ー

が
見
る
限
り
、〈
直
観
〉
は
単
な
る
感
覚
的
所
与
と
し
て
概
念
的
認
識
に
お
け
る

対
立
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
ひ
い
て
は
芸
術
経
験
と
概
念

的
認
識
と
は
単
純
な
対
立
関
係
に
は
な
い
。
こ
こ
で
ガ
ダ
マ
ー
の
関
心
は
、
そ
も

そ
も
「
感
性
的
な
も
の
」
と
「
知
性
的
な
も
の
」
と
を
互
い
に
対
立
し
あ
う
も

の
と
し
て
分
離
し
て
思
考
す
る
「
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
負
の
遺
産
（Erblast des 

Platonism
us

）」
を
克
服
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
向
け
ら
れ
て
い
る
。「
芸
術
経
験

は
概
念
的
認
識
へ
の
抽
象
的
な
対
立
か
ら
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
（
な
い
）」（GW

8, 
192

）
ず
、
む
し
ろ
双
方
が
近
代
的
思
考
の
も
と
対
立
的
な
構
図
に
切
り
詰
め
ら

れ
る
以
前
の
、
双
方
の
統
一
的
連
関
の
内
に
見
て
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ガ
ダ
マ
ー
が
カ
ン
ト
的
な
構
想
力
の
使
用
に
裂
け
目
を
入
れ
る
こ
と
で
再
度
取
り

戻
そ
う
と
し
た
の
は
、
感
性
的
・
美
的
認
識
と
知
性
的
・
概
念
的
認
識
と
の
本
来

的
な
統
一
的
連
関
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

三　

美
の
形
而
上
学
と
光
の
形
而
上
学
―
―
プ
ラ
ト
ン
へ
の
解
体
的
遡
行

こ
の
よ
う
に
ガ
ダ
マ
ー
の
芸
術
の
思
索
を
理
解
す
る
と
き
、
第
一
部
の
「
芸
術

論
」が『
真
理
と
方
法
』全
体
の
思
索
に
対
し
て
も
つ
構
成
的
役
割
が
見
え
て
く
る
。

『
真
理
と
方
法
』
第
三
部
の
最
終
節
（
第
三
節
）
に
お
い
て
ガ
ダ
マ
ー
は
、
第
一

部
の
「
芸
術
」、
そ
し
て
第
二
部
の
「
歴
史
」
に
つ
い
て
の
議
論
を
総
合
的
に
踏

ま
え
た
う
え
で
、
自
然
科
学
的
な
方
法
原
理
で
は
獲
得
し
得
な
い
「
真
理
を
保
証

す
る
問
い
と
探
究
の
規
律
」（GW

1, 494

）
を
開
示
す
る
も
の
と
し
て
、
自
ら
の

「
哲
学
的
解
釈
学
」
の
立
場
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
き
我
々
の
目

を
引
く
の
は
、
最
終
節
に
お
け
る
こ
う
し
た
解
釈
学
の
帰
結
を
引
き
出
す
議
論
の

中
心
的
主
題
が
、
ふ
た
た
び
美
を
め
ぐ
る
〈
経
験
〉
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
点

で
あ
る
。
こ
う
し
た
議
論
の
枠
組
み
は
、
ガ
ダ
マ
ー
の
芸
術
論
を
究
明
の
対
象
と

す
る
本
論
考
に
と
っ
て
極
め
て
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、

『
真
理
と
方
法
』
の
思
索
は
―
―
さ
ら
に
言
え
ば
ガ
ダ
マ
ー
の
「
哲
学
的
解
釈
学
」

と
い
う
試
み
は
―
―
、
美
お
よ
び
芸
術
に
つ
い
て
の
思
索
に
始
ま
り
、
ま
た
そ
れ

を
も
っ
て
終
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
ガ
ダ
マ
ー
の
「
芸
術

論
」
に
は
、
そ
の
導
入
的
役
割
を
越
え
た
、
全
体
に
対
す
る
完
結
性
と
し
て
の
役

割
が
認
め
ら
れ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
最
後
の
主
題
が
、
プ
ラ
ト

ン
に
端
を
発
す
る
「
美
の
形
而
上
学
」
の
問
題
で
あ
る
。

ガ
ダ
マ
ー
が
プ
ラ
ト
ン
の
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
の
思
索
に
依
り
つ
つ
、
そ
こ
で
問

題
と
し
た
の
は
、「
美
に
対
す
る
愛
の
経
験
（die Erfahrung der Liebe zum

 
Schönen

）」
に
お
け
る
「
媒
介
」（V

erm
ittelung

）
の
問
題
で
あ
っ
た
。「
明

ら
か
に
、
善
に
対
し
て
美
が
卓
越
し
て
い
る
の
は
、
美
は
自
ず
か
ら
自
ら
を
表

し
、
自
ら
を
そ
の
存
在
の
内
で
直
接
は
っ
き
り
わ
か
ら
せ
る
（einleuchtend 

m
achen

［=
は
っ
き
り
輝
か
せ
る
］）と
こ
ろ
に
あ
る
」（GW

1, 485

）。「
美
が〈
イ

デ
ア
〉
で
あ
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
確
か
で
あ
る
、
つ
ま
り
美
は
、
現
象
界
の
流
れ
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を
越
え
た
恒
常
的
で
あ
る
も
の
と
し
て
際
立
つ
存
在
の
秩
序
に
属
し
て
い
る
。
し

か
し
、
同
様
に
確
か
で
あ
る
の
は
、
美
は
そ
れ
自
身
で
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
」（GW

1, 491

）。
ガ
ダ
マ
ー
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
の
叙
述
に

お
け
る
美
と
愛
の
連
関
を
注
視
し
、
美
の
「
も
っ
と
も
重
要
な
存
在
論
的
機
能
、

す
な
わ
ち
イ
デ
ア
と
現
象
と
の
媒
介
と
い
う
機
能
」（GW

1, 485

）
を
取
り
出
そ

う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
意
図
は
、
光
の
経
験
様
式
に
基
づ
く
美
の
存
在
様
式

と
、
理
解
の
経
験
様
式
に
基
づ
く
言
語
の
存
在
様
式
と
の「
親
縁
性（A

ffinität

）」

（GW
1, 490

）
を
、
修
辞
学
の
伝
統
に
即
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

既
に
見
た
よ
う
に
、
ガ
ダ
マ
ー
は
善
に
対
す
る
美
の
卓
越
性
を
、「
自
ら
を
そ
の

存
在
の
内
で
直
接
は
っ
き
り
わ
か
ら
せ
る
（einleuchtend m

achen

）」
こ
と
に

求
め
て
い
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
「
は
っ
き
り
わ
か
る
（einleuchten

）」
と
「
は
っ

き
り
［
ひ
と
つ
に
］
―
輝
く

0

0

（ein-leuchten
）」
と
に
共
通
す
る
「
光
の
隠
喩
法

（Lichtm
etaphorik

）」（GW
1, 489

）
が
注
目
さ
れ
、
そ
れ
が
と
も
に
「
真
（
理
）

―
ら
し
き
も
の[=

真
に
―
輝
く
も
の

0

0

0

0]

」
を
意
味
す
る
ド
イ
ツ
語
のdas W

ahr-
Scheinliche

と
ラ
テ
ン
語
のverisim

ile

の
対
応
関
係
と
同
じ
く 

⑿

、
修
辞
学
の

伝
統
に
属
し
て
い
る
点
を
ガ
ダ
マ
ー
は
指
摘
す
る
（GW

1, 489
）。
ガ
ダ
マ
ー
が

そ
う
し
て
主
張
す
る
の
は
、
イ
デ
ア
と
現
象
の
「
媒
介
」
と
し
て
の
光
の
存
在
様

式
と
同
じ
く
し
て
、
言
語
も
ま
た
自
ら
が
語
り
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
姿
を
現
す

と
と
も
に
、
そ
う
し
て
他
の
も
の
を
そ
の
全
体
と
し
て
現
前
さ
せ
る
〈
経
験
〉
の

「
媒
体
・
中
間
」（M

itte

）
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。「
言
葉
の
使
用
に

お
い
て
、
直
観
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
は
、
普
遍
的
な
も
の
の
個
別
的
事
例
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
語
ら
れ
た
こ
と
の
内
に
お
い
て
自
ら
現
前
し

た
も
の
と
な
る
―
―
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
美
の
イ
デ
ア
が
美
し
い
も
の
の
内
に
お

い
て
現
前
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
で
あ
る
」（GW

1, 493

）。

我
々
は
先
の
考
察
に
お
い
て
、
芸
術
経
験
の
図
式
を
長
ら
く
支
配
し
て
き
た
感

性
と
悟
性
と
の
二
項
的
な
対
立
構
図
に
裂
け
目
を
入
れ
る
こ
と
で
、
美
的
な
も
の

の
存
在
様
式
を
回
復
さ
せ
よ
う
と
す
る
ガ
ダ
マ
ー
の
思
索
の
モ
チ
ー
フ
を
確
認
し

た
。
今
や
ガ
ダ
マ
ー
の
こ
う
し
た
注
目
に
関
し
て
、
そ
れ
を
カ
ン
ト
お
よ
び
バ
ウ

ム
ガ
ル
テ
ン
を
経
て
、
プ
ラ
ト
ン
形
而
上
学
へ
と
至
る
彼
の
遡
行
の
歩
み
を
通
し

て
あ
ら
た
め
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
意
図
は
は
っ
き
り
と
し
て
く
る 

⒀

。
ガ
ダ

マ
ー
が
美
的
・
芸
術
的
現
象
を
理
解
す
る
う
え
で
、
常
に
前
提
と
し
て
い
た
の

は
、
美
的
存
在
と
言
語
的
存
在
の
形
而
上
学
的
な
親
縁
性
に
基
づ
く
双
方
を
包
括

す
る
共
通
の
〈
経
験
〉
の
地
平
な
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
を
切
り
離
し
、
感
性
と

悟
性
と
い
う
二
項
的
な
対
立
図
式
の
内
に
美
的
・
解
釈
学
的
な
も
の
を
押
し
込
め

る
こ
と
は
、
ガ
ダ
マ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
近
代
的
な
美
的
意
識
に
基
づ
く
不
当
か
つ

副
次
的
な
抽
象
化
の
帰
結
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
に
ガ
ダ
マ
ー
は
、
芸
術
経
験

に
お
け
る
言
語
的
経
験
の
地
位
を
あ
ら
た
め
て
引
上
げ
る
こ
と
で
、
構
想
力
の
図

式
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
、
近
代
美
学
を
長
ら
く
支
配
し
て
き
た
経
験
の
図
式
を
解

体
し
つ
つ
、〈
解
釈
学
的
な
も
の
（das H

erm
eneutische

）〉
の
包
括
的
領
野
と

し
て
、
美
と
言
語
の
本
来
的
な
統
一
的
連
関
そ
の
も
の
を
再
構
築
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

四　

結
語

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
た
い
。
美
の
概
念
を
め
ぐ
り
近
代
美
学
の
理
論
的

枠
組
み
を
超
え
て
、
プ
ラ
ト
ン
形
而
上
学
へ
と
至
る
ガ
ダ
マ
ー
の
解
体
的
遡
行

は
、
一
貫
し
て
自
ら
の
解
釈
学
的
な
問
題
意
識
に
貫
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う

し
て
「
美
的
な
も
の
」
と
「
言
語
的
な
も
の
」
と
の
本
来
的
な
連
関
を
我
々
に
提

示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
哲
学
的
解
釈
学
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、〈
美
の
経
験
〉
も

〈
理
解
の
経
験
〉
も
本
来
同
一
の
基
盤
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
形
而
上
学
的
な
美

の
概
念
に
立
脚
し
、
そ
の
変
遷
を
あ
ら
た
め
て
辿
る
こ
と
は
、
両
者
の
統
一
的
連
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関
と
し
て
〈
解
釈
学
的
な
も
の
〉
の
包
括
的
領
野
を
開
示
す
る
点
で
、
哲
学
的
解

釈
学
の
企
て
に
と
っ
て
極
め
て
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
、〈
美
〉
と
〈
言
語
〉
の
両
者
の
統
一
的
連
関
を
忘
却
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
近

代
の
二
元
的
図
式
の
内
に
、
美
的
現
象
を
不
当
に
切
り
詰
め
て
し
ま
っ
た
美
学
の

解
体
的
遡
行
と
い
う
課
題
が
、
ガ
ダ
マ
ー
に
と
っ
て
極
め
て
切
迫
し
た
問
題
と
し

て
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
、
人
文
主
義
の
伝
統
を
踏
ま
え
た
『
真
理

と
方
法
』
第
一
部
第
一
章
の
〈
近
代
美
学
の
批
判
的
克
服
〉
と
い
う
文
脈
が
担
う
、

そ
の
導
入
的
役
割
を
越
え
で
た
、
哲
学
的
解
釈
学
の
企
て
全
体
に
対
し
て
も
つ
体

系
的
な
意
義
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
ガ
ダ
マ
ー
が
主
張
す
る
解
釈
学
の
立
場
の
力
点
と

は
、
必
ず
し
も
美
的
な
も
の
に
対
す
る
自
ら
の
批
判
的
構
造
の
内
に
あ
る
の
で
は

な
い
。
と
い
う
の
も
、
む
し
ろ
知
的
存
在
と
美
的
存
在
と
の
関
係
性
そ
の
も
の
を

問
う
次
元
に
お
い
て
こ
そ
、
解
釈
学
は
自
ら
の
哲
学
的
思
索
の
効
力
を
い
か
ん
な

く
発
揮
す
る
か
ら
で
あ
る
。
知
的
・
概
念
的
存
在
へ
と
回
収
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、

ま
た
他
方
で
感
性
的
・
美
的
存
在
へ
と
回
収
さ
れ
る
の
で
も
な
い
、
そ
う
し
た
な0

に
も
の

0

0

0

か
が
、
他
な
ら
ぬ
解
釈
学
の
対
象
―
―
す
な
わ
ち
〈
解
釈
学
的
な
も
の
〉

―
―
な
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
双
方
の
連
関
の
内
に
美
的
存
在
を
問
い
た
だ
す
点

に
お
い
て
、
解
釈
学
は
美
学
に
対
す
る
自
ら
の
包
括
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
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119 人間と動物との間の深淵をめぐるハイデガーの問い

１　

は
じ
め
に

「
人
間
を
、
し
か
も
他
の
様
々
な
生
命
的
存
在
（Lebew

esen

）
の
内
の
一
つ

と
し
て
の
人
間
を
、
植
物
や
動
物
や
神
に
対
し
て
境
界
づ
け
る
と
き
、
私
た
ち

は
、
そ
も
そ
も
人
間
の
本
質
（W

esen des M
enschen

）
へ
と
至
る
正
し
い
道

の
り
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
」（GA

9, 323

）。一
九
四
七
年
に
公
刊
さ
れ
た『
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
に
問
う
。
そ
し
て
彼
に
よ

れ
ば
、
こ
う
し
て
、「
人
間
の
本
質
」
を
捉
え
る
に
あ
た
っ
て
、
人
間
が
「
生
命
的

存
在
」
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
よ
う
な
と
き
に
は
、「
た
と
え
、
人
間

を
動
物
と
等
置
せ
ず
、
む
し
ろ
人
間
に
は
或
る
種
差
（spezifische D

ifferenz

）

が
属
す
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
も
、
人
間
は
、
最
終
的
に
動

物
性
（A

nim
alitas

）
と
い
う
本
質
領
域
へ
と
追
放
さ
れ
る
」（ebd.

）
こ
と
に

な
る
の
だ
と
い
う
。
ガ
ダ
マ
ー
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
、「
人
間
と
動
物
と
の
間
に
口
を
開
い
て
い
る
深
淵（A

bgrund

）に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
」⑴
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
を
「
動
物
性
」
へ
と
追
い
や
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
峻
拒
す

る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
姿
勢
は
、
い
わ
ゆ
る
後
期
思
想
を
俟
つ
ま
で
も
な
く
、
早
く
も

一
九
一
九
年
か
ら
一
九
二
三
年
に
か
け
て
の
初
期
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
期
の
時
点
で
も

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
例
え
ば
、
西
洋
の
伝
統
的
な
人
間
理
解
を
検
討

す
る
文
脈
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。「「
理
性
的
動
物
（anim

al 
rationale

）」
と
い
う
定
義
を
導
き
の
糸
に
し
て
人
間
に
視
線
を
向
け
る
こ
と
は

す
な
わ
ち
、
人
間
を
、
生
命
（Leben

）
と
い
う
様
式
で
人
間
と
共
に
現
存
在
す

る
他
の
も
の
（
動
物
、
植
物
）
の
圏
域
に
お
い
て
見
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
言

葉
を
も
つ
（λόγον ἔχον

）
存
在
者
と
し
て
見
る
こ
と
で
あ
る
」（GA

63, 27

）。

そ
し
て
初
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
う
し
て
「
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
的
、
範
疇
的
な
刻

印
を
受
け
た
人
間
概
念
は
、
事
実
性
と
し
て
眼
差
し
の
内
に
も
た
ら
さ
れ
る
べ
き

も
の
を
原
理
的
に
立
て
塞
い
で
い
る
」（GA

63, 26f.

）と
断
じ
て
い
る
。し
た
が
っ

て
、「
生
命
」
あ
る
い
は
「
動
物
性
」
を
前
提
と
し
て
人
間
の
本
質
を
捉
え
る
こ
と

は
、
す
で
に
初
期
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
期
の
時
点
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
徹
底
的
に

拒
否
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う 

⑵

。

こ
う
し
て
み
る
と
、
右
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
立
場
は
、
彼
の
生
涯
の
思
索

全
体
を
貫
く
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
ザ
フ
ラ

ン
ス
キ
ー
が
「『
存
在
と
時
間
』
に
続
く
第
二
の
主
要
作
品
」⑶
と
呼
ぶ
と
こ
ろ

の
一
九
二
九
／
三
〇
年
の
講
義
、『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』
に
つ
い
て
は
、
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
同
講
義
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー

人
間
と
動
物
と
の
間
の
深
淵
を
め
ぐ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
問
い

―
『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』
に
お
け
るφ

ύσις

概
念
に
注
目
し
て

―城

田

純

平 
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は
、
人
間
以
外
の
動
物
と
そ
の
環
境
世
界
と
の
関
わ
り
を
分
析
す
る
な
ど
、
同

時
代
人
で
あ
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
哲
学
的
人
間
学
に
接
近
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
点
を
集
中
的
に
論
じ
て
い
る
、M

atthias W
unsch

に
よ
る
近
年
の
先
行
研
究 

⑷

に
よ
れ
ば
、
こ
の
講
義
に
お
い
て
「
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
、
人
間
は
全
く
も
っ
て
自
然
的
存
在
（N

aturw
esen

）
で
あ
る
と
い
う
立
場

を
主
張
し
て
い
る
」（W

unsch 2010, 557

）
の
だ
と
い
う
。「
自
然
的
存
在
」
は
、

W
unsch

に
よ
っ
て
「
生
命
的
存
在
（Lebew

esen

）」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る

（vgl. 556

）。
つ
ま
り
、
仮
にW

unsch

の
主
張
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

一
九
二
九
／
三
〇
年
の
講
義
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
人
間
が
生
命
的
存
在
の

内
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
容
認
し
、
人
間
と
動
物
と
の
間
に
広
が
る
「
深
淵
」
を

飛
び
越
え
よ
う
と
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
事
態
が
一
九
二
〇
年
代
末
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
生
じ
た
の

か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

右
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
に
、
本
稿
で
は
、
次
の
よ
う
な
順
序
で
論
述

を
展
開
し
て
い
く
。
ま
ず
、
先
の
テ
ー
ゼ
を
提
出
し
て
い
るW

unsch

の
先
行
研

究
に
つ
い
て
、
本
稿
に
関
わ
り
の
あ
る
限
り
で
そ
の
概
要
を
確
認
し
て
お
き
た

い
（
第
２
節
）。
次
に
、W

unsch

の
議
論
を
よ
り
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
、

シ
ェ
ー
ラ
ー
の
世
界
開
放
性
の
概
念
に
目
を
向
け
る
（
第
３
節
）。
こ
れ
ら
の
準

備
を
踏
ま
え
て
、
先
のW

unsch

の
テ
ー
ゼ
、
す
な
わ
ち
、
一
九
二
九
／
三
〇
年

の
講
義
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
人
間
が
自
然
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し

て
い
る
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
か
め

る
（
第
４
節
）。
そ
し
て
、W

unsch

の
主
張
の
正
当
性
を
検
討
し
つ
つ
、『
形
而
上

学
の
根
本
諸
概
念
』
に
お
い
て
人
間
が
動
物
性
へ
と
追
い
や
ら
れ
て
い
る
と
言
え

る
の
か
否
か
を
明
ら
か
に
す
る
（
第
５
節
）。

２　

W
unsch

に
よ
る
哲
学
的
人
間
学
の
特
徴
の
提
示

W
unsch

の
論
文
全
体
の
意
図
は
、『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』（
以
下
『
根

本
諸
概
念
』
と
略
記
）
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
哲
学
的
人
間
学
に
対
し
て
ど
の
点
に

関
し
て
ど
の
程
度
接
近
し
て
い
る
の
か
を
、Joachim

 Fischer

に
よ
る
先
行
研

究 

⑸

に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
形
式
的
な
指
標
を
用
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
、
と

い
う
点
に
あ
る
。
そ
の
検
討
の
結
果
と
し
てW

unsch

は
、「『
形
而
上
学
の
根
本
諸

概
念
』
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
立
場
は
哲
学
的
人
間
学
に
非
常
に
近
い
も
の
で

あ
る
」（559

）
と
主
張
す
る
に
至
っ
て
い
る
が
、
た
だ
し
、W

unsch

に
よ
る
一

連
の
議
論
の
中
で
、
本
稿
の
主
題
に
直
接
関
わ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
以
下
の
点

に
限
ら
れ
る
。
彼
の
主
張
全
体
の
是
非
を
論
じ
る
こ
と
は
こ
こ
で
の
眼
目
で
は
な

い
。

W
unsch

は
、Fischer

の
研
究
に
依
り
つ
つ
、
哲
学
的
人
間
学
に
特
有
の
主
張

と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
「
人
間
の
領
域
に

お
い
て
は
、
生
命
的
な
も
の
（Lebendiges

）
の
生
命
循
環
（Lebenskreislauf

）

が
或
る
観
点
か
ら
み
る
と
打
開
（aufbrechen

）
さ
れ
て
い
る
」（549

）
と

い
う
こ
と
、
し
か
も
、
②
「[

そ
の
生
命
循
環
は]

こ
の
よ
う
な
被
打
開
性

（A
ufgebrochenheit

）
に
お
い
て
、
そ
の
つ
ど
、
生
命
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
ま

ま
で
（getragen bleiben

）
間
接
的
に
橋
渡
し
（überbrücken

）
さ
れ
て
い
る
」

（ebd.

）
と
い
う
こ
と
、
こ
う
し
た
主
張
が
哲
学
的
人
間
学
で
は
見
ら
れ
る
の
だ

と
い
う
。
そ
し
て
、W

unsch

は
、
こ
う
し
た
哲
学
的
人
間
学
の
議
論
の
特
徴
が
、

『
根
本
諸
概
念
』
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
も
当
て
は
ま
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を

論
じ
て
い
る
。

た
だ
し
、
右
の
①
と
②
の
内
容
は
、W

unsch

に
よ
る
説
明
だ
け
で
十
分
に

明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。W

unsch

の
依
っ
て
い
るJoachim

 
Fischer

の
議
論
で
は
、
生
命
循
環
の
「
被
打
開
性
」
の
典
型
例
と
し
て
、
シ
ェ
ー
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ラ
ー
の「
世
界
開
放
性（W

eltoffenheit

）」の
概
念
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（Fischer 

2008, 523
）。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
①
・
②
の
内
容
を
『
根
本
諸
概
念
』
と

照
合
し
て
い
くW

unsch

の
議
論
を
見
て
い
く
前
に
、
ま
ず
は
次
節
に
お
い
て
、

シ
ェ
ー
ラ
ー
の
『
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位
』
に
お
け
る
同
概
念
に
着
目
す
る

こ
と
で
、W

unsch
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
こ
と
の
具
体
的
な
内
実
を
押
さ
え
て

お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

３　

シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
け
る
世
界
開
放
性
の
概
念
―
―
哲
学
的
人
間
学
の
議
論
の

特
徴
の
例
と
し
て
―
―

３
・
１　

シ
ェ
ー
ラ
ー
の
世
界
開
放
性
の
概
念

『
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位
』
に
お
い
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
一
方
で
は
人
間

は
、
他
の
動
物
た
ち
と
共
に
「
衝
迫
（D

rang
）」
と
呼
ば
れ
る
原
理
を
共
有
す

る
生
命
的
存
在
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
（GW

9, 16
）。
ま
た
彼
は
、
生
命
領

域
に
お
い
て
は
、
第
一
段
階
で
あ
る
こ
の
衝
迫
を
基
礎
に
し
て
、「
本
能
」、「
連
合

的
記
憶
」、「
知
能
行
動
」
と
い
っ
た
諸
段
階
が
現
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
同

時
代
の
生
物
学
の
知
見
を
参
考
に
し
な
が
ら
詳
述
し
て
お
り
（GW

9, 12ff.

）、
最

終
的
に
は
、
こ
う
し
た
諸
段
階
の
全
て
を
有
し
て
い
る
の
は
人
間
だ
け
で
は
な

く
、
人
間
以
外
の
一
部
の
動
物
に
お
い
て
も
ま
た
、
生
命
領
域
に
お
け
る
最
も

高
次
の
段
階
で
あ
る
と
こ
ろ
の
知
能
行
動
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
（GW

9, 
28f.

）。
そ
こ
で
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、「
人
間
と
動
物
と
の
間
に
は
、
単
な
る
段
階
的
な
区
別

（gradueller U
nterschied

）
以
上
の
も
の
は

0

0

0

0

0

0

存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
つ
ま
り

本
質
的
区
別

0

0

0

0

0

（W
esensunterschied

）
は
な
お
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
」（GW

9, 
31; 

強
調
は
原
文
）
と
問
う
た
上
で
、
両
者
を
区
別
す
る
根
本
原
理
と
し
て
次
の

も
の
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、「
観
念
的
思
惟
」、「
直
観
」、「
意
志
的
・

情
緒
的
な
作
用
」
な
ど
を
含
む
「
精
神
（Geist

）」
で
あ
る
（GW

9, 32

）。
そ
し

て
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
精
神
の
原
理
を
根
本
的
に
規
定
す
る
も
の
こ
そ

が
、
他
な
ら
ぬ
、
人
間
の
「
世
界
開
放
性
」
な
の
だ
と
い
う
。

で
は
、
こ
の
「
世
界
開
放
性
」
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
事
態
を
表
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
以
外
の
動
物
は
そ
の
「
環

境
世
界
（U

m
w

elt

）」
に
没
入
し
て
「
忘
我
的
（ekstatisch

）」
に
生
き
て
い
る

の
に
対
し
て
、「
精
神
的
存
在
」
と
し
て
の
人
間
は
、「
も
は
や
衝
動
や
環
境
世
界
に

結
び
つ
け
ら
れ
て
は
お
ら
ず
」、
環
境
世
界
と
は
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
世
界

（W
elt

）」を
も
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う（GW

9, 32

）。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
人
間
は
、

環
境
世
界
か
ら
世
界
へ
と
開
放
さ
れ
う
る
の
か
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
曰
く
、
そ
れ
は
、

人
間
に
お
い
て
は
、
生
命
の
根
本
原
理
で
あ
る
「
衝
迫
」
を
「
破
棄
（aufheben

）」

す
る
こ
と
に
よ
り
、
環
境
世
界
を
対
象
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
な
の
で
あ
る

（GW
9, 43f.

）。

こ
こ
で
、
先
に
哲
学
的
人
間
学
の
特
徴
と
し
てW

unsch

が
挙
げ
て
い
た
こ
と

に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
内
の
①
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
、

人
間
に
お
け
る
生
命
循
環
の
打
開
と
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
例
で
言
え
ば
、
人
間
に

お
い
て
は
生
命
衝
迫
が
破
棄
さ
れ
、
環
境
世
界
か
ら
距
離
が
と
ら
れ
う
る
、
と
い

う
こ
と
に
該
当
し
て
い
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
②
の
内
容
を
確
認
す
べ
く
、
続
け

て
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
議
論
を
追
跡
し
て
お
こ
う
。

シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
人
間
に
お
い
て
は
生
命
衝
迫

の
破
棄
が
行
わ
れ
う
る
わ
け
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
際
、「
抑
圧
さ
れ
た
衝
動

の
内
に
潜
在
し
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
（die in den verdrängten T

rieben 
schlum

m
ernde Energie

）」
が
、「
精
神
的
な
活
動
性
」
へ
と
「
昇
華

（sublim
ieren

）」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
う
（GW

9, 45

）。
精
神
は
、

そ
の
「
存
在
（Sein
）」
に
つ
い
て
は
衝
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
独
立
し
て
い
る
も
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の
の
、
他
方
で
、
こ
れ
が
或
る
種
の
「
力
（K

raft

）」
を
得
て
人
間
に
お
い
て
「
顕

現
（M

anifestation

）」
す
る
た
め
に
は
昇
華
さ
れ
た
衝
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
必
要

と
す
る
（ebd.

）。
つ
ま
り
、
精
神
的
存
在
と
し
て
の
人
間
は
生
命
衝
迫
を
破
棄

す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
当
の
精
神
は
、
生
命
衝
迫

の
内
に
潜
ん
で
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
昇
華
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
「
力
」
を

得
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
り
、
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
実
の
と
こ
ろ
精
神

は
生
命
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
例
で

は
、
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
が
、
先
の
②
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
、
人
間
に
お
い
て
見

ら
れ
る
生
命
循
環
の
打
開
が
生
命
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
態
に
対

応
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

３
・
２　

哲
学
的
人
間
学
の
議
論
の
特
徴
①
・
②
の
ポ
イ
ン
ト

さ
て
、
以
上
に
お
い
て
、
哲
学
的
人
間
学
の
特
徴
と
し
てW

unsch

に
よ
っ
て

指
摘
さ
れ
て
い
た
①
・
②
の
内
容
が
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
議
論
に
即
し
て
具
体
的
に

明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
こ
でW

unsch

と
共
に『
根
本
諸
概
念
』に
目
を
移
す
前
に
、

あ
ら
か
じ
め
、
こ
の
①
・
②
に
つ
い
て
、
本
稿
の
主
題
と
の
関
連
に
お
い
て
ポ
イ

ン
ト
に
な
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
人
間
に
お
い
て
は
生
命
循
環
の

打
開
が
見
ら
れ
る
、
と
い
う
①
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
議
論
に
よ
っ
て

哲
学
的
人
間
学
で
は
、
人
間
と
動
物
と
の
―
―
「
段
階
的
」
で
は
な
く
―
―
「
本

質
的
」
な
区
別
が
試
み
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生

命
循
環
の
打
開
は
し
か
し
生
命
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
②
の

内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
主
張
を
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
哲
学
的
人
間
学

で
は
、
他
の
動
物
と
共
通
す
る
生
命
原
理
を
人
間
の
内
に
積
極
的
に
認
め
よ
う
と

し
て
い
る
、
と
い
う
点
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
こ
う
し
た
①
と
②
の
内
容
は
、
次
の
点
に
お
い
て
矛
盾
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
つ
ま
り
、
①
に
お
い
て
は
、
人
間
と
動
物
と
を
本
質
的
に
区
別
し
よ

う
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
②
で
は
、
生
命
循
環
の
打
開
と
い
う
人
間
に

特
有
の
事
態
が
、
他
の
動
物
と
共
通
す
る
生
命
原
理
に
基
づ
い
て
説
明
さ
れ
て
い

る
た
め
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
②
に
よ
っ
て
①
は
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
例
え
ば
、
目
下
検
討
し
た
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
議
論
に
お
い
て
は
、
環
境

世
界
か
ら
距
離
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
精
神
は
、
た
し

か
に
、
生
命
衝
迫
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
「
力
」
を
得
る
と
さ
れ
て
い
た
も
の

の
、
し
か
し
そ
の
力
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
う
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
精
神
的
な
活
動

性
へ
と
「
昇
華
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
て
「
昇
華
」
な
る
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
シ
ェ
ー

ラ
ー
は
、
人
間
に
特
有
の
精
神
的
な
活
動
性
が
、
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
直
接
的
に

由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
の
①
と
②
の
内
容
が

孕
む
矛
盾
を
回
避
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
裏
を
返
せ
ば
、
或
る
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
①
だ
け
で
な
く
②
の

ポ
イ
ン
ト
も
同
時
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
上
述
の
矛
盾
に
陥
ら
な
い
た

め
の
何
ら
か
の
措
置
が
施
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
他
の
動
物
と
共
通
す
る
原

理
に
直
接
基
づ
い
て
人
間
が
捉
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

危
惧
が
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
付
き
ま
と
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
は
ま
さ
し
く
、
本
稿
の
冒
頭
に
お
い
て
示
さ
れ
た
よ
う
な
、
人
間
を「
動
物
性
」

の
内
へ
と
追
放
し
て
し
ま
う
危
険
性
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
節
で
は
、
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』
に

つ
い
てW

unsch

が
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
て
い
こ
う
。
果
た
し
て
、
哲
学
的

人
間
学
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
該
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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４　

W
unsch

の
議
論
の
概
観
―
―
『
根
本
諸
概
念
』
に
哲
学
的
人
間
学
の
特
徴

は
認
め
ら
れ
る
か
？
―
―

ま
ず
は
、
①
の
内
容
に
関
す
るW

unsch

の
議
論
を
概
観
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

『
根
本
諸
概
念
』
に
お
い
て
は
、
人
間
に
と
っ
て
の
み
存
在
者
は
存
在
者
と
し
て

明
ら
か
に
な
る
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
端
的
に
、「
こ
の
よ

う
な
全
く
基
本
的
な
「
と
し
て
（A

ls

）」
は
動
物
に
対
し
て
は
拒
ま
れ
て
い
る
」

（GA
29/30, 416

）
と
表
現
し
て
い
る
（W

unsch 2010, 554

）。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
「
と
し
て
―
構
造
（A

ls-Struktur

）」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
世

界
の
「
開
顕
性
（O

ffenbarkeit

）」
は
、
現
存
在
の
根
本
的
な
自
由
に
由
来
し

て
生
起
（Geschehen

）
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
（GA
29/30, 496 f.

）、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
な
事
態
を
「
世
界
形
成
（w

eltbildend

）」
と
し
て
捉

え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、W

unsch

に
よ
れ
ば
、『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』
に

は
、
先
の
①
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
、
人
間
の
生
命
循
環
の
被
打
開
性
と
い

う
事
態
が
認
め
ら
れ
る
箇
所
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
（W

unsch 2010, 554 f.

）。

そ
れ
に
対
し
て
、
②
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
人
間
に
お
い
て
見
ら
れ

る
生
命
循
環
の
被
打
開
性
は
実
の
と
こ
ろ
生
命
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
、
と

い
う
点
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、「
ど
の

よ
う
な
仕
方
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
人
間
が
自
然
的
な
い
し
生
命
的

な
存
在
（N

atur- beziehungsw
eise Lebew

esen

）
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
、

人
間
の
人
間
存
在
（M

enschsein

）
に
反
映
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
」（556

）。
こ
れ
に
つ
い
てW

unsch

は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。『
根
本
諸
概
念
』

に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
自
然
（N

atur

）」
を
、「
自
分
自
身
を
形
成
し
つ
つ

全
体
に
お
け
る
存
在
者
が
支
配
し
て
い
る
こ
と
（das ›sich selbst bildende 

W
alten des Seienden im

 Ganzen‹

）」（GA
29/30, 38 f.

）
と
捉
え
た
上
で
、

こ
の
よ
う
な
自
然
に
よ
っ
て
人
間
が
一
貫
し
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い

る（W
unsch 2010, 557

）。Wunsch

が
そ
の
証
左
と
し
て
示
し
て
い
る
の
は
、『
根

本
諸
概
念
』
に
お
け
る
次
の
箇
所
で
あ
る
。

人
間
が
自
身
に
即
し
て
経
験
す
る
出
来
事
（Geschehnisse

）、
す
な
わ

ち
生
殖
、
出
産
、
幼
年
期
、
成
熟
、
老
化
、
死
と
い
っ
た
出
来
事
は
、
と

り
わ
け
生
物
学
的
な
自
然
経
過
（biologischer N

aturvorgang

）
と

い
う
、
今
日
的
な
狭
い
意
味
で
の
出
来
事
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
人
間

の
運
命
と
そ
の
運
命
の
歴
史
を
共
に
お
の
れ
の
内
に
含
ん
で
い
る
よ
う

な
（das m

enschliche Schicksal und seine Geschichte m
it in sich 

begreift

）、
存
在
者
（Seiendes

）
の
普
遍
的
な
支
配
（W

alten

）
に
属

す
る
の
で
あ
る
。
…
…
自
然
（φ

ύσις

）
と
は
こ
の
よ
う
な
全
体
的
な
支

配
の
こ
と
で
あ
る
。
人
間
自
身
は
こ
れ
に
よ
っ
て
一
貫
し
て
支
配
さ
れ
て

お
り
（durchw

alten

）、
人
間
は
こ
の
支
配
を
意
の
ま
ま
に
で
き
な
い
。

（GA
29/30, 39

）

W
unsch

は
こ
こ
で
、
人
間
が
自
然
（φ

ύσις

）
に
よ
っ
て
一
貫
し
て
支
配
さ
れ

て
い
る
、
と
い
う
記
述
に
着
目
し
、
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
発
言
は
、『
根
本

諸
概
念
』
全
体
を
見
た
と
き
に
は
散
見
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
の
、
し
か
し
こ

れ
は
、「
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
人
間
は
全
く
も
っ
て
自
然
的
な
存
在
（N

aturw
esen

）

で
あ
る
、
と
い
う
立
場
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
の
明
確
な
証
拠
な
の
だ
」

（W
unsch 2010, 557

）
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
根
拠
と
し
てW

unsch
は
、「
ど
の
よ
う
に
し
て
世
界
形
成
が
自
然
に
お
け
る
人
間
の
生
命
循
環
の
被
打
開

性
と
し
て
構
想
さ
れ
う
る
か
と
い
う
こ
と
は
…
…
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
未
解
決

の
ま
ま
に
さ
れ
て
い
る
」（558; 

強
調
は
原
文
）
も
の
の
、
し
か
し
①
と
②
の
内

容
は
総
じ
て
『
根
本
諸
概
念
』
に
該
当
す
る
の
だ
と
結
論
し
て
い
る
。
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人
間
と
動
物
と
の
間
に
広
が
る
深
淵
とφ

ύσις
前
節
で
概
観
し
て
き
たW

unsch

の
議
論
に
よ
れ
ば
、
哲
学
的
人
間
学
の
特
徴

の
①
・
②
を
凡
そ
満
た
し
て
い
る
『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』
は
、
一
方
で
、

人
間
に
お
け
る
「
世
界
形
成
」
と
い
う
点
に
着
目
す
る
こ
と
で
人
間
を
動
物
か
ら

区
別
し
よ
う
と
し
つ
つ
、
他
方
で
、
人
間
がφ

ύσις

に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る

点
に
言
及
す
る
こ
と
で
人
間
を
「
自
然
的
な
い
し
生
命
的
な
存
在
」
と
み
な
し
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
後
者
の
こ
と
に
つ
い
て
付
言
す
れ
ば
、W

unsch

が
指
摘
し
た
箇
所
以
外
で
も
、
例
え
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、φ

ύσις

に
よ
っ
て
人
間

が
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
私
た
ち
人
間
の
「
本
質
（W

esen

）」
に
基
づ
く

こ
と
な
の
だ
と
も
述
べ
て
い
る
（GA

29/30, 404

）。
既
に
確
認
し
た
通
り
、
人

間
と
動
物
と
の
本
質
的
な
区
別
を
試
み
る
一
方
で
、
人
間
が
自
然
的
存
在
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
同
時
に
認
め
て
し
ま
う
こ
と
は
矛
盾
を
孕
ん
で
お
り
、
こ
れ
を
解

決
し
な
い
こ
と
に
は
人
間
が
動
物
性
の
内
へ
と
追
放
さ
れ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、『
根
本
諸
概
念
』
は
、
い
ま
ま
さ
に
そ
の
危
険
に
晒
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
言
う
と
こ
ろ
のφ

ύσις

は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
ら
の
哲

学
的
人
間
学
の
想
定
し
て
い
る
よ
う
な
生
命
や
自
然
と
は
全
く
異
な
る
も
の
だ
、

と
批
判
す
る
こ
と
は
容
易
い
。
例
え
ば
、『
根
本
諸
概
念
』
の
中
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
全
体
に
お
け
る
存
在
者
（Seiendes im

 Ganzen
）

と
し
て
のφ

ύσις

」
は
、「
歴
史
（Geschichte

）
の
対
概
念
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

る
よ
う
な
、
自
然
（N
atur

）
に
つ
い
て
の
近
代
的
な
意
味
」
で
は
な
く
、
む
し

ろφ
ύσις

は
、「
自
然
と
歴
史
よ
り
も
前
に
両
者
を
包
含
し
、
神
的
（göttlich

）
な

存
在
者
さ
え
も
或
る
仕
方
に
お
い
て
お
の
れ
の
内
に
含
む
よ
う
な
或
る
根
源
的
な

意
味
に
お
け
る
自
然
を
指
し
て
い
る
」（GA

29/30, 39

）。
と
は
い
え
、
た
と
え
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
言
う
と
こ
ろ
のφ

ύσις

が
、「
歴
史
」
や
「
神
的
な
存
在
者
」
を
も
包

含
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
こ
れ
が
後
代
の
意
味
で
の
「
自
然
」
の
イ

ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
点
は
否
め
ま
い
。
人
間
が
「
自
然

的
な
存
在
（N

aturw
esen

）」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、『
根
本
諸
概
念
』
に
お
い

て
は
、
積
極
的
に
認
め
ら
れ
て
こ
そ
い
な
い
も
の
の
、
否
定
さ
れ
て
も
い
な
い
の

で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
人
間
を
動
物
性
の
側
へ
と

追
い
や
る
危
険
を
冒
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

＊

し
か
し
、
右
の
よ
う
な
見
方
を
あ
ら
た
め
る
た
め
の
示
唆
が
、『
根
本
諸
概
念
』

の
お
よ
そ
一
年
半
前
、
一
九
二
八
年
に
行
わ
れ
た
講
義
か
ら
得
ら
れ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
の
講
義
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
同
年
に
他
界
し
た
シ
ェ
ー

ラ
ー
に
つ
い
て
、「
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
プ
ラ
ン
は
、
哲
学
的
人
間
学
へ
と
、
す
な
わ
ち

人
間
の
特
別
の
地
位
（Sonderstellung

）
を
際
立
た
せ
る
こ
と
へ
向
か
っ
て
い

た
」（GA

26, 63

）
と
し
て
お
り
、
し
か
も
彼
の
人
間
学
に
お
い
て
は
、「
人
間
た

ち
な
し
に
は
神
で
あ
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
弱
き
神
の
理
念
（Idee vom

 
schw

achen Gott

）
が
、
途
方
も
な
く
大
胆
に
見
ら
れ
て
い
る
た
め
、
人
間
自

身
は
「
神
の
共
同
実
現
者
（M

iterw
irker Gottes

）」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
」

（ebd.

）
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
注
目
し
て
い
る
の
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
け
る
以
下

の
よ
う
な
議
論
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
考
え
で
は
、
精

神
は
衝
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
昇
華
に
よ
っ
て
力
を
得
て
、
人
間
に
お
い
て
「
顕
現

（M
anifestation

）」
す
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
（GW

9, 45

）。
実
は
、

こ
こ
で
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
「
顕
現
」
な
る
語
を
用
い
る
の
は
、
上
の
こ
と
が
、「
最

高
存
在
（höchstes Sein

）」
が
「
現
実
性
（W

irklichkeit

）」
に
至
る
と
い
う
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事
態
と
、
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
な
の
で
あ
る
（GW

9, 55

）。

彼
に
よ
れ
ば
、「
最
高
存
在
」
は
、
一
方
で
は
、「
純
粋
に
精
神
的
な
属
性
（rein 

geistiges A
ttribut

）」
す
な
わ
ち
「
神
性
（deitas

）」
を
備
え
て
お
り
、
他
方

で
は
、「
能
産
的
自
然（natura naturans

）」と
い
う
属
性
を
備
え
て
い
る（ebd.

）。

そ
し
て
、
精
神
的
存
在
と
し
て
の
最
高
存
在
に
「
力
」
は
帰
属
し
て
お
ら
ず
、
あ

く
ま
で
、「
能
産
的
自
然
」、
す
な
わ
ち
「
無
限
の
形
象
を
備
え
た
全
能
の
「
衝
迫
」

（der allm
ächtige, m

it unendlichen Bildern geladene »D
rang«

）」に
よ
っ

て
の
み
、
最
高
存
在
は
力
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
（ebd.

）。
し
か
も
、
こ
う

し
た
最
高
存
在
の
二
つ
の
属
性
、
す
な
わ
ち
衝
迫
と
精
神
は
、
他
な
ら
ぬ
人
間
に

お
い
て
は
じ
め
て
相
互
に
関
わ
り
あ
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
人
間
は
両
者
の
「
邂

逅
点
（T

reffpunkt

）」
で
あ
り
、「
神
生
成
の
場
所
（O

rt der Gottw
erdung

）」

な
の
だ
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
主
張
し
て
い
る
（GW

9, 70
）

そ
し
て
、
重
大
な
こ
と
に
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
内
に
見
ら
れ
る
「
弱
き
神
の
理

念
」
は
、
他
な
ら
ぬ
『
根
本
諸
概
念
』
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
述
の
通
り
、『
根
本
諸
概
念
』
で
は
、φ

ύσις

に
よ
っ

て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
人
間
の
本
質
が
求
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で

あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
も
表
現
す
る
。「
人
間

は
、
人
間
と
し
て
、
彼
が
実
存
す
る
限
り
、λόγος

に
お
い
て
、
自
分
を
隠
蔽

（verbergen

）
し
よ
う
と
努
め
るφ

ύσις

を
隠
蔽
性
（V

erborgenheit

）
か
ら

も
ぎ
取
る
（entreißen

）」（GA
29/30, 44

）。
し
か
も
、
こ
う
し
てλόγος

に

お
い
て
露
わ
に
さ
れ
る
と
い
う
当
のφ

ύσις

の
内
に
、「
神
的
な
存
在
者
」
さ
え
も

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お

い
て
、
最
高
存
在
の
顕
現
が
、
生
命
衝
迫
を
昇
華
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
精
神
的

存
在
と
し
て
の
人
間
に
お
い
て
の
み
生
じ
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
類
比
的
に
、

次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い

て
は
、
神
的
な
存
在
者
が
露
わ
に
な
る
の
は
、
あ
く
ま
で
もφ

ύσις

をλέγειν

す

る
こ
と
の
で
き
る
、φ

υσιολόγοι

と
し
て
の
人
間
に
お
い
て
の
み
な
の
で
あ
る

（vgl. GA
29/30, 42f.

）⑹
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
考
え
る
と
き
、φ

ύσις

の
支
配
を
人
間
の
内

に
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
動
物
と
共
通
す
る
原
理
を
人
間
の
内
に
認
め
、

人
間
を
動
物
性
へ
と
追
放
し
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
く

0

0

0

0

、
む
し
ろ
、
人
間
を
「
神

の
共
同
実
現
者
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
を
動
物
か
ら
本
質
的
に
区
別
す

る
こ
と
で
あ
る
と
、
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

６　

結
び
に
代
え
て

本
稿
に
お
い
て
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
た
の
は
、
人
間
の
う
ち
に
「
自
然
」
を
認
め

る
と
い
う
こ
と
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
動
物
性
へ
の
追
放
で
は
な
く
、

神
性
へ
の
接
近
と
し
て
再
解
釈
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
先
に
見
た

一
九
二
八
年
講
義
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く

こ
の
こ
と
に
は
、
生
命
衝
迫
を
最
高
存
在
の
属
性
で
あ
る
「
能
産
的
自
然
」
と
み

な
す
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
考
え
が
、
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

む
ろ
ん
、
こ
こ
ま
で
に
見
た
『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』
に
お
い
て
は
、「
生

命
」
で
は
な
く
「
自
然
」
が
専
ら
問
題
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
例
え
ば

一
九
四
三
年
の
『
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
』
講
義
に
お
い
て
は
、ζω

ή

とφ
ύσις

の
近

さ
が
認
め
ら
れ
た
上
で
、ζω

ή

に
つ
い
て
の
捉
え
直
し
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
本

稿
の
結
び
に
代
え
て
、
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

『
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
』
講
義
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、ζάω

やζῆν

が
意
味
し

て
い
る
の
は
、「
…
へ
と
立
ち
現
れ
る
こ
と
（A

ufgehen zu ...

）」、「
お
の
れ
を
開

示
す
る
こ
と
（Sichaufschließen

）」、「
開
け
た
も
の
に
対
し
て
お
の
れ
を
開
く

こ
と
（Sichöffnen dem

 O
ffenen

）」（GA
55, 94

）
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
次
の
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よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、ζῷ

ον

とζω
ή

と
い
う
初
期
の
根
本
的
な

語
は
、
動
物
学
（Zoologie

）
と
は
何
の
関
わ
り
も
な
く
、
ま
た
最
も
広

い
意
味
で
の
生
物
学
的
な
も
の
（Biologisches

）
と
も
全
く
関
わ
り
が
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、φ

ύσις

と
い
う
初
期
の
根
本
語
が
、
後
年
の
い
わ
ゆ
る

自
然
的
な
も
の
（Physisches

）
や
物
理
学
的
な
も
の
（Physikalisches

）

と
何
の
関
わ
り
も
な
い
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
語
のζῷ

ον

が

示
し
て
い
る
も
の
は
、
現
代
的
に
考
え
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
動
物
的
存
在

（T
ierw

esen

）
か
ら
は
遠
く
離
れ
て
お
り
、
そ
の
隔
た
り
た
る
や
、
ギ
リ

シ
ア
人
た
ち
が
神
々
（Götter

）
さ
え
もζῷ

α

と
呼
び
う
る
ほ
ど
で
あ
る
。

（GA
55, 95

）

人
間
と
動
物
と
の
間
に
口
を
開
い
て
い
る
深
淵
の
問
題
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お

い
て
は
、ζω

ή

やφ
ύσις

の
再
解
釈
に
収
斂
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
ど
う
や

ら
人
間
の
神
々
へ
の
接
近
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

註＊
ハ
イ
デ
ガ
ー
全
集
（M

artin H
eidegger, G

esam
tausgabe

）
か
ら
引
用
す
る
際

に
は
、
略
号GA

と
巻
数
を
記
し
、
そ
れ
に
続
い
て
頁
数
を
記
す
。『
存
在
と
時
間
』

（M
artin H

eidegger, Sein und Zeit

）
か
ら
引
用
す
る
際
に
は
、
略
号SZ

に
続

い
て
頁
数
を
記
す
。
ま
た
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
全
集
（M

ax Scheler, G
esam

m
elte 

W
erke

）
か
ら
引
用
す
る
際
に
は
、
略
号GW

と
巻
数
を
記
し
、
そ
れ
に
続
い
て
頁
数

を
記
す
。

⑴　

H
ans-Georg Gadam

er, W
ahrheit und M

ethode, T
übingen, 4/1975, 249.

⑵　

な
お
、
こ
の
よ
う
に
し
て
伝
統
的
な
人
間
理
解
を
拒
否
す
る
姿
勢
が
一
九
二
七
年

に
公
刊
さ
れ
た
主
著
『
存
在
と
時
間
』
に
ま
で
継
続
し
て
い
く
こ
と
は
周
知
の
通
り

で
あ
る
（vgl. SZ, 48f.

）。

⑶　

Rüdiger Safranski, E
in M

eister aus D
eutschland. H

eidegger und seine 
Zeit, Frankfurt am

 M
ain, 1997, 229.

⑷　

M
atthias W

unsch, H
eidegger

―ein V
ertreter der Philosophischen 

A
nthropologie? Ü

ber seine V
orlesung D

ie Grundbegriffe der M
etaphysik, 

in : D
eutsche Zeitschrift für Philosophie, 58(4), 2010, 543-560. 

以
下
、
同
論

文
か
ら
引
用
す
る
際
に
は
、W

unsch 2010

と
い
う
表
記
に
続
い
て
頁
数
を
示
す
。

た
だ
し
、
同
論
文
か
ら
連
続
し
て
引
用
す
る
場
合
に
は
頁
数
の
み
を
記
す
。

⑸　

Joachim
 Fischer, P

hilosophische A
nthropologie. E

ine D
enkrichtung 

des 20. Jahrhunderts, Freiburg, 2008. 

以
下
、
同
著
か
ら
引
用
す
る
際
に
は
、

Fischer 2008

と
い
う
表
記
に
続
い
て
頁
数
を
示
す
。

⑹　

た
だ
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
の
主
張
の
類
比
的
な
性
格
は
、
完
全
な

も
の
で
は
な
い
。
目
下
、
二
つ
の
相
違
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第

一
に
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
は
、
神
は
精
神
と
衝
迫
と
い
う
二
つ
の
属
性
を
備
え

て
い
る
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合
、
神
的
な
も
の
は
、
あ
く
ま

で
もφ

ύσις

の
側
に
の
み
属
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
第
二
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お

い
て
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
思
想
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
、λόγος

（
な
い
し
言
語
）

の
働
き
を
重
視
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
違
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を

追
究
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
城
田
純
平
・
し
ろ
た　

じ
ゅ
ん
ぺ
い
・
名
古
屋
大
学
）
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本
論
文
の
目
的

E
・
フ
ッ
サ
ー
ル
（
一
八
五
九-
一
九
三
八
）
に
よ
れ
ば
、「
理
解
す
る

（verstehen

）」
と
い
う
語
に
お
い
て
は
他
者
と
の
関
係
が
強
く
示
唆
さ
れ
て
い

る
。「
私
は
自
分
の
身
体
を
身
体
と
し
て
『
理
解
す
る
』
こ
と
は
な
い
（X

III, 
339

）」
し
、
言
語
表
現
の
理
解
に
お
い
て
も
事
情
は
同
様
で
あ
る
。「
限
定
さ
れ

た
意
味
で
の
理
解
と
い
う
言
葉
は
〔
…
〕
話
し
手
と
聞
き
手
の
関
係
を
指
示
し
て

い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
独
白
を
「
理
解
す
る
」
と
言
え
る
の
は
、
そ
こ
か
ら
の
意

味
の
転
用
な
の
で
あ
る
（X

IX
/1, A

74; B
1 74

）。

よ
っ
て
理
解
と
は
、
基
本
的
に
は
他
者
理
解
で
あ
る
―
―
と
は
い
え
、
他
者

の
身
体
を
身
体
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
と
、
そ
の
身
体
を
介
し
て
発
せ
ら
れ
た

言
葉
を
言
葉
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
の
あ
い
だ
に
は
違
い
が
あ
る
は
ず
だ
。
前

者
は
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』（
一
九
三
一
）
の
第
五
省
察
に
お
け
る
「
感
情
移
入

（Einfühlung

）」
論
に
よ
っ
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
説
明
が
そ
の
ま

ま
言
語
表
現
の
理
解
に
適
用
可
能
で
あ
る
と
は
考
え
づ
ら
い
。
そ
れ
ゆ
え
他
者
の

身
体
の
理
解
と
他
者
の
言
葉
の
理
解
は
、「
理
解
」
と
い
う
語
で
包
括
さ
れ
て
い
る

と
は
い
っ
て
も
実
際
に
は
全
く
別
の
作
用
で
あ
り
、
後
者
の
内
実
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
は
、
狭
義
の
感
情
移
入
論
と
は
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る 

㈠

。

こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
で
、
本
論
文
は
、
言
語
を
介
し
た
他
者
理
解
に
お

い
て
な
さ
れ
る
作
用
に
つ
い
て
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
ざ
す
。こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
本
論
文
は
、
ま
ず
第
一
節
に
お
い
て
、

『
論
理
学
研
究
』（
以
下
、『
論
研
』）
の
第
四
研
究
で
提
示
さ
れ
て
い
る
彼
の
言
語

論
の
枠
組
み
を
確
認
す
る
。
次
に
第
二
節
で
、
同
書
の
改
版
の
際
に
新
た
に
付
加

さ
れ
た
「
相
互
理
解
」
と
い
う
語
に
注
目
し
、
そ
の
詳
細
を
説
明
す
る
た
め
に
同

書
の
書
き
換
え
の
た
め
の
草
稿
を
読
解
す
る
。
そ
し
て
第
三
節
に
お
い
て
は
、
こ

の
言
語
的
な
相
互
理
解
を
め
ぐ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
を
、
感
情
移
入
論
と
は
別

の
他
者
経
験
の
理
論
と
し
て
展
開
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

一　
『
論
理
学
研
究
』
に
お
け
る
純
粋
文
法
学
の
構
想
の
変
化

『
論
研
』
第
一
版
は
、
第
一
巻
『
純
粋
論
理
学
の
た
め
の
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
』

（
以
下
『
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
』）
が
一
九
〇
〇
年
、
第
二
巻
『
現
象
学
と
認
識
理

論
の
た
め
の
諸
研
究
』（
以
下
、
各
部
に
応
じ
て
第
一
～
第
六
研
究
と
略
記
）
が

一
九
〇
一
年
に
出
版
さ
れ
た
。
し
か
し
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
一
九
一
一
年
頃
か
ら
同

書
の
書
き
換
え
を
模
索
し
始
め
、
一
九
一
三
年
一
〇
月
に
は
、『
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ

他
者
理
解
に
お
い
て
移
入
さ
れ
る
も
の

鈴

木

崇

志
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ナ
』
か
ら
第
五
研
究
ま
で
の
第
二
版
（
第
一
版
の
微
修
正
版
）
が
出
版
さ
れ
る
に

至
っ
た
。
そ
し
て
第
六
研
究
に
関
し
て
は
、
特
に
一
九
一
三
年
か
ら
一
四
年
に
か

け
て
全
面
的
な
書
き
換
え
の
た
め
の
草
稿
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
試

み
は
結
局
頓
挫
し
、
一
九
二
一
年
に
は
第
一
版
の
微
修
正
版
に
当
た
る
第
六
研
究

の
第
二
版
が
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
改
版
の
経
緯
の
中
で
も
特
に
本
論
文
が
着
目
す
る
の
は
、
第
四
研
究

の
第
二
版
に
お
け
る
、
あ
る
字
句
の
修
正
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
お
い

て
彼
は
、
第
一
版
で
「
純
粋
文
法
学
（reine Gram

m
atik

）」（X
IX

/1, A
320, 

et al.

）
と
呼
ん
で
い
た
も
の
を
、
す
べ
て
「
純
粋
論
理
文
法
学
（reinlogische 

Gram
m

atik

）」（X
IX

/1, B
1 340, et al.

）
と
書
き
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
本

論
文
の
見
る
か
ぎ
り
、
こ
こ
で
の
一
見
軽
微
な
修
正
の
中
に
は
、
彼
の
言
語
論
の

拡
張
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
が
隠
れ
て
い
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
第
一
版
の
第
四
研
究
に
登
場
す
る
「
純
粋
文
法
学
」
は
、
純

粋
論
理
学
の
一
部
門
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る 

㈡

。
よ
り
詳
し
く

い
え
ば
、
そ
れ
は
、
可
能
的
な
表
現
の
範
囲
を
可
能
的
な
意
味
の
範
囲
と
対
応

す
る
よ
う
に
限
定
す
る
た
め
の
法
則
、
す
な
わ
ち
「
無
意
味
（U

nsinn; X
IX

/1, 
A

286

）」
を
排
除
す
る
た
め
の
純
粋
文
法
法
則
を
扱
う
部
門
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
可
能
的
な
意
味
の
範
囲
を
可
能
的
な
対
象
の
範
囲
と
対
応
す
る
よ
う
に

限
定
す
る
た
め
の
法
則
、
す
な
わ
ち
「
反
意
味
（W

idersinn; X
IX

/1, A
287

）」

を
排
除
す
る
た
め
の
勝
義
の
論
理
法
則
を
扱
う
部
門
と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
全
体
と
し
て
純
粋
論
理
学
を
な
す
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ

こ
の
「
純
粋
文
法
学
」
が
、
第
二
版
の
第
四
研
究
で
は
「
純
粋
論
理
文
法
学
」
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
同
研
究
の
一
四
節
に
付

せ
ら
れ
た
注
記
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

第
一
版
に
お
い
て
、
私
は
〔
純
粋
論
理
文
法
学
の
こ
と
を
〕「
純
粋
文
法
学
」

と
言
っ
て
い
た
。
こ
の
名
称
は
、
カ
ン
ト
の
「
純
粋
自
然
科
学
」
と
の
類
比

と
し
て
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
分
か
る
よ
う
に
付
け
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
意
味
の
純
粋
な
形
式
論
が
普
遍
的
・
文
法
的
な
ア

プ
リ
オ
リ
の
全
体
を
包
括
し
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
決
し
て
で
き
な
い

―
―
例
え
ば
、
文
法
的
に
と
て
も
影
響
力
の
大
き
い
、
心
理
的
主
観
ど
う
し

の
相
互
理
解
の
諸
関
係
（V

erhältnisse der W
echselverständigung

）

に
は
固
有
の
ア
プ
リ
オ
リ
が
属
し
て
い
る
―
―
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
純
粋
論

理
文
法
学
と
い
う
言
い
方
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
。（X

IX
/1, B

1 340

）

こ
の
引
用
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
第
一
版
に
お
い
て
「
純
粋
文
法

学
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
は
、
実
際
に
は
「
普
遍
的
・
文
法
的
な
ア
プ
リ
オ

リ
」
の
一
部
分
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
純

粋
論
理
学
の
基
礎
を
な
す
と
い
う
意
味
で
「
純
粋
論
理
文
法
学
」
と
呼
ば
れ
る
べ

き
だ
と
さ
れ
る
。
す
る
と
、
こ
こ
で
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
純
粋
文
法
学
と

い
う
名
称
は
、
普
遍
的
・
文
法
的
な
ア
プ
リ
オ
リ
の
全
体
を
包
括
す
る
学
問
に
割

り
当
て
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
に
拡
張
さ
れ
た
純
粋
文
法
学

に
お
い
て
、
純
粋
論
理
文
法
学
以
外
の
学
科
は
何
を
扱
う
の
か
。
引
用
文
中
で
は

そ
れ
が
網
羅
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
例
と

し
て
は
、「
相
互
理
解
の
諸
関
係
」
の
「
ア
プ
リ
オ
リ
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
た

だ
し
そ
の
詳
細
は
、『
論
研
』
第
二
版
に
お
い
て
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理

由
は
お
そ
ら
く
、
相
互
理
解
が
、
言
語
表
現
の
話
し
手
と
他
の
聞
き
手
と
の
あ
い

だ
で
の
伝
達
に
関
わ
る
も
の
だ
か
ら
だ
。
実
際
、
第
一
研
究
の
第
七
節
の
末
尾
に

お
い
て
は
、「
相
互
的
な
理
解
（das w

echselseitige V
erständnis

）」
が
、「
双

方
向
的
な
、
告
知
と
そ
の
受
容
の
中
で
展
開
す
る
心
的
諸
作
用
の
相
関
関
係
」
を
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要
求
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
（X

IX
/1, A

35; B
1 35

）。
し
か
し
直
後
の
第
八

節
に
お
い
て
「
独
白
的
な
語
り
」
が
表
現
の
モ
デ
ル
と
し
て
取
り
出
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
伝
達
の
た
め
の
言
語
の
役
割
は
早
々
に
度
外
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（X
IX

/1, A
36; B

1 36
）。
そ
れ
ゆ
え
同
書
の
枠
組
み
の
中
で
は
、
そ
も
そ
も
相
互

理
解
に
つ
い
て
論
じ
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
第
二
版
の
第
四
研
究
の
出
版
後
に
書
か
れ
た
第
六
研
究
の
書
き
換
え

の
た
め
の
諸
草
稿
に
お
い
て
は
、
伝
達
的
な
語
り
が
考
慮
さ
れ
、
そ
れ
と
の
関
連

に
お
い
て
相
互
理
解
に
つ
い
て
の
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、

『
フ
ッ
サ
リ
ア
ー
ナ
』
第
二
〇
巻
所
収
の
こ
れ
ら
の
草
稿
を
参
照
し
、
拡
張
さ
れ

た
純
粋
文
法
学
の
中
で
扱
わ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
「
相
互
理
解
」
の
正
体
を
突
き

止
め
て
み
た
い
。

二　
『
論
理
学
研
究
』
の
書
き
換
え
の
時
期
に
お
け
る
相
互
理
解
に
つ
い
て
の
見
解

二
・
一　

H
ören,	V

erstehen,	E
inverstehen,	M

iturteilen

特
に
本
節
が
重
点
的
に
読
解
し
た
い
の
は
、
一
九
一
四
年
の
三
月
か
ら
四
月
に

か
け
て
書
か
れ
た
あ
る
草
稿
（H

usserliana. Bd. X
X

/2, T
ext N

r. 2

）
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
草
稿
の
中
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
第
四
研
究
第
二
版
で
触

れ
ら
れ
た
「
相
互
理
解
」
の
問
題
に
立
ち
入
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
な
お
こ
の
草
稿

は
、
編
者
メ
レ
に
よ
れ
ば
、
全
面
的
に
書
き
換
え
ら
れ
る
は
ず
だ
っ
た
第
六
研
究

の
第
一
章
の
冒
頭
部
分
に
該
当
し
て
お
り
、
一
九
二
四
年
に
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
に

よ
っ
て
浄
書
、
節
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
実
を
鑑
み
る
と
、
同
草

稿
が
『
論
研
』
の
改
版
計
画
の
み
な
ら
ず
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の

思
想
の
展
開
に
お
い
て
も
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ

の
草
稿
に
お
い
て
ま
ず
目
を
引
く
の
は
、
そ
の
冒
頭
で
、『
論
研
』
第
一
版
に
は
な

い
新
た
な
論
点
と
し
て
「
間
主
観
性
」
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
し
か
も
そ

れ
は
、『
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
』
以
来
重
視
さ
れ
て
き
た
（X

V
III, A

228-229

）、
真

理
や
対
象
の
「
自
体
（an sich

）」
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、

真
理
と
対
象
性
の
「
自
体
」
が
学
問
的
な
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
場
合

に
は
、
そ
れ
は
間
主
観
性
を
表
し
て
い
る
。
真
理
自
体
、
つ
ま
り
学
問
的
な

意
味
で
の
真
理
と
い
う
こ
と
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、〔
そ
れ
に
つ
い
て

の
〕
認
識
と
明
証
が
〔
…
〕、
間
主
観
的
に
、
い
わ
ば
取
り
交
わ
さ
れ
う
る

も
の
（ein intersubjektiv gleichsam

 A
ustauschbares

）
で
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
。（X

X
/2, 18

）

す
る
と
こ
こ
か
ら
、
第
二
版
の
第
四
研
究
で
言
及
さ
れ
た
「
相
互
理
解
」
の
重

要
性
が
明
ら
か
に
な
る
。
た
し
か
に
、
真
理
自
体
は
「
互
い
を
〔
…
〕
理
解
さ
せ

合
う
諸
主
観
（sich [

…] verständigende Subjekte

）
に
依
存
す
る
こ
と
な
く

妥
当
し
て
い
る
」（ibid.

）。し
か
し
そ
れ
が
あ
る
主
観
に
認
識
さ
れ
る
と
き
に
は
、

そ
れ
は
、
間
主
観
的
に
取
り
交
わ
さ
れ
う
る
よ
う
な
「
認
識
意
味
」
と
し
て
認
識

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（ibid.

）。
そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
草
稿
に
お
い
て
、

そ
の
よ
う
に
真
理
を
取
り
交
わ
し
て
共
有
す
る
こ
と
を
「
相
互
理
解
の
統
一
」
と

呼
ぶ
（ibid.

）。
つ
ま
り
真
理
自
体
と
は
、
学
問
的
共
同
体
の
う
ち
に
あ
る
諸
主

観
に
と
っ
て
は
、
相
互
理
解
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
見
通
し
の
も
と
で
、
同
草
稿
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
ま
ず
は
相

互
理
解
の
中
で
な
さ
れ
る
諸
作
用
を
よ
り
詳
細
に
記
述
す
る
こ
と
を
試
み
て
い

る
。そ
し
て『
論
研
』で
の
問
題
意
識
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
専
ら「
言

語
的
な
相
互
理
解
」
だ
け
が
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
（X

X
/2, 35

）。
こ
う

し
て
彼
は
目
下
の
主
題
を
限
定
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
説
き
起
こ
し
て
い
る
。
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さ
て
、
私
た
ち
の
固
有
の
主
題
に
戻
っ
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
の
問
題
は
、

伝
達
の
関
係
に
お
け
る
語
り
の
理
解
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
私
た
ち
は
、

Einverstehen

と
い
う
現
象
に
逢
着
し
て
い
た
。（Ibid.

）

で
は
、
こ
こ
で
彼
が
注
目
し
て
い
る
「Einverstehen

」
と
は
い
か
な
る
事
柄

な
の
か
。
そ
も
そ
もeinverstehen

と
い
う
不
定
詞
形
は
現
代
の
ド
イ
ツ
語
に
お

い
て
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
い
。
日
常
的
に
よ
く
使
わ
れ
る
の
は
過
去
分
詞
形

のeinverstanden

で
あ
り
、
こ
れ
は「
同
意
し
て
い
る
」と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
こ
れ
に
対
応
し
て
、einverstehen

も
再
帰
動
詞
と
し
て
用
い
る
場
合
に

は
「
同
意
す
る
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
よ
う
だ 

㈢

。
し
か
し
後
に
見
る

よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
い
わ
ゆ
る
同
意
と
は
異
な
る
意
味
に
お
い
て
こ
の
語

を
用
い
て
い
る
。よ
っ
て
以
下
で
は
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
語
を
原
語
の
ま
ま
表
記
し
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

同
草
稿
に
お
い
て
は
、einverstehen

は
再
帰
動
詞
と
し
て
で
は
な
く
、
主
に

「
判
断
」（X

X
/2, 43

）
を
目
的
語
と
す
る
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
ま
ず
は
、『
論
研
』
に
お
け
る
判
断
と
い
う
語
の
用
法
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
同

書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
語
は
「
判
断
内
容
（U

rteilsinhalt

）」
を
表
す
こ
と
も
あ
れ

ば
「
判
断
作
用
（U

rteilsakt

）」
を
表
す
こ
と
も
あ
る
（X

V
III, A

117, 119
）。

な
お
判
断
内
容
と
は
、
同
書
に
よ
れ
ば
、
判
断
作
用
が
判
断
さ
れ
て
い
る
事
態
と

志
向
的
に
関
係
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
り
、「
命
題
（Satz

）」
と
も

言
い
換
え
ら
れ
る
（X

V
III, A

117

）。
他
方
で
判
断
作
用
と
は
、
判
断
内
容
（
＝

命
題
）
を
介
し
て
事
態
に
志
向
的
に
関
係
し
、
か
つ
、
当
該
の
事
態
の
存
在
を
措

定
す
る
よ
う
な
作
用
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
に
対
し
、
事
態
に
志
向
的
に
関
係
し

て
は
い
る
が
そ
の
存
在
を
措
定
し
な
い
よ
う
な
作
用
は
「
単
な
る
表
象
〔
作
用
〕」

と
呼
ば
れ
る
（X

IX
/1, A

449

）。

こ
の
よ
う
な
『
論
研
』
の
見
解
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
ふ
た
た
び
目
下
の
草
稿

の
解
釈
に
戻
ろ
う
。
前
段
で
述
べ
た
よ
う
に
、
判
断
作
用
と
表
象
作
用
を
分
け
る

の
は
存
在
措
定
を
行
っ
て
い
る
か
否
か
の
違
い
で
あ
る
。
こ
の
違
い
は
、
当
該
の

事
態
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
「
確
信
（Gew

issheit

）」
を
も
っ
て
い
る
か
否

か
の
違
い
で
あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
（X

X
/2, 38

）。
よ
っ
て
伝
達
の
場
面
に

お
い
て
は
、
話
し
手
が
伝
達
す
る
判
断
に
聞
き
手
が
同
意
す
る
た
め
に
は
、
聞
き

手
は
話
し
手
と
同
じ
確
信
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
雨
が

降
っ
て
い
る
と
い
う
判
断
が
伝
達
さ
れ
る
と
き
、
聞
き
手
は
、
相
手
の
言
葉
を
そ

の
ま
ま
信
じ
る
に
せ
よ
、
自
分
で
窓
の
外
に
目
を
向
け
る
に
せ
よ
、
と
に
か
く
実

際
に
雨
が
降
っ
て
い
る
と
い
う
確
信
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
話
し
手
の
判

断
に
同
意
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
両
者
は
、
同
一
の
判
断
内
容
に
つ
い
て

の
判
断
作
用
を
遂
行
し
て
い
る
。つ
ま
り
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
同
意
と
は「
一

緒
に
判
断
す
る
こ
と
（M

iturteilen

）」
な
の
で
あ
る
（ibid.

）。

特
筆
す
べ
き
は
、einverstehen

は
、
そ
の
よ
う
な
同
意
す
る
こ
と
（
＝
一

緒
に
判
断
す
る
こ
と
）
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
フ
ッ

サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、einverstehen

を
行
う
者
も
、
あ
る
「
確
信
」
を
も
っ
て

は
い
る
（ibid.

）。
し
か
し
こ
の
確
信
は
、
一
緒
に
判
断
す
る
者
が
も
っ
て
い
る

確
信
と
は
「
一
致
し
な
い
」（ibid.

）。
な
ぜ
な
ら
、
伝
達
に
お
い
て
聞
き
手
が

einverstehen

を
行
う
た
め
に
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
確
信
と
は
、
判
断

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
態
に
つ
い
て
の
確
信
で
は
な
く
、「
話
し
手
」
に
つ
い
て

の
確
信
（ibid.

）、
つ
ま
り
、
話
し
手
が
当
該
の
判
断
作
用
を
遂
行
し
て
い
る
と

い
う
事
態
に
つ
い
て
の
確
信
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
だ
。
上
の
例
に
即
し
て
い
う

と
、
雨
が
降
っ
て
い
る
と
い
う
判
断
に
対
す
るeinverstehen

を
行
う
た
め
に
聞

き
手
が
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
話
し
手
が
そ
の
よ
う
に
判
断
し
て



131 他者理解において移入されるもの

い
る
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
の
確
信
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、einverstehen

を
行
っ
て
い
る
者
は
、
判
断
に
全
く
同
意
し

な
い
と
し
て
も
、
そ
の
話
し
手
が
当
該
の
判
断
を
行
っ
て
い
る
と
確
信
し
て

い
る
。
同
草
稿
で
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
判
断
をeinverstehen

す
る
」
と

は
、「
判
断
を
、
話
し
手
の
本
原
的
な
持
ち
も
の
と
し
て
、
話
し
手
の
中
に
入
れ

る
（es [=dieses U

rteil] dem
 Sprechenden als sein originäres H

aben 
einlegen

）」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
（X

X
/2, 43

）。
こ
の
発
言
を
考
慮
す
る

と
、einverstehen

に
お
け
る
接
頭
辞
のein

は
、einlegen

（
…
の
中
に
入
れ
る
）

と
同
様
に
、「
中
に
」
と
い
う
方
向
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
そ
し
て

目
下
の
場
合
は
、
判
断
を
話
し
手
の
意
識
の
「
中
に
」
移
し
入
れ
る
こ
と
が
問
題

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
移
し
入
れ
ら
れ
る
も
の
が
常
に
判
断
（
作

用
）
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
同
草
稿
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
自

身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
相
互
理
解
の
場
面
に
お
い
て
は
、
判
断
に
つ
い
て
の

言
表
の
み
な
ら
ず
、「
命
令
、
疑
問
、
願
望
に
つ
い
て
の
言
表
」（X

X
/2, 49

）、
す

な
わ
ち
命
令
文
、
疑
問
文
、
願
望
文
な
ど
も
使
用
さ
れ
う
る
か
ら
だ
。
そ
の
場
合

に
はeinverstehen

は
、
話
し
手
の
中
に
判
断
作
用
で
は
な
く
意
志
、
疑
念
、
願

望
の
作
用
な
ど
を
移
入
す
る
作
用
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
事
情
を
勘
案
し
つ
つ
、
こ
こ
で『
形
式
論
理
学
と
超
越
論
的
論
理
学
』

（
一
九
二
九
）で
の
用
語
法
を
援
用
し
て
み
よ
う
。そ
こ
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、

判
断
を
言
表
す
る
者
が
、
言
葉
を
発
す
る
の
み
な
ら
ず
「
判
断
作
用
の
統
一
」
を

遂
行
し
て
も
い
る
と
述
べ
、
同
様
の
こ
と
が
「
命
令
」「
疑
問
」「
願
望
」
に
お
い

て
も
成
り
立
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
（X

V
II, 27

）。
そ
し
て
同
書
で
は
、「
話
し

て
い
る
と
き
に
こ
の
よ
う
に
し
て
表
現
の
中
心
機
能
（
ま
さ
に
何
か
を
表
現
す
る

機
能
）
に
属
す
る
各
体
験
」
が
、
す
べ
て
「
思
考
作
用
（D

enken

）」
と
呼
ば
れ

る（ibid.

）。
こ
の
意
味
で
は
、「
判
断
作
用
」の
み
な
ら
ず
、「
願
望
、
意
志
、
疑
念
、

推
測
の
作
用
」
も
、
や
は
り
思
考
作
用
な
の
で
あ
る
（X

V
II, 28

）。

こ
の
よ
う
に
各
種
の
文
に
よ
っ
て
中
心
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
各
種
の
作
用
を

「
思
考
作
用
」
と
総
称
す
る
と
い
う
発
想
の
萌
芽
は
、
す
で
に
目
下
の
草
稿
に
も

見
出
さ
れ
る
（e.g. X

X
/2, 21-24

）。
そ
れ
ゆ
え
本
論
文
は
、
そ
の
よ
う
な
広
義

の
「
思
考
作
用
」
こ
そ
がEinverstehen

に
お
い
て
移
入
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考

え
、
こ
の
語
を
敢
え
て
「
思
考
を
移
入
す
る
こ
と
／
思
考
移
入
」
と
意
訳
し
て
み

た
い
。

そ
こ
で
次
に
、
こ
の
思
考
移
入
と
い
う
用
語
を
使
っ
て
、
相
互
理
解
の
場
面
で

起
き
て
い
る
こ
と
を
よ
り
具
体
的
に
描
き
出
し
て
み
よ
う
。
そ
の
た
め
の
ヒ
ン
ト

と
な
る
の
が
、〈
思
考
を
移
入
す
る
こ
と
〉
と
〈
共
に
判
断
す
る
こ
と
〉
の
関
係
を
、

話
し
手
と
「
同
じ
態
度
を
採
っ
て
い
る
」
者
が
行
っ
て
い
る
こ
と
に
即
し
て
説
明

し
て
い
る
以
下
の
引
用
で
あ
る
。

彼
〔
＝
話
し
手
と
同
じ
態
度
を
採
っ
て
い
る
者
〕
は
、
単
に
聞
い
て
い
る
の

で
も
な
い
し
、
単
に
理
解
し
て
い
る
の
で
も
な
い
し
、
単
に
思
考
を
移
入

し
て
い
る
の
で
も
な
く
、
共
に
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
〔
…
〕。（X

X
/2, 

38

）

こ
こ
に
登
場
す
る
「
聞
く
（hören

）」、「
理
解
す
る
（verstehen

）」、「
思
考
を

移
入
す
る
（einverstehen

）」
は
、
す
べ
て
「
共
に
判
断
す
る
（m

iturteilen

）」

こ
と
と
は
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
三
つ
の
作
用
が
互
い
に
言
い
換
え
可
能

で
あ
る
と
は
考
え
づ
ら
い
。
と
い
う
の
も
、
上
述
の
思
考
移
入（
目
下
の
場
合
は
、

特
に
判
断
作
用
の
移
入
）
に
伴
う
確
信
を
考
慮
す
る
な
ら
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い

る
の
は
聞
く
こ
と
と
や
理
解
す
る
こ
と
よ
り
多
く
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

だ
。
ま
た
、
こ
れ
ら
三
つ
の
作
用
に
「
単
に
…
で
は
な
い
（nicht nur

）」
と
い
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う
否
定
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
三
つ
の
作
用
が
成
立

す
る
た
め
の
条
件
は
、
共
に
判
断
す
る
こ
と
に
と
っ
て
必
要
で
は
あ
る
が
十
分
で

は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
以
上
の
解
釈
を
踏
ま
え
て
、
本
論
文
で
は
、
こ

れ
ら
の
作
用
を
以
下
の
よ
う
に
区
別
し
て
み
た
い 

㈣

。（
な
お
、
以
下
の
表
に
お

い
て
は
判
断
を
移
入
す
る
こ
と
だ
け
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
必
要
な
変
更
を

加
え
れ
ば
他
の
種
の
思
考
移
入
も
同
様
に
説
明
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。）

⒤　

話
し
手
が
何
か
を
伝
達
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め

て
い
る

ⅱ　

伝
達
さ
れ
て
い
る
判
断
内
容
（
＝
命
題
）
が
何
で
あ
る
か
を
把
握
し
て
い

る
ⅲ　

話
し
手
が
当
該
の
判
断
作
用
を
実
際
に
遂
行
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い

る
ⅳ　

判
断
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
態
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
確
信
を
も
つ

こ
と
に
よ
っ
て
、
話
し
手
と
同
様
の
判
断
作
用
を
遂
行
し
て
い
る

「
聞
く
こ
と
」
が
成
立
す
る
た
め
の
必
要
十
分
条
件
は
、
⒤

「
理
解
す
る
こ
と
」
が
成
立
す
る
た
め
の
必
要
十
分
条
件
は
、
⒤
か
つ
ⅱ

「
判
断
を
移
入
す
る
こ
と
」
が
成
立
す
る
た
め
の
必
要
十
分
条
件
は
、
⒤
か
つ

ⅱ
か
つ
ⅲ

「
共
に
判
断
す
る
こ
と
」
が
成
立
す
る
た
め
の
必
要
十
分
条
件
は
、
⒤
か
つ
ⅱ

か
つ
ⅲ
か
つ
ⅳ

二
・
二　

純
粋
文
法
学
の
構
想
に
お
け
る
、
相
互
理
解
の
諸
関
係
の
ア
プ
リ
オ
リ

の
位
置
づ
け

で
は
、
二
・
一
で
再
構
成
さ
れ
た
よ
う
な
相
互
理
解
に
つ
い
て
の
思
想
は
、
な

ぜ
公
刊
さ
れ
た
『
論
研
』
に
は
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を

推
測
す
る
た
め
に
、
再
び
第
一
節
で
確
認
し
た
『
論
研
』
第
二
版
第
四
研
究
の
純

粋
文
法
学
の
構
想
に
立
ち
戻
っ
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、「
相

互
理
解
の
諸
関
係
」
に
は
固
有
の
「
ア
プ
リ
オ
リ
」
が
存
し
て
お
り
、
そ
れ
を
探

求
す
る
こ
と
を
純
粋
文
法
学
の
課
題
に
含
め
て
い
た
の
だ
っ
た
（X

IX
, B

1 340

）。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
「
関
係
」
と
い
う
語
が
複
数
形
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
相
互
理
解
に
お
い
て
送
り
手
と
受
け
手

の
あ
い
だ
に
結
ば
れ
る
関
係
の
多
様
性
に
気
づ
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。そ
し
て
、

右
の
表
で
ま
と
め
た
四
つ
の
作
用
は
、
そ
の
よ
う
な
諸
関
係
を
記
述
す
る
た
め
に

利
用
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
完
全
な
相
互
理
解
と
は
「
共
に
判
断
す
る
こ

と
」
が
成
立
し
て
い
る
状
況
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

状
況
が
起
こ
り
う
る
か
ら
だ
。
例
え
ば
、
受
け
手
が
送
り
手
に
思
考
（
目
下
の
場

合
は
、
特
に
判
断
）
を
移
入
し
て
は
い
る
が
共
に
判
断
し
て
は
い
な
い
と
い
う
状

態
に
お
い
て
は
、
意
見
の
対
立
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
受
け
手
が
送
り
手
の
言

葉
の
意
味
を
理
解
し
て
は
い
る
が
、
そ
こ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
判
断
を
移
入
し
て

は
い
な
い
と
い
う
状
態
に
お
い
て
は
、
受
け
手
は
送
り
手
の
こ
と
を
「
嘘
つ
き
」

あ
る
い
は
「
機
械
人
形
」
と
見
な
す
こ
と
に
な
る
（X

X
/2, 44, 38

）。
そ
し
て
、

受
け
手
が
送
り
手
の
声
を
聞
い
て
は
い
る
が
言
葉
の
意
味
は
理
解
し
て
い
な
い
と

い
う
状
態
に
お
い
て
は
、
二
人
は
ま
だ
手
探
り
で
意
思
疎
通
を
図
っ
て
い
る
と
こ

ろ
だ
ろ
う
。

で
は
、
そ
れ
ら
の
諸
関
係
に
「
ア
プ
リ
オ
リ
」
が
属
し
て
い
る
と
述
べ
る
と
き
、

フ
ッ
サ
ー
ル
は
い
か
な
る
事
態
を
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
こ
れ

ら
の
関
係
の
中
で
な
さ
れ
る
作
用
の
う
ち
、
あ
る
種
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
論
理

法
則
あ
る
い
は
純
粋
論
理
文
法
法
則
に
よ
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
規
制
さ
れ
て
い
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
論
理
法
則（
反
意
味
な
表
現
を
排
除
す
る
法
則
）



133 他者理解において移入されるもの

は
「
共
に
判
断
す
る
こ
と
」
を
目
指
す
者
が
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
形
式
的
に
ア
プ

リ
オ
リ
な
法
則
で
あ
り
、
純
粋
論
理
文
法
法
則
（
無
意
味
な
表
現
を
排
除
す
る
法

則
）
は
「
理
解
す
る
こ
と
」
を
目
指
す
者
が
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
形
式
的
に
ア
プ

リ
オ
リ
な
法
則
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
し
か
し
、
無
意
味
で
も
反
意
味
で

も
な
い
表
現
を
用
い
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
相
互
理
解
の
た
め
の
大
前

提
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
に
よ
っ
て
相
互
理
解
が
成
立
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
例
え
ば
、
仮
に
「
聞
く
こ
と
」
と
「
思
考
を
移
入
す
る
こ
と
」
を
規
制
す
る

規
範
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
上
記
の
よ
う
な
純
粋
論
理
学
に
属
す
る
諸
法
則

で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
は
い
え
『
論
研
』
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
規
範
の
例

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
仮
に
例
示
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が

「
ア
プ
リ
オ
リ
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
は
別
の
議
論
が
必
要
に
な
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
こ
の
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は
、
本
論
文
の
目
的
を
逸
脱
す
る
こ
と

に
な
る
た
め
控
え
て
お
く
。
む
し
ろ
次
節
で
試
み
た
い
の
は
、
こ
こ
ま
で
の
説
明

を
踏
ま
え
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
思
考
移
入
」
論
を
彼
の
他
者
経
験
の
理
論
の
中
に

組
み
込
む
こ
と
で
あ
る
。

三　

お
わ
り
に
―
―
「
思
考
移
入
」
論
の
射
程
―
―

本
論
文
は
、
言
語
を
介
し
た
他
者
理
解
に
お
い
て
な
さ
れ
る
作
用
に
つ
い
て
の

フ
ッ
サ
ー
ル
の
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
ざ
し
て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
目

的
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
述
に
お
い
て
、
言
語
的
な
相
互
理
解
の
営
み
の
中
か
ら

「
聞
く
こ
と
／
理
解
す
る
こ
と
／
思
考
を
移
入
す
る
こ
と
／
共
に
判
断
す
る
こ
と
」

と
い
う
四
つ
の
作
用
を
析
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
概
ね
達
成
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
特
に
そ
の
一
契
機
で
あ
る
「
思
考
移
入
」
と
い

う
概
念
の
適
用
可
能
性
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
の
成
果
に
つ
い
て
の
補

足
を
行
っ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
に
登
場
す
る
す
べ
て

のeinverstehen

と
い
う
語
を
「
思
考
移
入
」
と
訳
せ
る
わ
け
で
は
な
い

4

4

と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
二
・
一
で
扱
っ
た
草
稿
に
お
い
て
も
、
当
初
こ
の
語
は
括
弧
付

き
の
「
感
情
移
入
」
と
言
い
換
え
可
能
な
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
（X

X
/2, 

26

）。
そ
し
て
『
間
主
観
性
の
現
象
学
』
全
三
巻
所
収
の
草
稿
に
登
場
す
る

einverstehen

の
用
法
を
見
て
も
、einfühlen

と
明
確
な
区
別
の
な
い
用
例
が
多

い
よ
う
で
あ
る
（X

III, 59, 252, 339; X
IV

, 161, 524; X
V

, 86, 159, et al.

）。

し
か
し
本
論
文
の
第
二
節
で
の
解
釈
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル

は
『
論
研
』
書
き
換
え
の
た
め
の
試
み
の
中
で
、
当
初
は
「
感
情
移
入
」
と
区
別

せ
ず
に
用
い
て
い
たeinverstehen

と
い
う
作
用
が
「
言
語
的
な
相
互
理
解
」
の

場
面
に
お
い
て
特
別
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
。
つ
ま
り

そ
こ
に
お
い
て
は
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
、
感
覚
、
感
情
な
ど
の
移
入
で
は
な
く
、
相

互
理
解
に
お
け
る
諸
目
的
（
共
に
判
断
す
る
こ
と
、
疑
問
に
答
え
る
こ
と
、
命
令

に
従
う
こ
と
）
の
達
成
の
た
め
に
話
し
手
の
中
に
思
考
作
用
を
移
入
す
る
こ
と
が

問
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
特
別
な
意
味
で
のeinverstehen

を
狭
義
の
感
情
移
入
か
ら
区
別
す
る
こ
と
は
、
彼
の
他
者
経
験
の
理
論
を
整
理
す

る
上
で
の
助
け
と
な
り
う
る
。
そ
こ
で
最
後
に
、
こ
の
見
通
し
に
つ
い
て
、
公
刊

著
作
で
あ
る
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
に
お
け
るeinverstehen

の
用
例
に
即
し
て

述
べ
て
お
こ
う
。

管
見
の
か
ぎ
り
、『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
に
お
い
て
はeinverstehen

と
い
う
語

が
二
回
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
回
（I, 149

）
は
、
感
情
移
入
を
説
明

す
る
文
脈
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、einfühlen

と
の
明
確
な
区
別

は
見
出
し
難
い
。
し
か
し
も
う
一
つ
の
用
例
は
、「
共
同
性
が
形
成
さ
れ
る
最
初

で
最
低
の
段
階
（I, 156

）」
と
し
て
の
感
情
移
入
の
説
明
が
終
わ
っ
た
直
後
の
第

五
六
節
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、「
私
が
自
分
を
他
の
人
間
の
中
にeinverstehen
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す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
に
固
有
な
も
の
の
地
平
の
中
に
、
よ
り
深
く
入
り

込
む
（eindringen

）」
と
い
う
事
態
が
考
え
ら
れ
て
い
る
（I, 158

）。
す
る
と

こ
こ
で
は
、「
よ
り
深
く
（tiefer

）」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、einverstehen

と
い
う
語
は
、
直
前
ま
で
で
説
明
さ
れ
た
「
感
情
移
入
」
と

は
別
種
の
他
者
経
験
を
指
し
て
い
る
の
だ
と
解
釈
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に

一
九
一
三-

一
四
年
以
来
の
「
思
考
移
入
」
を
め
ぐ
る
思
考
を
読
み
込
む
こ
と
は
、

同
書
の
新
た
な
読
解
の
可
能
性
を
開
く
と
い
う
点
で
有
益
で
あ
る
は
ず
だ
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
同
書
の
感
情
移
入
論
の
最
初
期
の
批
判
者
の
一
人
で
あ
っ
た

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
も
、
目
下
の
箇
所
に
お
け
るeinverstehen

の
用
法
の
特
殊
性
に
気

づ
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
に
よ
る
こ
の
箇
所
の
仏
訳
に
お

い
て
、「
自
分
を
他
の
人
間
の
中
にeinverstehen

す
る
（m

ich in ihn [=einen 
anderen M

enschen] einverstehen

）」
は
、「
自
分
を
思
考
に
よ
っ
て
他
の
人

間
の
中
に
移
入
す
る
（m

’introduire en autrui par la pensée

）」
と
補
っ
て

訳
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
（
他
方
で
彼
は
、
同
書
の
も
う
一
つ
のeinverstehen

の

用
例
を
、
単
にcom

préhension

と
訳
し
て
い
る
）。『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
に
お

け
る
感
情
移
入
論
の
後
に
書
か
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
も
の
が
「
思
考
」
に
よ
っ
て

可
能
に
な
る
他
者
経
験
で
あ
る
と
解
釈
し
、
そ
れ
を
『
論
研
』
書
き
換
え
の
た
め

の
草
稿
に
お
け
る
思
考
移
入
論
と
接
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
化
す
る
―
―
こ

の
発
想
を
展
開
す
る
こ
と
は
別
稿
の
課
題
と
し
た
い
。

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
。

㈠　

こ
の
着
想
は
、「
言
語
的
表
現
」
と
「
身
体
的
表
現
」
の
理
解
の
間
の
パ
ラ
レ
ル
な

関
係
に
つ
い
て
の
浜
渦
［
一
九
九
五
］、
二
三
五-

二
四
一
頁
の
指
摘
に
依
る
と
こ

ろ
が
大
き
い
。
ま
た
感
情
移
入
と
理
解
の
関
係
に
つ
い
て
は
、Perreau[2013], pp. 

77-92

とBeyer [2013], S. 263-274

で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

㈡　

純
粋
論
理
学
の
中
で
の
純
粋
文
法
学
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、Centrone 

[2009] pp. 111f. 

及
び
植
村
［
二
〇
一
七
］、
八
一-

八
五
、一
九
五-

二
〇
二
頁
に
お

い
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

㈢　

Einverstehen

の
古
い
用
法
に
つ
い
て
はA

delung [1793-1801]

を
参
照
し
た
。

ま
た
、
現
代
の
用
法
に
つ
い
て
はH

olger Sederström

氏
（
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ン
ボ
ル

ト
大
学
）
か
ら
教
示
を
受
け
た
。

㈣　

以
下
の
表
の
ⅰ
と
ⅲ
に
お
け
る
「
認
め
て
い
る
」
と
い
う
語
は
、
よ
り
正
確
に
は

「〔
当
該
の
意
図
や
作
用
の
〕
告
知
を
受
容
し
て
い
る
（kundnehm

en

）」
と
表
記
す

べ
き
だ
ろ
う
。
な
お
、「
告
知
の
受
容
」
が
他
者
経
験
に
お
い
て
果
た
す
役
割
に
つ
い

て
は
、
鈴
木
［
二
〇
一
七
］
を
参
照
。
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135 他者理解において移入されるもの

—
m

éditation cartésiennes, traduit par G. Peiffer et E. Levinas, Paris: V
rin, 

1947.
Perreau, Laurent: L

e m
onde social selon H

usserl, D
ordrecht: Springer, 

2013.

植
村
玄
輝
、『
真
理
・
存
在
・
意
識
』、
知
泉
書
館
、
二
〇
一
七
年
。 

鈴
木
崇
志
、「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
経
験
の
理
論
に
お
け
る
三
種
の
「
出
会
い
」」、『
フ
ッ

サ
ー
ル
研
究
』
第
一
四
号
、
フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
会
、
二
〇
一
七
年
、
八
二-

一
〇
三

頁
。

浜
渦
辰
二
、『
フ
ッ
サ
ー
ル
間
主
観
性
の
現
象
学
』、
創
文
社
、
一
九
九
五
年
。

［
付
記
］
本
研
究
はJSPS

科
研
費16J03429

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
鈴
木
崇
志
・
す
ず
き　

た
か
し
・
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
／
立
命
館
大
学
）
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137 ハイデガーの空間論

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
主
著
『
存
在
と
時
間
』
に
は
、
空
間
に
つ
い
て
の
短
い
議
論
が

あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
全
体
で
八
十
三
節
あ
る
著
作
の
三
節
を
占
め
る
（
第

二
十
二
～
二
十
四
節
）に
す
ぎ
ず
、
ま
た「
存
在
」と「
時
間
」と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
主
要
な
関
心
か
ら
逸
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
多

く
の
注
目
を
集
め
て
は
こ
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
現
存
在
の
存
在
構
造

を
分
析
す
る
同
書
に
と
っ
て
、「
空
間
性
」
に
つ
い
て
の
問
い
が
不
可
避
で
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
空
間
に
つ
い
て
の
章
を
設
け
て
い
る
。
本
稿
が
試
み

る
の
は
、
こ
の
『
存
在
と
時
間
』
第
二
十
二
～
二
十
四
節
（
以
下
「
空
間
論
」
と

略
記
）
を
読
み
解
き
、
そ
れ
が
含
む
豊
か
な
考
察
を
再
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
は
次
の
よ
う
に
進
む
。
は
じ
め
に
、
空
間
論
に
寄
せ
ら
れ
た
ド
レ
イ
フ
ァ

ス
か
ら
の
有
名
な
批
判
を
参
照
す
る
。
空
間
論
を
解
釈
す
る
者
た
ち
は
、
多
か
れ

少
な
か
れ
こ
の
批
判
に
応
答
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
批

判
と
そ
れ
に
対
す
る
解
釈
者
た
ち
の
応
答
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
先
行
研
究
の
状

況
を
整
理
し
、
解
釈
上
の
課
題
を
明
瞭
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
１
節
）。
そ

の
後
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
か
ら
の
批
判
に
応
え
る
形
で
実
際
に
空
間
論
を
読
み
解
き
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
を
擁
護
す
る
（
第
２
節
、
第
３
節
）。

１
：
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
か
ら
の
挑
戦

は
じ
め
に
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
空
間
論
に
向
け
た
批
判
を
確
認

す
る
。空

間
に
関
す
る
議
論
は
『
存
在
と
時
間
』
で
最
も
難
し
い
箇
所
の
一
つ
だ

が
、
そ
の
理
由
は
、
そ
れ
が
他
の
議
論
よ
り
も
深
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
は

な
い
。
根
本
的
に
混
乱
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
は
の
ち

に
、
人
間
存
在
た
ち
に
存
在
者
た
ち
が
現
れ
る
公
共
的
な

4

4

4

4

［public

］
空
間

を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
的
な

4

4

4

4

［individual

］
人
間
存
在
に
中
心
化
さ
れ
た

空
間
性
か
ら
は
っ
き
り
区
別
す
る
こ
と
が
自
分
に
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と

に
気
付
く
。（D

reyfus 1991, 128

）（
強
調
原
著
者
）

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
批
判
は
、「
個
人
的
な
人
間
に
中
心
化
さ
れ
た
空
間
」
と
「
公

共
的
な
空
間
」
と
い
う
、
区
別
さ
れ
る
べ
き
二
つ
の
空
間
の
区
別
に
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
失
敗
し
た
、
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
批
判
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
批
判
に
加
勢
し
た
サ
ー
ボ

ン
の
見
解
を
初
め
に
紹
介
し
た
い
。
サ
ー
ボ
ン
は
、
こ
の
批
判
が
含
む
二
空
間
を

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
空
間
論

高

井
　

寛
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「
実
践
す
る
行
為
者
の
空
間
」
と
「
身
体
も
そ
の
中
で
一
つ
の
位
置
を
占
め
る
等

質
的
空
間
」
と
再
展
開
し
、
右
の
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
か
ら
の
挑
戦
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

応
答
で
き
な
い
と
考
え
た
（Cerbone 2013, 142

）。
曰
く
、
道
具
を
用
い
る
者

が
実
践
の
最
中
に
存
在
者
と
適
切
な
距
離
を
と
れ
て
い
る
と
い
う
「
主
観
的
な
空

間
」
の
み
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
注
目
し
た
た
め
、「
こ
こ
」
に
あ
る
身
体
か
ら
の
物
理

的
な
距
離
の
遠
／
近
が
厳
然
と
存
在
す
る
と
い
う
事
実
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
蔑
ろ
に

し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
（Cerbone 2013, 141

）。

し
か
し
、
サ
ー
ボ
ン
に
よ
る
こ
の
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
へ
の
加
勢
は
、
二
重
の
問
題

を
含
む
。
ま
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
空
間
論
で
行
っ
た
の
は
世
界
の
中
で
行
為
す
る

現
存
在
が
行
う
空
間
把
握
の
説
明
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
強
調
す
る
通
り
、
そ

う
し
た
空
間
把
握
に
メ
ー
ト
ル
等
の
単
位
で
測
ら
れ
る
「
客
観
的
な
」
距
離
の
把

握
は
必
要
な
い
。
第
二
に
、
こ
の
点
で
サ
ー
ボ
ン
は
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
挑
戦
を
読

み
誤
っ
て
も
い
る
。
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
挑
戦
が
含
む「
公
共
的
な
空
間
」と
は
、「
公

共
的
な
仕
事
場
の
空
間
―
現
存
在
が
常
に
そ
の
う
ち
に
お
り
、
そ
れ
自
身
の
領

域
、
場
所
を
も
ち
、
誰
に
で
も
ア
ク
セ
ス
可
能
な
空
間
」（D

reyfus 1991, 132

）

の
こ
と
で
あ
り
、
三
次
元
座
標
で
標
示
さ
れ
る
等
質
空
間
で
は
な
い
。

こ
こ
で
、
改
め
て
こ
の
挑
戦
の
内
実
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
先
の
引
用
と
は
別

の
個
所
で
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
こ
の
挑
戦
を
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
（
恒
常
的
に
変
化

す
る
）
存
在
者
的
な
距
離
を
（
恒
常
的
に
は
変
化
し
な
い
）
存
在
論
的
な
距
‐

離
（dis-stance

）
か
ら
区
別
す
る
こ
と
に
失
敗
」（D

reyfus 1991, 132

）
し
た
、

と
再
定
式
化
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
あ
る
職
人
が
仕
事
場
の
入
り
口
を
抜
け
て
作

業
台
に
向
か
う
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
職
人
か
ら
見
て
作
業
台
は
次
第
に
近
く
な

る
。
こ
れ
は
行
為
者
か
ら
見
た
「
主
観
的
な
」
距
離
で
あ
り
、
移
動
に
伴
い
変
化

す
る
。
他
方
、
職
人
が
そ
こ
を
踏
破
し
た
入
り
口
と
作
業
台
に
は
、
特
定
の
距
離

な
い
し
位
置
関
係
が
変
化
す
る
こ
と
な
く
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
自
身
で
は
動

か
な
い
諸
対
象
の
「
あ
い
だ
」
を
職
人
は
移
動
し
た
の
で
あ
り
、
職
人
も
ま
た
、

自
分
が
入
り
口
と
作
業
台
の
間
の
特
定
の
位
置
関
係
に
介
入
し
て
い
る
こ
と
、
ま

た
移
動
し
て
い
る
の
は
自
分
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ド
レ

イ
フ
ァ
ス
が
「
公
共
的
な
空
間
」
と
呼
ぶ
の
は
、
何
か
を
特
定
の
近
さ
に
見
出
す

主
観
の
視
座
か
ら
独
立
に
成
り
立
つ
、
こ
の「
誰
に
と
っ
て
も
ア
ク
セ
ス
可
能
な
」

空
間
な
い
し
位
置
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
、
数
量
的
な
計
測
と
は
異
な
る
仕

方
で
理
解
さ
れ
る
「
公
共
的
な
空
間
」
と
「
主
観
的
」
空
間
の
区
別
に
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
失
敗
し
た
、
と
い
う
の
が
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
か
ら
の
挑
戦
な
の
で
あ
る
。

こ
の
挑
戦
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
の
内
部
か
ら
応
答
を
試
み
た
の
が
マ
ル

パ
ス
で
あ
る
。
マ
ル
パ
ス
は
、
道
具
は
常
に
「
道
具
連
関
」
の
中
で
意
味
を
持

ち
、
そ
の
意
味
は
公
共
的
な
規
範
に
由
来
す
る
、
と
い
う
二
つ
の
主
張
か
ら
、「
公

共
的
な
空
間
」
の
ア
イ
デ
ア
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
内
在
す
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す

る
（M

alpas 2006, 136

）。
例
え
ば
キ
ッ
チ
ン
の
包
丁
は
、
ま
な
板
や
コ
ン
ロ
と

い
っ
た
他
の
道
具
と
の
関
わ
り
で
意
味
を
持
つ
が
、
そ
う
し
た
道
具
の
連
関
は
社

会
的
・
文
化
的
な
規
範
に
沿
っ
て
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
道
具
は
「
公

共
的
な
配
置
」
の
う
ち
に
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
マ
ル
パ
ス
か
ら
の
応
答
は
、
し
か
し
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
か
ら
の
挑
戦
に
応
え

る
こ
と
に
は
成
功
し
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
他
の
多
く
の
人
と
共
有
さ
れ
た

規
範
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
存
在
者
の
意
味
が
理
解
さ
れ
る
と
い
う
、「
意

味
」
の
公
共
性
は
、
そ
う
し
た
道
具
が
他
の
道
具
と
の
間
で
形
成
す
る
「
空
間
的

な
」
位
置
関
係
と
は
関
係
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
道
具
が
何
と
共
に
用
い
ら
れ
る

か
が
公
共
的
な
理
解
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が「
ど
こ
に
」

あ
る
の
か
の
理
解
に
は
寄
与
分
は
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
で
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
批

判
は
公
共
的
な
「
空
間
」
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
、「
意
味
」
の
水
準
に
と
ど
ま
る

マ
ル
パ
ス
か
ら
の
応
答
は
、
そ
の
挑
戦
を
斥
け
る
に
は
十
分
で
は
な
い
。
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以
上
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
に
よ
る
批
判
を
承
け
た
二
人
の
解
釈
者
の
反
応
（
加
勢

と
応
答
）
を
簡
単
に
確
認
す
る
こ
と
で
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
か
ら
の
挑
戦
が
明
瞭
化

さ
れ
、
そ
の
挑
戦
に
対
す
る
応
答
が
な
お
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
以
下
本
稿
は
、
空
間
論
を
実
際
に
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
間
論
の
内

部
か
ら
こ
の
挑
戦
を
斥
け
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
を
擁
護
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

２
：
「
私
」
を
中
心
と
す
る
空
間

こ
れ
か
ら
空
間
論
を
解
釈
す
る
に
あ
た
り
、
幾
つ
か
形
式
的
な
こ
と
を
述
べ

る
。
ま
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
空
間
論
で
論
じ
る
の
は
、「
配
慮
的
気
遣
い
」
と
呼
ば

れ
る
私
た
ち
の
行
為
や
振
る
舞
い
に
関
わ
る
存
在
者
（
手
許
の
も
の
）
の
「
空
間

的
な
位
置
」
の
理
解
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
奥
行
き
把
握
の
可
能
性
や
形
態
概
念

の
習
得
と
い
っ
た
問
題
は
、
事
柄
と
し
て
関
連
す
る
も
の
の
、
空
間
論
の
主
題

で
は
な
い
。
次
に
、
本
稿
は
空
間
論
の
み
を
基
本
的
な
読
解
対
象
と
す
る
た
め
、

「
延
長
す
る
実
体
」
と
い
う
考
え
に
依
拠
し
た
デ
カ
ル
ト
形
而
上
学
に
対
す
る
批

判
と
い
う
、
空
間
論
も
そ
の
中
に
位
置
づ
く
よ
り
広
い
文
脈
に
は
触
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
最
後
に
、
空
間
論
の
議
論
の
道
行
き
は
「
手
許
の
も
の
が
も
つ
空
間

的
特
徴
と
は
何
か
」
を
分
析
し
（
第
二
十
二
節
）、
そ
う
し
た
空
間
的
対
象
を
捉

え
る
私
た
ち
の
空
間
把
握
の
働
き
を
解
明
し
た
の
ち
（
第
二
十
三
節
）、
想
定
さ

れ
る
誤
解
に
応
答
す
る
（
第
二
十
四
節
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
第

二
十
二
節
と
二
十
三
節
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
両
節
の
記

述
を
必
要
に
応
じ
て
総
合
し
つ
つ
、「
手
許
の
も
の
」
を
特
定
の
場
所
に
見
出
す
私

た
ち
の
「
空
間
把
握
」
は
、
何
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
働
き
な
の
か
、
と
い
う

一
つ
の
問
い
の
下
で
空
間
論
の
全
体
を
解
釈
す
る 

（注１）

。

２
‐
１
：
距
離
を
な
く
す
こ
と

こ
れ
か
ら
本
稿
が
解
釈
す
る
空
間
論
に
は
、
三
組
（
六
つ
）
の
鍵
概
念
が
登
場

す
る
。
こ
の
う
ち
、
私
た
ち
の
空
間
把
握
の
働
き
を
指
す
概
念
が
、「
距
離
を
な
く

す
こ
と
［Entfernung

］」、「
方
向
を
開
く
こ
と
［A

usrichtung

］」、「
方
域
を
発

見
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
こ
の
空
間
把
握
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
対
象
の
空
間
的

特
徴
は
、
そ
れ
ぞ
れ「
近
さ［N

ähe

］」、「
方
向［Richtung

］」、「
方
域［Gegend

］」

と
呼
ば
れ
る
。
本
節
で
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
前
者
二
つ
の
概
念
（
対
）

に
解
釈
を
与
え
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
空
間
論
が
論
じ
る
の
は
、
様
々
に
振
る
舞
い
、
行
為
す

る
私
た
ち
が
遂
行
す
る
空
間
把
握
と
、
そ
こ
で
理
解
さ
れ
て
い
る
対
象
の
空
間
的

特
徴
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
の
ゆ
え
に
、
空
間
把
握
の
対
象
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
の

は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
行
為
が
遂
行
さ
れ
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。
ハ
ン
マ
ー
を

振
る
こ
と
に
お
け
る
ハ
ン
マ
ー
、
障
害
物
を
避
け
る
こ
と
に
お
け
る
障
害
物
、
す

な
わ
ち
「
交
渉
」
と
術
語
化
さ
れ
る
、
私
た
ち
の
振
る
舞
い
や
行
為
に
関
わ
る
存

在
者
の
「
場
所
」
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

次
の
引
用
か
ら
、
一
つ
目
の
鍵
概
念
の
解
釈
を
開
始
し
た
い
。

日
常
的
な
交
渉
の
［
関
わ
る
］
手
許
の
も
の
は
、
近
さ

4

4

［N
ähe

］
と
い

う
性
格
を
持
つ
。（
…
）「
手
の
届
く
」
存
在
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
近

さ
を
有
す
る
が
、
こ
の
近
さ
は
、
距
離
を
測
る
こ
と
［A

nm
essung der 

A
bständen

］
に
よ
っ
て
は
確
定
さ
れ
な
い
。
こ
の
近
さ
は
、
目
配
り
的
な

「
計
算
す
る
［berechnend

］」
獲
得
や
使
用
に
基
づ
い
て
整
理
さ
れ
て
い

る
［sich regelt aus

］。（102

）

あ
る
存
在
者
と
「
交
渉
」
す
る
、
す
な
わ
ち
そ
れ
を
用
い
た
り
壊
し
た
り

す
る
と
き
、
私
た
ち
は
そ
の
存
在
者
が
持
つ
「
近
さ
」
と
い
う
空
間
的
特
徴

を
捉
え
て
い
る
。
こ
の
「
近
さ
」
を
捉
え
る
働
き
が
、「
距
離
を
な
く
す
こ
と
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［Entfernung

］」
と
呼
ば
れ
る 

（注２）

。
第
一
義
的
に
は
「
距
離
」
と
い
う
意
味
の

こ
の
語Entfernung

を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
他
動
詞
的
に
用
い
る
」（105

）。
そ

れ
は
存
在
者
を
あ
る
「
近
さ
」
に
見
い
だ
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
近
づ

け
る
こ
と
」
と
だ
さ
れ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
、
実
際
に
対
象
と
の
間
の
距
離
を
縮
め
る
こ
と
で
は
な
い
。

「
距
離
を
な
く
す
こ
と
は
、
さ
し
あ
た
り
大
抵
、
目
配
り
的
に
近
づ
け
る
こ
と
で

あ
り
、
調
達
さ
れ
、
準
備
を
整
え
ら
れ
、
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
と
し

て
、
近
さ
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
」（105

）
と
さ
れ
て
い
る
通
り
、「
距
離
を

な
く
す
こ
と
」
と
は
、
実
際
に
そ
の
存
在
者
と
「
交
渉
」
す
る
に
先
立
っ
て
、
ど

う
す
れ
ば
そ
の
存
在
者
と
の
適
切
な
空
間
的
関
係
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
を

見
積
も
る
働
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
ハ
ン
マ
ー
を
振
ろ
う
と
す
る
者
が
、
ハ
ン
マ
ー
を
「
手
に
届
く
と
こ

ろ
」
に
見
出
す
。
こ
れ
に
必
要
な
の
は
、
ど
う
す
れ
ば
ハ
ン
マ
ー
を
「
握
る
」
こ

と
が
可
能
に
な
る
の
か
、
と
い
う
ハ
ン
マ
ー
へ
の
接
近
方
法
（
＝
手
を
延
ば
す
こ

と
）
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
接
近
方
法
の
算
定
を
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
「
距
離
を
な
く
す
こ
と
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
、
道
具
が
「
近
く
に
あ
る
こ
と
」
の
反
対
は
「
散
ら
か
っ
て
い
る
」
こ
と
だ
と

述
べ
る
が
（102

）、
こ
れ
は
、
そ
の
対
象
と
の
適
切
な
関
係
（
＝
交
渉
）
に
入
る

方
法
が
算
定
で
き
ず
、
手
に
負
え
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
事
態
を
指
す
。

２
‐
２
：
近
さ
と
振
る
舞
い

こ
う
し
た
、
ハ
ン
マ
ー
を
握
る
、
戸
口
に
立
つ
と
い
っ
た
、
目
的
と
な
る
行
為

を
対
象
と
の
適
切
な
空
間
的
関
係
に
お
い
て
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
手
続
き
の

算
定
が「
距
離
を
な
く
す
こ
と
」で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に「
距
離
を
測
定
す
る
こ
と
」

は
必
要
な
い（102

）。必
要
な
の
は
、「
一
服
す
る
あ
い
だ
に
着
く
」（105

）と
か「
手

を
伸
ば
せ
ば
届
く
」
と
い
っ
た
、
主
体
が
何
を
す
れ
ば
そ
の
対
象
に
ア
ク
セ
ス
で

き
る
の
か
と
い
う
、
自
分
自
身
の
振
る
舞
い
を
含
む
語
彙
に
よ
っ
て
対
象
を
「
近

づ
け
る
」
こ
と
で
あ
る 

（注３）

。

あ
る
「
客
観
的
に
」
は
長
い
道
の
り
が
、「
客
観
的
に
」
は
ず
っ
と
短
い
道
の

り
よ
り
も
、
短
い
こ
と
が
あ
る
。
後
者
は
「
よ
り
困
難
な
歩
み
」
な
の
か
も

知
れ
ず
、
あ
る
ひ
と
に
と
っ
て
は
無
限
に
長
い
も
の
と
し
て
現
れ
て
い
る
か

も
知
れ
な
い
。（106

）

隣
の
建
物
の
教
室
へ
と
向
か
う
、
健
常
者
に
は
「
わ
ず
か
な
」
道
の
り
は
、
車

い
す
で
生
活
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
「
無
限
に
長
い
」
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
教

室
を
「
訪
れ
る
」
と
い
う
「
交
渉
」
に
必
要
な
そ
の
人
自
身
の
振
る
舞
い
が
、
複

雑
で
困
難
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
「『
も
っ
と
も
近
い
も
の
』
は
、
手
が

届
き
、
掴
む
こ
と
が
で
き
、
見
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
何
の
変
哲
も
な
い
射
程
に

お
い
て
距
離
を
な
く
さ
れ
た
も
の
の
な
か
に
あ
る
」（106f.

）。
対
象
の
「
近
さ
」

を
見
積
も
る
際
に
必
要
な
の
は
「
自
分
固
有
の

4

4

4

、
そ
し
て
透
徹
に
理
解
さ
れ
る
規4

定
性

4

4

」（105

）
で
あ
り
、
そ
こ
に
客
観
的
な
基
準
は
必
要
な
い
の
で
あ
る
。
以
上

で
、「
距
離
を
な
く
す
こ
と
」
あ
る
い
は
「
近
さ
」
に
つ
い
て
の
解
釈
を
終
え
る
。

２
‐
３
：
方
向

続
い
て
取
り
上
げ
る
鍵
概
念
は
、
対
象
の
空
間
的
特
徴
を
指
す
「
方
向
」
で
あ

る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
れ
を
、
対
象
の
「
近
さ
」
と
共
に
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
に

理
解
さ
れ
て
い
る
特
徴
と
し
て
取
り
上
げ
る
。

配
慮
的
な
気
遣
い
の
目
配
り
は
、
こ
う
し
た
様
式
に
お
け
る
近
さ
を
、
方
向

と
い
う
観
点
か
ら
も
同
時
に
確
定
し
て
い
る
。
道
具
は
常
に
方
向
に
お
い
て

接
近
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（102

）



141 ハイデガーの空間論

引
用
中
の
「
配
慮
的
気
遣
い
の
目
配
り
」
は
、
道
具
を
使
っ
た
り
障
害
物
を
避

け
た
り
す
る「
交
渉
」に
必
要
な
、
主
体
の
認
知
の
働
き
を
指
す
。引
用
に
よ
れ
ば
、

そ
う
し
た
認
知
の
働
き
に
お
い
て
「
近
さ
」
が
理
解
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
で
同
時

に
、
対
象
は
あ
る
「
方
向
」
に
お
い
て
見
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
方
向
」
を
理

解
す
る
働
き
が「
方
向
を
開
く
こ
と［A

usrichtung

］」と
術
語
化
さ
れ
る（108

）。

こ
の
「
方
向
」
が
指
す
事
象
は
、
一
見
し
て
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。「［
道
具
の
］

場
所
は
、
そ
の
つ
ど
あ
る
道
具
の
帰
属
す
る
「
あ
そ
こ
」
や
「
そ
こ
」
で
あ
る
」

（102

）
と
い
う
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、「
方
向
」
は
対
象
が
「
自
分
か
ら
見
て
ど
ち

ら
に
あ
る
の
か
」
を
指
す
概
念
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が

「
距
離
を
な
く
す
こ
と
」
と
「
同
時
に
」
捉
え
ら
れ
る
空
間
的
特
徴
で
あ
る
な
ら
、

こ
う
し
た
解
釈
は
拙
速
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
右
手
に
見
え
る
タ
ワ
ー
へ
の
行

き
方
が
分
か
ら
な
い
場
合
の
よ
う
に
、
そ
の
意
味
で
の
「
方
向
」
が
理
解
さ
れ
て

い
て
も
、
そ
こ
へ
の
ア
ク
セ
ス
方
法
が
不
明
な
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

点
に
留
意
し
、
先
の
引
用
の
「
同
時
に
」
を
尊
重
す
る
な
ら
、
空
間
論
に
お
け
る

「
方
向
」
は
、
対
象
と
の
適
切
な
関
係
に
入
る
た
め
に
必
要
な
振
る
舞
い
に
課
せ

ら
れ
る
「
ど
ち
ら
に
向
け
て
」
の
副
詞
的
要
素
と
し
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
部

屋
か
ら
正
門
に
向
か
う
に
は
、
部
屋
を
出
て
右
手
に
十
歩
ほ
ど
、
そ
し
て
建
物
を

出
て
か
ら
左
手
に
少
し
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
距
離
を
な
く

す
こ
と
」
に
お
け
る
振
る
舞
い
の
算
定
に
は
、「
ど
ち
ら
に
向
け
て
」
の
副
詞
が
必

ず
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
節
で
は
、「
近
さ
」
と
「
方
向
」
の
両
概
念
の
解
釈
を
通
じ
て
、
空
間
論
が
含

む
議
論
を
再
構
成
し
て
き
た
。
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
両
概
念
を
用
い
た

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
は
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
挑
戦
に
お
け
る
「
私
を
中
心
と
す
る

空
間
」
に
関
わ
る
。「
私
」
か
ら
見
て
特
定
の
方
向
に
な
さ
れ
る
、「
私
」
の
特
定

の
振
る
舞
い
に
よ
っ
て
接
近
可
能
な
も
の
と
し
て
、
対
象
は
そ
の
「
場
所
」
を
理

解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
れ
ら
「
近
さ
」
と
「
方
向
」
に

お
い
て
理
解
さ
れ
る
対
象
の
空
間
的
特
徴
を
狭
義
の
「
場
所
［Platz

］」
と
呼
び
、

次
節
で
扱
う
「
方
域
［Gegend

］」
か
ら
区
別
し
て
い
る
。

３
：
「
私
」
を
中
心
と
し
な
い
空
間

続
い
て
本
節
で
は
、
空
間
論
が
含
む
三
つ
目
の
鍵
概
念
で
あ
る
「
方
域
」
の
意

味
を
画
定
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
空
間
論
の
全
体
像
が
明

ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

３
‐
１
：
「
方
域
」

こ
の
「
方
域
」
概
念
に
つ
い
て
、
一
見
す
る
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
詳
し
い
説
明
を

与
え
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
既
存
の
解
釈
者
も
、
こ
の
概
念
に
あ
ま
り
踏
み
込
ん

だ
解
釈
を
与
え
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
問
題
の
「
方
域
」
が
、
私
た
ち
が
空
間

把
握
に
お
い
て
捉
え
る
対
象
の
空
間
的
特
徴
を
指
す
鍵
概
念
と
し
て
導
入
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
し
、
実
の
と
こ
ろ
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
既
に
み
た
鍵
概
念

と
の
関
係
に
つ
い
て
解
釈
に
十
分
な
だ
け
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
こ
の「
方
域
」

の
発
見
と
、
前
節
ま
で
で
確
認
し
た
「
近
さ
」
や
「
方
向
」
の
理
解
と
の
間
に
は
、

次
の
よ
う
な
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

他
方
、
あ
る
道
具
の
全
体
が
場
所
を
得
つ
つ
そ
こ
に
属
し
て
い
る
こ
と
に

は
、
そ
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
〈
ど
こ
へ
［W

ohin

］〉
一
般
が
属
す
る
。

（
…
）
こ
の
、
配
慮
的
な
交
渉
に
お
い
て
目
配
り
的
に
先
ん
じ
て
視
界
に
収

め
ら
れ
て
い
る
〈
ど
こ
へ
〉
を
私
た
ち
は
方
域
と
呼
ぶ
。（103

）

目
配
り
的
に
利
用
可
能
な
道
具
の
全
体
性
が
、
あ
る
場
所
に
割
り
当
て
ら
れ

て
い
た
り
、
見
出
さ
れ
た
り
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
方
域
と
い
っ
た
も
の

が
発
見
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（103

）
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引
用
の
「
道
具
の
全
体
」
に
つ
い
て
は
、
空
間
論
の
文
脈
に
限
れ
ば
、「
調
理
用

具
一
式
」
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
れ
ば
よ
い
。
菜
箸
や
鍋
と
い
っ
た
個
々
の
道
具

と
同
様
に
「
道
具
一
式
」
が
一
つ
の
空
間
的
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
（
帰
宅
し
て
キ
ッ
チ
ン
に
向
か
う
状
況
な
ど
を
考
え
れ
ば
よ
い
）。
引
用
で
は
、

そ
う
し
た
対
象
の
「
場
所
」
す
な
わ
ち
「
近
さ
」
と
「
方
向
」
の
理
解
に
、「
方
域
」

の
発
見
が
先
立
つ
と
さ
れ
る
。
本
節
の
課
題
は
、
こ
の
先
行
性
を
理
解
し
、
空
間

論
の
解
釈
を
仕
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
上
記
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
方
域
」
を
「
場
所
」
に
対
す
る
「
可

能
性
の
条
件
」と
し
て
論
じ
て
い
る
。「
方
域
の
発
見
」が「
距
離
を
な
く
す
こ
と
」

を
可
能
に
す
る
と
い
う
、
こ
の
超
越
論
的
な
関
係
を
念
頭
に
置
い
た
と
き
、
解
釈

の
手
掛
か
り
と
な
る
の
は
以
下
の
記
述
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
諸
方
域
［die jew

eilige Gegenden
］
が
予
め
手
許
に
あ
る

こ
と
は
、
手
許
の
も
の
の
存
在
よ
り
も
な
お
根
源
的
な
意
味
で
、
目
立
た
な

い
親
し
み
と
い
う
性
格
を
有
す
る
。
諸
方
域
が
そ
れ
自
身
で
見
て
取
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
の
は
、
あ
る
目
配
り
的
な
発
見
に
際
し
て
、
そ
れ
も
配
慮
的
気

遣
い
の
欠
損
的
な
様
態
に
あ
っ
て
、
目
立
つ
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
の
み
で

あ
る
。
あ
る
も
の
が
そ
の

4

4

場
所
に
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、

［
そ
の
存
在
者
の
］
場
所
の
方
域
［die Gegend des Platzes

］
が
初
め
て

そ
れ
と
し
て
表
明
的
に
接
近
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。（104

）

対
象
が
「
あ
る
べ
き
場
所
に
な
い
」
と
き
初
め
て
、
そ
の
「
場
所
」
の
可
能
性

の
条
件
で
あ
る
「
方
域
」
が
、
目
立
た
な
い
あ
り
か
た
を
脱
し
て
明
示
的
に
接
近

可
能
に
な
る
。
引
用
中
の
「
そ
の
場
所
」
と
は
、
あ
る
「
方
向
」
に
お
い
て
既
に

「
近
づ
け
ら
れ
た
」
そ
の
し
か
る
べ
き
場
所
に
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

具
体
例
を
通
じ
て
考
え
て
み
よ
う
。
あ
る
家
具
職
人
が
仕
事
場
を
訪
れ
る
。
仕

事
の
道
具
一
式
は
工
具
箱
に
入
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
入
り
口
を
入
っ
て
す
ぐ
右
側

の
棚
の
中
段
に
あ
る
か
ら
、
仕
事
場
に
入
っ
て
き
た
職
人
は
、
い
つ
も
通
り
右
手

を
棚
の
方
に
伸
ば
す
。
工
具
箱
の
「
距
離
を
な
く
す
こ
と
」
と
「
方
向
を
開
く
こ

と
」を
、
職
人
は
す
で
に
達
成
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
、
手
が
空
振
り
す
る
。

あ
る
べ
き
場
所
に
工
具
箱
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
職
人
は
気
づ
く
。
昨
日
は

作
業
途
中
だ
っ
た
か
ら
、
工
具
箱
を
作
業
台
の
上
に
置
い
た
ま
ま
に
し
た
の
だ
。

そ
う
し
て
改
め
て
、
職
人
は
「
場
所
」
の
理
解
を
や
り
直
す
。
す
な
わ
ち
前
方
に

積
ん
で
あ
る
資
材
を
右
に
回
り
込
ん
で
、
奥
の
作
業
台
に
向
か
う
必
要
が
あ
る
、

と
。こ

の
、「
あ
る
べ
き
場
所
に
な
い
」
経
験
に
お
い
て
職
人
に
「
表
明
的
に
」
な
っ

た
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
「
工
具
箱
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
」
で
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
は
、
ど
う
す
れ
ば
「
私
」（
入
り
口
に
立
つ
職
人
）
の
手
が
工
具
箱
に
届
く
か
、

と
い
う
「
私
を
中
心
と
す
る
空
間
」
に
お
け
る
対
象
の
位
置
で
は
な
い
。
自
分
が

そ
の
対
象
に
接
近
す
る
た
め
の
方
法
や
、
現
在
地
と
の
関
係
以
前
に
、「
そ
も
そ
も

工
具
箱
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
」
を
職
人
は
勘
案
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
ど
こ
に
」
の
問
い
に
「
作
業
台
の
上
に
」
と
い
う
答

え
を
得
た
こ
と
で
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
可
能
性
の
条
件
と
な
っ
て
、
職
人
は
改

め
て
そ
の
工
具
箱
を
「
近
づ
け
る
こ
と
」
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
現
れ
る
「
そ
も
そ
も
ど
こ
に
あ
る
の
か
」
の
理
解
は
、
こ
の
よ
う
に
表

明
的
に
な
る
以
前
か
ら
確
か
に
存
在
し
て
い
た
。
仕
事
場
に
入
る
職
人
は
、「
入
っ

て
す
ぐ
に
右
手
を
伸
ば
せ
ば
手
が
届
く
」
と
い
う
仕
方
で
「
自
分
を
中
心
と
す
る

空
間
」
に
自
然
に
対
象
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
、

「
入
り
口
の
右
に
あ
る
棚
の
中
段
に
工
具
箱
が
あ
る
」
と
い
う
、
入
り
口
や
棚
、
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工
具
箱
の
あ
い
だ
に
成
り
立
つ
特
定
の
空
間
的
配
置
に
つ
い
て
職
人
が
熟
知
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
後
者
の
空
間
（
的
配
置
）
は
、
職
人
の
現
在
地
と
は
無

関
係
に
諸
対
象
の
間
に
成
り
立
つ
空
間
的
配
置
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
知
識

を
（
目
立
た
な
い
仕
方
で
）
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
入
り
口
を
抜
け
て
す
ぐ

に
右
手
を
伸
ば
せ
ば
届
く
」
と
い
う
「
近
さ
」
と
「
方
向
」
の
理
解
は
可
能
に
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る 

（注４）

。

以
上
の
議
論
を
通
じ
て
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
対
象
の
「
場
所
」
を
理
解
す
る

た
め
に
は
、
私
た
ち
は
そ
の
対
象
が
他
の
諸
対
象
と
ど
の
よ
う
な
空
間
的
配
置
に

立
っ
て
い
る
の
か
を
予
め
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
先
行

性
こ
そ
が
「
方
域
の
発
見
」
と
「
場
所
の
理
解
」
の
間
に
成
り
立
つ
超
越
論
的
な

関
係
で
あ
る
と
本
稿
は
解
釈
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
「
空
間
的

配
置
」、
つ
ま
り
「
私
」
の
視
角
を
前
提
す
る
こ
と
な
く
世
界
の
中
に
成
り
立
つ

空
間
的
配
置
に
お
け
る
対
象
の
「
位
置
」
こ
そ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
語
る
「
方
域
」

に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る 

（注５）

。

３
‐
２
：
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
か
ら
の
挑
戦

本
稿
は
こ
れ
ま
で
、
三
つ
の
鍵
概
念
の
解
釈
を
通
し
て
空
間
論
全
体
の
議
論
を

再
構
成
し
て
き
た
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
空
間
論
は
ド
レ

イ
フ
ァ
ス
か
ら
の
挑
戦
を
斥
け
る
こ
と
が
で
き
る
。前
節
で
み
た
よ
う
に
、「
近
さ
」

と
「
方
向
」
に
関
す
る
議
論
は
「
私
」
を
中
心
と
す
る
空
間
中
に
対
象
を
理
解
す

る
働
き
を
論
じ
て
お
り
、「
個
人
的
な
人
間
に
中
心
化
さ
れ
た
空
間
」
を
扱
っ
て
い

る
。
他
方
「
方
域
」
を
巡
る
議
論
は
、
そ
う
し
た
「
私
」
と
い
う
中
心
あ
る
い
は

視
角
を
前
提
と
し
な
い
「
客
観
的
な
空
間
的
配
置
」
の
参
照
を
論
じ
て
お
り
、
こ

れ
は
「
個
人
に
中
心
化
さ
れ
」
て
い
な
い
「
公
共
的
な
空
間
」
を
扱
う
も
の
で
あ

る
。
本
稿
が
見
て
き
た
よ
う
に
、
空
間
論
は
こ
の
両
者
を
異
な
る
鍵
概
念
に
よ
っ

て
区
別
し
つ
つ
、
適
切
に
そ
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
で
、
ド
レ

イ
フ
ァ
ス
か
ら
の
挑
戦
を
斥
け
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
擁
護
す
る
と
い
う
本
稿
の
目
的

は
果
た
さ
れ
た
。

最
後
に
一
点
、「
身
体
」
の
問
題
に
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
本
稿
が
初
め
に
検
討

し
た
サ
ー
ボ
ン
や
マ
ル
パ
ス
、
ま
た『
存
在
と
時
間
』以
降
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の「
空

間
」
哲
学
を
擁
護
す
る
そ
の
他
の
解
釈
者
も
含
め
て
、
空
間
論
を
解
釈
す
る
多
く

の
者
が
、
空
間
論
に
身
体
へ
の
眼
差
し
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
問
題
だ
と
み
な
し

て
き
た 

（注６）

。
し
か
し
「『
こ
こ
』
に
あ
る
身
体
」
を
特
権
視
し
な
か
っ
た
こ
と
で
、

空
間
論
は
む
し
ろ
そ
の
射
程
を
広
げ
た
と
も
言
え
る
。
例
え
ば
、
本
体
に
搭
載
し

た
カ
メ
ラ
の
映
像
を
観
な
が
ら
遠
隔
操
作
で
ロ
ボ
ッ
ト
を
操
作
し
、
人
間
が
立
ち

入
れ
な
い
構
造
物
の
中
の
瓦
礫
を
撤
去
す
る
と
き
、
そ
こ
で
必
要
な
空
間
把
握
を

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
説
明
で
き
る
。
本
体
と
瓦
礫
の
間
に
は
特
定
の
位
置
関
係
が
成
り

立
っ
て
お
り
、
ア
ー
ム
を
右
方
向
に
少
し
延
ば
せ
ば
瓦
礫
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
で
き

る
。
こ
う
し
た
「
場
所
」
の
理
解
に
際
し
て
、「
そ
こ
」
に
あ
る
瓦
礫
に
対
し
て
理

解
さ
れ
る
「
こ
こ
」
は
、
操
作
者
の
身
体
の
場
所
で
は
な
い 

（注７）

。
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
「
現
存
在
は
自
分
の
「
こ
こ
」
を
周
囲
世
界
的
な
「
そ
こ
」
か
ら
理
解
す
る
」

（107

）
と
語
る
の
み
で
、「
こ
こ
」
を
身
体
の
場
所
に
局
限
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た

の
は
、
上
記
の
よ
う
な
特
殊
な
空
間
把
握
に
も
妥
当
す
る
柔
軟
な
議
論
の
構
築
を

目
指
し
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
身
体
が
主
要
な
論
点
と
し

て
登
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
自
体
を
も
っ
て
、
そ
れ
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
空
間
論
の

瑕
疵
と
み
な
す
こ
と
に
は
、
ひ
と
ま
ず
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

本
稿
は
既
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
空
間
論
を
読
み
解
き
、
そ
れ
を
擁
護
す
る
と
い

う
目
的
を
果
た
し
た
。
補
足
の
必
要
な
論
点
は
な
お
残
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
に
つ

い
て
は
別
の
機
会
を
俟
ち
た
い 

（注8）

。
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注⑴　

以
下
、
断
わ
り
が
な
い
限
り
引
用
は
全
て
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
の
試
訳
で
あ
る
。

マ
ッ
ク
ス
・
ニ
ー
マ
イ
ヤ
ー
版
単
行
本
（H

eidegger, M
,, Sein und Zeit, 19.A

ufl., 
T

übingen: M
ax N

iem
eyer, 2006

）
を
用
い
、
頁
数
を
引
用
末
尾
に
示
し
た
。
ま

た
引
用
中
の
強
調
は
原
著
者
に
よ
る
。

⑵　
「
距
離
を
な
く
す
こ
と
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
隔
た
り
を
消
失
さ
せ
る
こ
と
で
あ

り
、
つ
ま
り
あ
る
も
の
が
離
れ
て
い
る
こ
と
を
消
失
さ
せ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
近
づ

け
る
こ
と
で
あ
る
」（105
）。

⑶　

空
間
把
握
と
自
分
自
身
の
振
る
舞
い
に
つ
い
て
の
理
解
が
不
可
分
で
あ
る
と
い
う

以
上
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
察
は
、
例
え
ば（Evans 1982

）の
議
論
と
親
和
性
が
高
い
。

⑷　

入
り
口
や
棚
、
工
具
箱
、
作
業
台
の
間
に
は
そ
も
そ
も
（
自
分
と
は
無
関
係
に
）

客
観
的
に
特
定
の
空
間
的
配
置
が
成
り
立
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
職

人
は
、「
あ
る
は
ず
の
場
所
」
に
工
具
箱
が
な
く
、
手
が
空
振
り
し
て
し
ま
っ
た
と
き
、

茫
然
と
立
ち
尽
く
す
他
な
い
だ
ろ
う
。

⑸　

こ
の
「
方
域
」
を
、
村
田
は
「
行
為
と
の
連
関
で
形
成
さ
れ
る
意
味
連
関
の
な
か

で
そ
れ
ぞ
れ
の
道
具
的
存
在
者
が
占
め
る
べ
き
場
所
」
と
解
釈
し
て
い
る
が
（
村
田

2002, 137

）、
こ
れ
は
マ
ル
パ
ス
と
同
様
「
意
味
」
の
水
準
と
「
空
間
」
の
水
準
を
明

確
に
区
別
で
き
て
い
な
い
解
釈
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑹　
『
存
在
と
時
間
』
以
後
も
射
程
に
入
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
身
体
」
論
に
つ
い
て
の

興
味
深
い
研
究
で
あ
る
（A
ho 2009

）
や
（
河
村 1992

）
が
、
こ
の
よ
う
な
路
線
で

空
間
論
を
解
釈
し
て
い
る
。

⑺　

こ
の
例
は
「
こ
こ
」
を
巡
る
（Evans 1985

）
の
魅
力
的
な
議
論
か
ら
示
唆
を
得
た
。

⑻　

本
研
究
はJSPS

科
研
費（
課
題
番
号
：17J03358

）の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

Ｓ
・
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
『
現
象
学
と
経
験
的
人
間
科
学
』（1962

）1

に
よ
れ
ば
、

十
九
世
紀
か
ら
現
代
に
至
る
知
的
状
況
の
う
ち
で
「
人
格
と
し
て
の
人
間
」
を
研

究
す
る
人
間
科
学
へ
の
関
心
が
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ

て
い
る
人
格
と
し
て
の
人
間
と
は
、
物
質
と
精
神
と
の
具
体
的
統
一
と
し
て
の
人

間
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
科
学
は
、
人
間
を
考
え
る
実
体
と
し
て
の
精
神
に

還
元
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
人
間
科
学
は
、
人
間
を
自
然
の
因
果
法
則
に
還
元

す
る
の
で
も
な
い
。
こ
の
自
然
主
義
的
心
理
学
で
は
、
主
観
的
な
内
観
法
は
厳
密

さ
を
欠
く
も
の
と
み
な
さ
れ
、
結
果
的
に
心
理
学
研
究
か
ら
自
由
の
主
体
と
し
て

の
人
間
が
追
放
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
自
然
主
義
に
対
す
る
人
間
理
解
の
方
法
と
し
て
、
現
象
学
を
心
理

学
領
域
に
応
用
す
る
「
現
象
学
的
心
理
学
」「
現
象
学
的
人
間
学
」
と
い
っ
た
学

科
が
現
れ
た
。
例
え
ば
、
Ａ
・
ジ
オ
ル
ジ
の
場
合 

2

で
は
、
質
的
研
究
に
科
学

性
を
担
保
す
る
た
め
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
心
理
学
的
還
元
お
よ
び

本
質
直
観
が
応
用
さ
れ
て
い
る
。た
だ
し
シ
ュ
ト
ラ
ッ
サ
ー
も
述
べ
て
い
る
通
り
、

「
現
象
学
的
」
と
い
っ
た
表
現
を
用
い
る
研
究
者
が
、
そ
の
内
実
を
理
解
し
て
い

る
と
は
限
ら
な
い
。
実
際
、
現
象
学
的
心
理
学
に
お
い
て
は
、
人
間
存
在
そ
の
も

の
の
把
握
が
目
指
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
本
質
直
観
の
理
論
が
、
人
間
の
個
別
現

象
を
研
究
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
現
象
学
に
お
い
て
人
間
を

ど
の
よ
う
に
理
解
し
う
る
の
か
と
い
っ
た
思
想
的
検
討
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

本
論
の
意
図
は
、
厳
密
学
の
理
念
に
基
づ
い
て
自
然
主
義
心
理
学
に
お
け
る

「
心
」
や
世
界
観
哲
学
に
お
け
る
「
人
格
」
と
い
う
認
識
原
理
を
批
判
し
、
こ
れ

ら
に
代
わ
る
主
観
的
認
識
原
理
と
し
て
の
意
識
現
象
に
定
位
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
現

象
学
が
、
そ
の
自
我
概
念
の
変
遷
の
中
で
人
間
存
在
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一　

自
然
主
義
的
心
理
学
と
歴
史
主
義
的
世
界
観
哲
学
の
背
理

『
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
』（1911

）（
以
下
『
厳
密
学
』）
に
よ
れ
ば
、
哲
学

は
、
最
高
の
理
論
的
欲
求
、
す
な
わ
ち
、
究
極
的
な
自
己
責
任
に
基
づ
い
て
自
己

を
正
当
化
す
る
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
と
と
も
に
、
純
粋
な
理
性
規
範
に
よ
っ
て
規

制
さ
れ
た
生
活
を
可
能
に
す
る
学
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
近

代
哲
学
に
お
い
て
自
然
科
学
と
精
神
科
学
が
独
立
し
た
が
、
自
然
主
義
的
心
理
学

は
自
然
の
絶
対
化
に
よ
っ
て
懐
疑
論
を
導
き
、
精
神
科
学
、
特
に
歴
史
主
義
者
は

経
験
を
絶
対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
対
主
義
を
導
い
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は

人
間
科
学
と
現
象
学

―
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
人
間
理
解
を
め
ぐ
っ
て

―

竹　

中　

正
太
郎
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こ
う
し
た
人
間
科
学
の
危
機
的
状
況
に
つ
い
て
、
哲
学
に
は
「
創
造
的
な
精
神
に

よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
理
性
的
な
洞
察
を
、
そ
の
根
拠
と
帰
結
に
即
し
て
、
内
的
に

再
創
造
す
る
」（H

ua X
X

V
, 4

）
方
法
、
つ
ま
り
意
識
現
象
に
定
位
し
た
本
質
直

観
の
方
法
が
欠
け
て
い
る
の
だ
と
述
べ
る
。『
厳
密
学
』
の
目
的
は
自
然
科
学
と

精
神
科
学
を
批
判
的
に
検
討
し
つ
つ
厳
密
学
の
理
念
を
満
た
す
哲
学
と
し
て
現
象

学
へ
の
導
入
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。

一
・
一	

自
然
科
学
の
背
理–
自
然
の
絶
対
化

自
然
主
義
と
は
、「
精
密
な
自
然
法
則
に
従
う
、
空
間
時
間
的
な
存
在
の
統
一
と

い
う
意
味
で
の
自
然
の
発
見
の
結
果
、
現
れ
て
き
た
も
の
」（H

ua X
X

V
, 8

）
で

あ
り
、
自
然
科
学
者
は
す
べ
て
の
も
の
を
自
然
化
す
る
。
自
然
化
と
は
、
物
的
、

心
的
な
出
来
事
を
特
定
の
時
間
空
間
の
う
ち
に
あ
る
事
実
的
な
も
の
と
し
て
、
ま

た
因
果
法
則
に
従
う
も
の
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
を
指
す
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
自
然
化
に
よ
っ
て
自
然
主
義
は
必
然
的
に
懐
疑

論
に
陥
り
、
厳
密
学
の
資
格
を
失
う
。
第
一
に
、
自
然
主
義
者
が
立
て
る
自
然
の

現
実
存
在
は
、
体
験
に
実
的
に
内
在
せ
ず
、
意
識
現
象
の
経
過
の
う
ち
で
特
定
の

諸
性
質
を
持
つ
も
の
と
し
て
現
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
意
識
現

象
は
、
そ
の
背
後
に
あ
る
現
象
を
通
じ
て
現
れ
る
よ
う
な
構
成
物
で
は
決
し
て
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
主
義
は
認
識
論
的
な
無
前
提
性
を
欠
い
て
い
る
。

第
二
に
、
自
然
主
義
的
心
理
学
者
は
、
理
念
に
関
わ
る
体
験
を
心
理
学
的
事
実

と
し
て
捉
え
る
が
、
こ
れ
は
本
来
事
実
を
規
制
す
る
は
ず
の
理
念
や
規
範
を
事
実

の
次
元
に
貶
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
従
え
ば
、
自
然
主
義
心
理
学
者
自
身
の

ど
ん
な
主
張
も
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
主
義
心
理
学

は
必
然
的
に
懐
疑
論
を
導
く 

3

。
こ
れ
に
対
し
て
意
識
現
象
は
「
直
接
的
な
直

観
に
お
い
て
把
握
さ
れ
う
る
本
質
、
し
か
も
十
全
に
把
握
さ
れ
う
る
本
質
を
持
っ

て
い
る
」（H

ua X
X

V
, 32

）
の
で
あ
り
、
こ
の
本
質
直
観
は
心
理
学
と
異
な
り
、

「
本
質
を
本
質
存
在
と
し
て
把
握
す
る
が
、
決
し
て
現
実
存
在
を
定
立
し
な
い
」

（H
ua X

X
V

, 33

）
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、『
厳
密
学
』
に
お
い
て
私
た
ち
は
「
意
識
の
学
問
で
は
あ
る
が

心
理
学
で
は
な
い
学
問
、
す
な
わ
ち
心
理
学
を
意
識
の
自
然
科
学
と
す
れ
ば
、
こ

れ
に
対
す
る
意
識
の
現
象
学
」（H

ua X
X

V
, 17

）
へ
と
導
か
れ
る
。
自
然
主
義

者
は
、
彼
ら
の
信
じ
る
前
提
の
た
め
に
意
識
分
析
の
重
要
性
に
気
づ
か
な
い
。
心

理
学
者
は
自
然
科
学
的
実
験
を
範
と
す
る
こ
と
で
内
省
の
不
確
か
さ
を
排
除
し
た

と
思
っ
て
い
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
知
覚
や
想
起
な
ど
、
彼
ら
が
行
う
概
念
的
な

把
握
や
記
述
は
、
こ
の
本
質
直
観
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
・
二	

精
神
科
学
の
背
理–

経
験
の
絶
対
化

精
神
科
学
は
、
歴
史
主
義
の
影
響
の
も
と
で
学
的
哲
学
の
路
線
か
ら
外
れ
て

世
界
観
哲
学
と
な
る
。「
歴
史
主
義
は
、
経
験
的
な
精
神
生
活
の
事
実
領
域
の
う

ち
に
そ
の
位
置
を
占
め
る
」（H

ua X
X

V
, 41

）
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
精

神
生
活
の
経
験
を
絶
対
的
に
個
別
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
対
主
義
が
生
じ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
事
情
を
デ
ィ
ル
タ
イ
の
『
世
界
観
の
研
究
』
を
引
い
て
説
明

し
て
い
る
。
進
化
論
的
「
発
展
説
は
、
歴
史
上
の
い
っ
さ
い
の
生
の
形
式
は
相
対

的
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
と
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
現
世
と
過
去
と
を
達

観
す
る
眼
光
の
前
で
は
、
生
の
諸
組
織
、
宗
教
お
よ
び
哲
学
の
い
か
な
る
個
々
の

形
式
も
そ
の
絶
対
的
な
妥
当
性
を
失
っ
て
し
ま
う
」（H

ua X
X

V
, 42f.

）。
こ
れ

が
世
界
観
哲
学
の
主
張
で
あ
る
。

こ
の
世
界
観
哲
学
に
お
い
て
は
、「
人
格
」
の
事
実
的
経
験
は
、
習
性
と
し
て
沈

殿
し
て
人
格
の
個
性
を
形
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
人
格
の
経
験
は
、
自
他
の
行
為

ま
た
は
意
見
に
同
意
す
る
（
あ
る
い
は
拒
否
す
る
）
な
ど
、
そ
の
つ
ど
の
事
実
的
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経
験
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
経
験
豊
か
な
人
と
い
う
の
は
、

美
的
、
倫
理
的
、
政
治
的
な
ど
の
実
践
的
経
験
、
す
な
わ
ち
「
教
養
」「
知
恵
」

「
世
界
観
」
を
持
つ
人
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
個
人
の
知
恵
を
収
集
、
精
錬
し
、
概

念
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
観
哲
学
が
生
ず
る
。

こ
の
世
界
観
哲
学
は
、
た
だ
生
活
実
践
上
の
当
面
の
課
題
を
最
善
の
仕
方
で
解

決
す
る
理
論
体
系
を
構
築
す
る
。
世
界
観
哲
学
が
、
時
間
制
約
的
な
知
恵
の
体
系

化
を
目
指
す
の
に
対
し
て
、
厳
密
学
と
し
て
の
哲
学
が
目
指
す
も
の
は
超
時
間
的

な
学
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
的
な
哲
学
と
妥
当
な
哲
学
と
を
区
別
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
も
し
世
界
観
哲
学
者
の
主
張
に
従
う
な
ら
ば
、
矛
盾
律
や
同
一
律
と

い
っ
た
論
理
学
的
概
念
も
そ
の
妥
当
性
を
失
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
先
に
確
認

し
た
よ
う
に
、
意
識
現
象
の
本
質
直
観
は
事
実
定
立
を
行
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て

超
時
間
的
な
「
精
神
の
哲
学
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
た
だ
一
つ

現
象
学
的
本
質
学
の
み
な
の
で
あ
る
」（H

ua X
X

V
, 47
）。

　二　
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
に
お
け
る
意
識
現
象
の
一
般
構
造

『
厳
密
学
』
に
お
い
て
、
自
然
主
義
批
判
を
経
由
し
て
意
識
現
象
へ
の
導
入
が

行
わ
れ
た
の
と
類
比
的
に
、
中
期
の
主
著
と
さ
れ
る
『
純
粋
現
象
学
と
現
象
学
的

哲
学
の
た
め
の
諸
構
想
』
第
一
巻
（1913

）（
以
下
、『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』）
に
お
い
て

は
「
自
然
的
態
度
」
の
批
判
に
よ
っ
て
超
越
論
的
現
象
学
の
導
入
が
行
わ
れ
て
い

る
。こ
こ
で
は
、
意
識
現
象
へ
の
還
元
が
方
法
論
的
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

超
越
論
的
意
識
の
一
般
構
造
が
純
粋
自
我–

作
用–

対
象
の
相
関
に
お
い
て
明
確
化

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

さ
て
、「
自
然
的
態
度
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
日
常
生
活
の
実
践
的
関
心
（
内
世

界
的
関
心
）
に
没
入
し
て
い
る
際
に
と
っ
て
い
る
認
識
態
度
で
あ
る
。
自
然
的
態

度
に
お
い
て
私
は
一
つ
の
世
界
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
時
間
空
間
の
う
ち
の
事
物

の
現
実
存
在
を
信
憑
し
て
い
る
。
こ
の
世
界
は
そ
の
つ
ど
の
実
践
的
関
心
に
応
じ

て
諸
々
の
コ
ギ
ト
作
用
（
知
覚
し
、
思
考
し
、
欲
求
す
る
な
ど
）
を
遂
行
す
る
私

の
環
境
世
界
で
あ
る
。
自
然
的
態
度
と
は
、
お
よ
そ
自
然
主
義
的
、
精
神
科
学
的

態
度
の
折
衷
概
念
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
自
然
的
認
識
に
対
す
る
超
越
論
的
エ
ポ

ケ
ー
に
よ
っ
て
意
識
現
象
へ
の
還
元
が
行
わ
れ
る
。
エ
ポ
ケ
ー
と
は
、
自
然
や
経

験
を
絶
対
化
す
る
内
世
界
的
な
関
心
を
脱
し
、
意
識
内
在
的
な
体
験
、
現
象
へ
と

還
元
す
る
方
法
（
現
象
学
的
還
元
）
で
あ
る
。
例
え
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
机
の
知

覚
体
験
を
挙
げ
て
い
る
（
第
四
一
節
）。
私
は
机
の
周
囲
を
回
り
な
が
ら
机
を
見

続
け
て
い
る
。
次
の
瞬
間
、
私
は
歩
き
つ
つ
目
を
閉
じ
、
ま
た
目
を
開
け
る
。
す

る
と
私
は
、
同
一
の
机
の
存
在
を
確
認
す
る
。
こ
の
よ
う
に
私
が
内
世
界
的
な
知

覚
関
心
に
生
き
て
い
る
場
合
に
は
机
は
現
実
定
立
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し

た
内
世
界
的
な
関
心
を
と
も
に
遂
行
せ
ず
、
つ
ま
り
純
粋
な
観
察
者
と
し
て
知
覚

体
験
の
経
過
に
反
省
の
眼
差
し
を
む
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
、
目
を
閉
じ

る
前
後
の
机
の
感
覚
与
件
が
同
一
の
知
覚
で
は
な
い
（
時
間
位
置
も
空
間
位
置
に

お
い
て
も
）
こ
と
に
気
づ
く
。
し
た
が
っ
て
、
実
在
的
な
机
は
体
験
に
実
的
に
内

在
せ
ず
、「
新
し
い
知
覚
と
も
と
の
も
の
の
想
起
と
を
結
び
つ
け
る
綜
合
的
意
識
の

中
で
、
同
一
の
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」（H

ua 
III/1, 84

）。
以
上
か
ら
、
す
べ
て
の
現
実
存
在
は
意
識
の
体
験
の
う
ち
で
信
憑

さ
れ
る「
意
味
の
統
一
」だ
と
み
な
さ
れ
る（vgl. III/1, 120

）。
現
象
学
的
に
は
、

実
在
と
か
世
界
と
か
い
う
も
の
は
「
あ
る
種
の
妥
当
す
る
意
味
統
一
を
表
す
名
辞

に
ほ
か
な
ら
な
い
」(ibid.)

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
自
然
的
態
度
の
自
我
が
自
ら
の
環
境
世
界
に
関
わ
っ
て
い
る
の
と

相
関
的
に
、
こ
の
対
象
を
構
成
す
る
意
識
現
象
（
超
越
論
的
主
観
性
）
に
お
い
て

も
、「
主
観
が
（「
自
我
」
が
）、
志
向
的
客
観
の
方
に
《
立
ち
向
か
っ
て
い
る
》」
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（III/1, 75

）
の
で
あ
り
、「
い
か
な
る
遮
断
に
よ
っ
て
も
、
コ
ギ
ト
と
い
う
形
式

は
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
作
用
の
《
純
粋
》
主
体
は
抹
殺
さ

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」(H

ua III/1, 179)

。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
体
験
の

本
質
構
造
の
把
握
を
目
指
す
現
象
学
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
「
こ
の
自
我
は
、
純4

粋
な

4

4

自
我
で
あ
っ
て
、
そ
の
自
我
に
は
、
い
か
な
る
還
元
も
何
か
手
出
し
を
し
た

り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」(ibid.)

。
超
越
論
的
な
意
識
の
領
野
と
は
「《
そ
の
自

我
の
も
の
》
と
し
て
、
そ
の
自
我
に
《
属
し
て
》
お
り
、
そ
れ
ら
諸
体
験
は
、
そ4

の
自
我
の

4

4

4

4

意
識
背
景
で
あ
り
、
そ
の
自
我
の

4

4

4

4

4

自
由
な
領
野
で
あ
る
」(ibid.)

。

こ
の
自
我
が
現
象
学
に
お
け
る
人
間
理
解
の
端
緒
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
「
体
験
し
て
い
る
自
我
は
、
そ
れ
自
身
だ
け

4

4

4

4

4

4

切
り
離
さ
れ
た
り
、
一
つ
の
固
有

4

4

な4

研
究
対
象
に
な
さ
れ
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
全
く
な
い
」（H
ua III/1, 179

）

と
さ
れ
、「
自
我
の〔
対
象
と
の
〕《
関
係
の
仕
方
》や《
態
度
の
と
り
方
》を
除
く
と
、

純
粋
自
我
は
本
質
構
成
要
素
の
点
で
は
全
く
空
虚
で
あ
り
、
全
く
解
明
し
う
る
内

容
を
持
た
ず
、
そ
れ
自
身
と
し
て
記
述
で
き
な
い
も
の
」（ibid.

）
と
述
べ
ら
れ

る
。そ

れ
に
し
て
も
こ
の
「
内
容
空
虚
な
自
我
」
が
対
象
世
界
を
構
成
す
る
と
は
い

か
な
る
事
態
で
あ
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
考
の
余
地
が
あ
る
。
た
し
か
に
、

現
象
学
が
体
験
に
お
け
る
普
遍
的
本
質
の
獲
得
を
目
指
す
限
り
は
、
対
象
に
相
関

す
る
自
我
は
特
定
の
個
人
で
は
あ
り
え
ず
、
超
時
間
的
な
純
粋
自
我
と
し
て
規
定

さ
れ
る
以
外
な
い
。し
か
し
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
に
基
づ
い
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、

世
界
の
事
実
定
立
を
判
断
停
止
し
、
意
識
現
象
を
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
体

験
に
実
的
に
内
在
す
る
事
象
を
観
取
す
る
方
法
論
こ
そ
、「
精
神
に
よ
っ
て
獲
得
さ

れ
た
理
性
的
な
洞
察
を
、
そ
の
根
拠
と
帰
結
に
即
し
て
、
内
的
に
再
創
造
す
る
」

（H
ua X

X
V

, 4

）
本
質
直
観
の
方
法
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

事
態
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
先
の
机
の
事
例
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
体

験
に
寄
り
添
う
自
我
は
、
体
験
流
の
全
体
を
担
っ
た
有
限
の
自
我
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
に
お
い
て
こ
れ
以
上
の

記
述
を
行
っ
て
い
な
い
。「
純
粋
自
我
に
関
す
る
困
難
な
諸
問
題
や
、
そ
れ
に
加

え
て
ま
た
、
私
た
ち
が
今
こ
こ
で
な
し
た
当
座
の
態
度
決
定
を
確
証
し
て
ゆ
く

と
い
う
困
難
な
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
私
た
ち
は
、
本
書
の
第
二
巻
に
お
い
て
、

特
に
一
章
を
設
け
て
論
及
す
る
機
会
を
見
出
せ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
」(H

ua 
III/1, 124)

と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
以
下
で
は
、『
イ
デ
ー

ン
Ⅱ
』
に
お
け
る
純
粋
自
我
の
規
定
を
確
認
し
て
ゆ
く
。

三　
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
に
お
け
る
習
性
の
自
我

『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
の
純
粋
自
我
の
規
定
は
基
本
的
に
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
に
引
き

継
が
れ
て
い
る
。
第
二
篇
第
一
章
（「
純
粋
自
我
」）
の
第
二
二
節
で
は
「
極
」
と

し
て
の
純
粋
自
我
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
純
粋
自
我
と
は
、
意

識
現
象
に
お
い
て
自
己
知
覚
さ
れ
る
精
神
的
自
我
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
に

お
い
て
作
用
を
遂
行
す
る
作
用
の
放
射
極
と
し
て
の
自
己
同
一
的
な
自
我
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
純
粋
自
我
は
、
対
象
と
の
相
関
関
係
に
お
い
て
の
み
把
握
さ
れ

る
そ
れ
自
体
空
虚
な
自
我
で
あ
る 

4

。

こ
れ
ま
で
の
議
論
で
は
も
っ
ぱ
ら
、
対
象
の
構
成
が
主
題
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
相
関
者
で
あ
る
純
粋
自
我
に
関
し
て
そ
の
内
実
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
上
記
の
ご
と
く
、
知
覚
体
験
に
お
い
て
特
定
の
作
用
を

遂
行
す
る
自
我
と
し
て
だ
け
扱
わ
れ
て
き
た 

5

。
し
か
し
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
の

領
域
存
在
論
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
、
自
然
主
義
的
態
度
の
相
関
者
と
し
て
の

自
然
領
域
に
属
す
「
有
心
的
自
然
」（
人
間
）
や
、
人
格
主
義
的
態
度
の
相
関
者

と
し
て
の
精
神
領
域
に
属
す
「
人
格
」
の
構
成
が
自
我
の
自
己
統
覚
体
と
し
て
問
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わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
作
用
極
と
し
て
の
自
我
の
具
体
化
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な

る
。
こ
の
主
題
の
拡
大
に
と
も
な
っ
て
、
純
粋
自
我
の
規
定
も
以
下
の
よ
う
な
拡

大
を
受
け
て
い
る
。

絶
対
的
な
意
識
流
の
内
部
で
、
実
在
的
な
自
我
と
そ
の
諸
特
性
の
志
向
的
統

一
体
か
ら
完
全
に
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
別
種
の
統
一
体
が
形
成
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
統
一
体
の
中
に
は
、
同
一
の
主
観
の
持
続
的
な
《
意

見
》
の
よ
う
な
統
一
体
が
属
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
あ
る
意
味
で
《
習
性
的

な
》
意
見
と
呼
び
う
る
…
こ
こ
で
問
題
に
な
る
習
性
は
、
経
験
的
な
自
我
に

で
は
な
く
、
純
粋
自
我
に
属
す
る
習
性
で
あ
る
。（H

ua IV
, 111f.

）

以
上
の
よ
う
に
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
空
虚
な
純
粋
自
我
と
い

う
規
定
を
越
え
て
、
習
性
の
自
我
と
い
う
概
念
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。『
イ
デ
ー

ン
Ⅱ
』
第
三
篇
第
一
章
四
九
節
「
自
然
主
義
的
態
度
と
対
立
す
る
人
格
主
義
的
態

度
」
で
は
、
こ
の
習
性
を
媒
介
と
し
て
、「
有
心
的
自
然
」
と
し
て
の
人
間
と
「
人

格
」
が
対
比
さ
れ
て
そ
の
構
成
を
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

四	

有
心
的
自
然
と
人
格

四
・
一	

自
然
主
義
的
態
度
に
対
す
る
人
格
主
義
的
態
度
の
優
位

自
然
主
義
的
な
経
験
に
お
い
て
は
、
自
我
は
、
物
理
的
に
現
出
す
る
身
体
に
組

み
込
ま
れ
た
心
と
見
な
さ
れ
、
身
体
と
一
緒
に
一
定
の
場
や
時
間
の
内
に
局
在
化

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
自
我
の
諸
状
態
は
、「
実
在
的
（
実
体
的–

因
果
的
な
）

自
然
と
い
う
結
合
体
に
属
し
て
い
る
」（H

ua IV
, 181

）
た
め
、
彼
の
な
す
判
断

や
意
欲
と
い
っ
た
諸
作
用
は
「
自
然
の
実
体
的–

因
果
的
な
連
関
に
よ
っ
て
影
響

さ
れ
る
身
体
的
な
出
来
事
に
基
づ
く
ひ
と
つ
の
自
然
の
事
実
」（ibid.

）
と
考
え

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
あ
る
人
が
夢
を
見
な
い
眠
り
に
陥
っ
た
り
、
失
神
し
た

り
す
る
の
に
は
、
何
ら
か
の
物
理
的
な
理
由
が
あ
る
」（ibid.

）
と
考
え
ら
れ
る
。

上
の
よ
う
な
自
然
主
義
的
な
世
界
の
捉
え
方
に
対
し
て
、
人
格
主
義
的
態
度
は

「
全
く
自
然
的
態
度
の
見
方
で
あ
っ
て
、
特
別
な
補
助
手
段
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

獲
得
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
人
工
的
な
態
度
で
は
な
い
」（H

ua IV
, 183

）。

し
た
が
っ
て
、
人
格
主
義
的
態
度
に
お
い
て
は
、
私
た
ち
は
自
ら
の
心
的
作
用
を

身
体
に
実
在
的
、
因
果
的
に
拘
束
さ
れ
た
も
の
と
考
え
な
い
。
自
然
科
学
者
で
さ

え
、
日
常
生
活
者
と
し
て
生
活
し
て
い
る
際
に
は
、
人
格
主
義
的
態
度
を
と
っ
て

生
活
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
主
義
的
態
度
と
人
格
主
義
的
態

度
は
、
並
列
す
る
二
つ
の
態
度
で
は
な
く
、「
自
然
主
義
的
態
度
は
、
人
格
主
義
的

態
度
に
従
属
し
て
い
る
」（ibid.

）
の
で
あ
る
。
本
論
の
課
題
に
お
い
て
は
、
生

活
者
の
根
本
的
な
存
在
の
仕
方
で
あ
る
人
格
の
把
握
が
重
要
な
も
の
と
な
る
。

四
・
二　

人
格
の
構
成

さ
て
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
の
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
習
性
と
い
っ
た
受
動
的
構
成
の

次
元
を
作
用
志
向
性
に
先
立
つ
原
感
性
の
領
野
と
位
置
づ
け
て
い
る
（vgl. H

ua 
IV

, 334f.

）。
現
象
学
的
な
人
格
概
念
は
、
こ
の
受
動
的
な
次
元
の
積
極
的
受
容

に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
自
我
が
人
格
主
義
的
態
度
を
遂
行
す
る
場
合
、
人
格
は
自
己
の
環
境

世
界
と
志
向
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
際
人
格
は
、
私
の

自
由
の
器
官
と
し
て
の
身
体
を
通
じ
て
世
界
を
体
験
す
る
。「
環
境
世
界
」
と
は

そ
う
し
た
人
格
の
体
験
に
お
い
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
世
界
で
あ
る
。
志
向
的
に
関

係
づ
け
ら
れ
る
と
は
、
人
格
と
環
境
世
界
が
、
動
機
づ
け
関
係
に
お
い
て
結
び
つ

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
人
格
が
欲
求
作
用
や
実
用
的
な

作
用
に
生
き
て
い
る
際
に
は
、
対
象
は
、
そ
れ
ら
の
需
要
を
充
足
す
る
の
に
役
立
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つ
も
の
と
し
て
統
握
さ
れ
る（
道
具
）。ま
た
私
が
対
象
を
そ
の
よ
う
に
扱
う
の
は
、

対
象
が
、
そ
う
す
る
よ
う
に
私
の
感
性
を
刺
激
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

環
境
と
人
格
の
諸
作
用
と
は
相
関
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
人
格
と
環

境
の
間
に
あ
る
動
機
づ
け
連
関
は
、
自
然
主
義
的
世
界
を
支
配
す
る
因
果
関
係
と

は
ま
っ
た
く
異
な
る
関
係
性
で
あ
る
。

人
格
の
生
は
こ
の
動
機
づ
け
連
関
の
な
か
で
環
境
世
界
と
相
関
的
に
成
長
発
展

し
て
ゆ
く
。
こ
の
動
機
づ
け
連
関
を
通
じ
て
の
発
展
に
は
「
連
合

4

4

と
習
慣

4

4

の
領
界

全
体
が
含
ま
れ
る
」(H

ua IV
, 222)

。
こ
の
連
合
と
習
慣
の
働
き
に
よ
っ
て
自
我

意
識
の
内
に
、
以
前
と
以
後
の
意
識
の
間
の
結
合
が
設
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
一

つ
の
意
識
流
の
中
に
い
っ
た
ん
あ
る
連
関
が
生
じ
た
な
ら
ば
、
そ
の
同
じ
流
れ
の

中
で
次
の
よ
う
な
傾
向
が
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
以
前
の
連
関
と
部
分
的
に
似
た

連
関
が
生
じ
る
と
、
そ
の
連
関
は
そ
の
相
似
性
を
さ
ら
に
継
続
し
補
完
し
て
、
以

前
の
連
関
全
体
に
似
た
一
つ
の
連
関
全
体
に
な
ろ
う
と
す
る
」(H

ua IV
, 223)

の

で
あ
る
。つ
ま
り
、
一
度
体
験
が
統
覚
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
習
性
と
し
て
沈
殿
し
、

新
た
な
体
験
に
際
し
て
、
予
め
対
象
を
類
型
的
に
分
節
し
、
未
知
の
も
の
を
既
知

化
す
る
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
体
験
が
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
我
も
成
長
す
る
。
自
我
は

「
習
慣
を
身
に
つ
け
る
の
で
、
そ
の
後
の
行
動
は
以
前
の
行
動
に
よ
っ
て
影
響
さ

れ
る
し
、
多
く
の
動
機
の
力
が
増
大
し
た
り
す
る
。
自
我
は
い
ろ
い
ろ
な
才
能
を

《
獲
得
》
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
標
を
立
て
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
目
標
が
達
成
さ
れ

る
と
実
践
的
な
能
力
を
獲
得
す
る
」(H

ua IV
, 254)

。
こ
の
よ
う
に
発
達
し
た「
統

一
体
と
し
て
の
自
我
は《
私
は
で
き
る

4

4

4

4

4Ich kann

》の
一
つ
の
体
系
で
あ
る
」(H

ua 
IV

, 253)

。
こ
の
自
我
は
自
ら
の
ふ
る
ま
い
や
行
動
の
仕
方
、
個
人
的
好
み
な
ど

を
経
験
か
ら
理
解
し
「
私
の
個
性
」(H

ua IV
, 254)

を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
人
格
的
自
我
は
「《
円
熟
し
た
人
》
の
よ
う
に
正
常
に
評
価
し
た
り
、
価

値
を
検
討
し
た
り
す
る
こ
と
な
ど
も
で
き
る
」(ibid.)

、
自
由
を
持
っ
て
「
理
性

の
観
点
で
判
定
さ
れ
る
べ
き
諸
作
用
の
主
体
、《
自
己
責
任
》
を
も
つ
主
体
」(H

ua 
IV

, 257)

で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
私
は
私
自
身
を
経
験
か
ら
知
り
、
私
が
ど
の
よ

う
な
性
格
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
我–

統
覚
を
、
経
験
的
な
《
自

己
意
識
》
を
持
つ
」(H

ua IV
, 265)

に
至
る
。

　お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
、
厳
密
学
の
理
念
に
基
づ
く
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
展
開
を
概
観
し

て
き
た
。
人
間
存
在
を
捉
え
る
二
通
り
の
方
法
で
あ
る
、
自
然
主
義
的
心
理
学
と

歴
史
主
義
的
精
神
科
学
を
批
判
し
て
提
示
さ
れ
た
意
識
の
現
象
学
は
、
人
間
存
在

の
具
体
的
把
握
と
い
う
人
間
科
学
の
要
請
に
応
え
る
可
能
性
を
も
っ
た
、
い
わ
ば

第
三
の
方
法
で
あ
っ
た
。

先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、『
厳
密
学
』
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
ま
ず
は
自
然

主
義
を
、
意
識
に
内
在
し
な
い
自
然
の
現
実
定
立
を
行
い
、
経
験
を
事
実
化
す
る

も
の
と
し
て
捉
え
、
結
果
的
に
懐
疑
論
を
導
く
と
し
て
退
け
た
。
ま
た
、
歴
史
主

義
的
精
神
科
学
を
、
経
験
の
絶
対
化
に
よ
っ
て
相
対
主
義
を
招
く
と
し
て
同
様
に

退
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
意
識
現
象
に
定
位
す
る
現
象
学
は
、
意
識
内

在
的
な
所
与
に
定
位
し
、
現
実
存
在
を
定
立
せ
ず
に
、
本
質
存
在
を
十
全
に
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。

し
か
し
、
本
論
は
こ
れ
ま
で
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
意
識
の

一
般
構
造
が
、
自
我–

作
用–

対
象
の
志
向
的
相
関
関
係
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の

の
、
体
験
流
を
担
い
、
対
象
を
構
成
す
る
自
我
が
「
内
容
空
虚
な
自
我
」
と
規
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
指
示
に
従
っ
て
『
イ
デ
ー
ン

Ⅱ
』
に
お
け
る
習
性
の
自
我
の
規
定
を
確
認
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
習
性
や

対
象
の
触
発
を
受
け
る
原
感
性
と
い
っ
た
受
動
的
構
成
の
次
元
は
、『
イ
デ
ー
ン
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Ⅱ
』
に
お
い
て
、
作
用
を
遂
行
す
る
自
我
の
基
盤
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
現
象
学
的

な
人
間
把
握
を
可
能
と
し
た
こ
と
は
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
自
我
論
の
変
遷
に
よ
っ
て
、
当
然
以
下
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ

る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
現
象
学
的
な
人
格
概
念
を
自
我
の
具
体
的
存
在
様
式

と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
歴
史
主
義
的
精
神
科
学
に
お
け
る
人
格
概
念
と
同

等
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
現
象
学
的
反
省
を
行
う

自
我
は
、
も
は
や
事
実
か
ら
純
粋
な
自
我
で
は
あ
り
え
な
い
た
め
に
、
本
質
直
観

の
方
法
は
失
敗
し
、
厳
密
学
と
し
て
の
哲
学
と
い
う
試
み
が
挫
折
す
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
に
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
は
以
下
の
よ
う

な
批
判
を
行
っ
て
い
る
。

絶
対
的
な
主
観
性
と
い
う
概
念
は
、
絶
対
的
な
経
験
と
責
任
に
対
し
て
開
か

れ
て
あ
る
自
由
な
自
我
と
、
己
自
身
を
無
関
心
か
つ
理
論
的
に
観
察
し
つ

つ
、
そ
の
存
在
を
確
か
め
る
と
こ
ろ
の
、
絶
対
の
存
在
と
い
う
観
念
論
的
な

概
念
と
の
間
で
、
こ
ろ
こ
ろ
と
変
わ
る
の
で
あ
る
。6

認
識
の
究
極
的
な
基
礎
づ
け
に
向
か
う《
理
論
的
》な
自
我
と
、《
実
践
的
》な
、

つ
ま
り
自
由
で
倫
理
的
な
自
我
と
の
あ
い
だ
に
、
満
足
の
い
く
仕
方
で
連
関

を
樹
立
す
る
こ
と
に–

彼
の
努
力
は
そ
の
方
向
を
目
指
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず–

フ
ッ
サ
ー
ル
は
成
功
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。7

こ
れ
ま
で
フ
ッ
サ
ー
ル
の
自
我
概
念
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
き
た
わ
れ
わ
れ
に

は
、
以
上
の
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
の
指
摘
は
一
見
正
鵠
を
射
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
事
実
か
ら
純
粋
な
自
我
は
自
ら
の
有
限
性
を
飛
び
越
え
、
体
験
の
本
質
を
捉

え
よ
う
と
す
る
が
、
自
我
に
習
性
を
認
め
る
や
否
や
、
自
我
は
自
己
の
体
験
の
責

任
を
担
う
倫
理
的
人
格
た
り
え
て
も
、『
厳
密
学
』
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、「
十
全

に
」本
質
を
直
観
す
る
そ
の
特
権
を
失
う
で
あ
ろ
う
。で
は
こ
う
し
た
事
態
を
フ
ッ

サ
ー
ル
は
い
か
に
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

フ
ッ
サ
ー
ル
最
晩
年
の
著
作
で
あ
る
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的

現
象
学
』
で
は
、
現
象
学
的
還
元
の
動
機
が
、
哲
学
と
い
う
職
業
、
哲
学
者
の
習

性
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
哲
学
者
と
は
「
哲
学
的
理
性
に
基
づ
く
人
間
で
あ
ろ

う
と
し
、
そ
れ
以
外
の
者
に
は
な
る
ま
い
と
す
る
テ
ロ
ス
」（H

ua V
I, 13

）
を

自
覚
し
た
人
格
の
職
業
で
あ
る
。
こ
の
課
題
の
た
め
に
、
現
象
学
者
は
「
あ
る
種

の
職
業
的
な
態
度
を
も
っ
て
特
殊
な
《
職
業
時
間
》
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
特
殊

な
習
慣
的
関
心
を
う
ち
た
て
…
…
こ
の
職
業
活
動
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
他
の

生
活
関
心
に
関
し
て
は
判
断
中
止
の
態
度
を
と
る
」（H

ua V
I, 139

）。
こ
こ
で

は
、
当
初
、
内
世
界
的
な
動
機
づ
け
を
停
止
す
る
方
法
と
し
て
導
入
さ
れ
た
現
象

学
的
エ
ポ
ケ
ー
が
、
哲
学
者
の
習
性
と
し
て
内
世
界
的
な
動
機
づ
け
の
う
ち
で
導

入
さ
れ
て
お
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
自
我
の
習
性
を
積
極
的
に
受
容
し
て
い
る
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
現
象
学
に
お
け
る
人
格
は
、
内
世
界

的
な
存
在
者
と
し
て
理
解
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
括
弧
つ
き
の
「
人
格
」
と
し
て
、

自
然
的
認
識
の
源
泉
た
る
超
越
論
的
主
観
性
と
し
て
主
題
化
さ
れ
る
も
の
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
象
学
的
な
人
格
は
、
自
然
的
に
事
実
化
さ
れ

た
人
格
と
等
置
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

で
は
本
質
直
観
の
問
題
は
ど
う
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
第
三
篇

第
一
章
第
七
五
節
「
純
粋
体
験
の
記
述
的
本
質
論
と
し
て
の
現
象
学
」
に
お
い

て
、
本
質
直
観
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
本
質
直
観
は
、
幾

何
学
的
概
念
を
獲
る
場
合
の
理
念
化
と
は
異
な
り
、
想
像
な
ど
を
通
じ
た
素
朴
な

抽
象
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
、
当
該
の
対
象
の
「
あ
る
際

立
た
さ
れ
た
《
契
機
》
が
、
本
質
の
領
域
の
中
へ
と
高
め
ら
れ
て
、
あ
る
原
理
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的
に
漠
然
と
し
た
も
の
、
あ
る
典
型
的
な
も
の
足
ら
し
め
ら
れ
る
」（H

ua III/1, 
139f.

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
対
象
は
「
流
動
的
な
も
の
を
相
手
に
し
な
が
ら
も
、

し
っ
か
り
と
し
た
堅
固
さ
や
、
き
ち
ん
と
区
別
さ
れ
う
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て

い
る
」（ibid.
）
の
で
あ
る
。
こ
の
本
質
直
観
に
お
い
て
、
習
性
の
制
限
に
よ
っ

て
十
全
な
本
質
直
観
は
望
め
な
い
も
の
の
、
こ
れ
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う

必
当
然
的
な
明
証
を
備
え
た
形
態
学
的
諸
概
念
が
獲
得
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
「
現
象
学
は
、
現
象
学
的
態
度
に
お
い
て
な
さ
れ
る
、
超
越
論

的
に
純
粋
な
体
験
の
記
述
的
本
質
論
」（ibid.

）
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
た
め

に
、
自
我
の
習
性
は
現
象
学
の
可
能
性
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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事
実
科
学
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
い
っ
さ
い
の
も
の
の
基

準
を
決
定
す
る
純
粋
原
理
を
取
り
扱
う
哲
学
的
諸
学
科
、
す
な
わ
ち
純
粋
論
理
学
、

純
粋
価
値
論
お
よ
び
純
粋
実
践
論
に
基
礎
を
与
え
る
に
は
な
ん
と
し
て
も
不
適
当
な

の
で
あ
る
」（H

ua X
X

V
, 116

）。

4　

第
二
四
節
で
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
純
粋
自
我
は
、
変
化
す
る
多

様
な
状
況
を
通
じ
て
留
ま
っ
て
い
る
一
定
の
諸
特
性
に
お
い
て
初
め
て
明
示
さ
れ
確

証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
同
一
者
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
純
粋
自
我
は
、
実
在

的
な
人
格
と
し
て
の
自
我
や
人
間
と
い
う
実
在
的
な
主
観
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。
純
粋
自
我
は
生
得
的
お
よ
び
後
天
的
な
性
格
上
の
素
質
を
持
た
ず
、
ま
た
能
力

や
傾
向
性
な
ど
も
持
た
な
い
」(H

ua IV
, 104)

。
さ
ら
に
「
純
粋
自
我
と
し
て
の
自

我
は
、
豊
か
な
内
容
を
う
ち
に
秘
め
る
も
の
で
は
な
く
、
絶
対
に
単
純
で
、
絶
対
に

明
白
で
あ
る
」(H

ua IV
, 105)

。

5　
「
私
が
私
自
身
を
純
粋
自
我
と
し
て
捉
え
る
の
は
、
私
が
私
自
身
を
純
粋
に
〈
知
覚

す
る
際
に
は
知
覚
の
対
象
に
、
認
識
す
る
際
に
は
認
識
の
対
象
に
、
想
像
す
る
際
に

は
想
像
の
対
象
に
、
論
理
的
に
強
い
す
る
際
に
は
思
惟
の
対
象
に
、
評
価
す
る
際
に

は
評
価
の
対
象
に
、
そ
し
て
意
欲
す
る
際
に
は
意
欲
の
対
象
に
向
か
っ
て
い
る
も
の
〉

と
し
て
の
み
捉
え
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
…
…
こ
の
放
射
光
線
は
《
自
我
》
に
起
点

を
持
つ
と
だ
け
し
か
記
述
さ
れ
え
な
い
」（H

ua IV
, 98

）

6　

Ludw
ig Landgrebe, D

er W
eg der Phänom

enologie

：D
as Problem

 einer 
ursprünglichen E

rfahrung, Gütersloh

：Gütersloher V
erlagshaus Gerd 

M
ohn, 1963. S.202.

（『
現
象
学
の
道  

根
源
的
経
験
の
問
題
』
山
崎
庸
佑
他
訳
、
木

譯
社
、一九
八
〇
年
。）

7　

ibid.

（
竹
中
正
太
郎
・
た
け
な
か　

し
ょ
う
た
ろ
う
・
大
谷
大
学
）
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序
本
稿
は
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
語
り
（Rede

）
と
言
明

（A
ussage

）
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
現
象
学
的
言
明
の
可
能
性
に
つ
い

て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
周
知
の
と
お
り
、『
存
在
と
時
間
』

に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
語
論
は
、
現
存
在
の
解
釈
や
解
釈
の
基
礎
を
な
す
語

り
が
音
声
と
し
て
発
言
さ
れ
た
言
葉
に
先
立
ち
、
語
り
か
ら
言
葉
が
生
ま
れ
て
く

る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
従
っ
て
言
明
す
な
わ
ち
ロ
ゴ
ス
・
ア
ポ
フ
ァ
ン

テ
ィ
コ
ス
（logos apophantikos

）
や
「
ア
ポ
フ
ァ
ン
シ
ス
的
《
と
し
て
》（das 

apophantische A
ls

）」
は
、「
解
釈
学
的
《
と
し
て
》（das herm

eneutische 
A

ls

）」
の
派
生
的
な
様
態
で
あ
り
、
根
源
的
な
解
釈
を
変
質
さ
せ
た
も
の
と
し
て

特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
の
序
論
第

七
節
で
、
方
法
と
し
て
の
現
象
学
に
つ
い
て
、
こ
の
言
葉
を
構
成
し
て
い
る
「
現

象
」
と
「
ロ
ゴ
ス
」
の
概
念
を
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
ロ

ゴ
ス
も
ま
た
、
ア
ポ
フ
ァ
ン
シ
ス
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
さ
し
あ
た

り
た
い
て
い
は
自
ら
を
示
さ
な
い
も
の
で
あ
る
存
在
者
の
存
在
を
「
見
さ
せ
る

（sehen lassen

）」
機
能
を
持
つ
の
が
ア
ポ
フ
ァ
ン
シ
ス
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
象
学
に
と
っ
て
言
明
は
重
要
な
位
置
を
占
め

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
同
じ「
言
明
＝
ア
ポ
フ
ァ
ン
シ
ス
」に
対
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
こ
の
二
つ
の
態
度
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
現
象
学
の
言

明
も
ま
た
そ
れ
が
語
り
出
さ
れ
る
や
い
な
や
、
根
源
的
な
現
象
を
覆
い
隠
し
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。
本
来
的
実
存
で
あ
る

先
駆
的
覚
悟
性
に
お
い
て
、
現
存
在
は
沈
黙
の
う
ち
で
存
在
す
る
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
発
話
さ
れ
る
言
明
が
消
極
的
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
か
の

よ
う
に
見
え
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
は
現
象
学
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
な
さ

れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
現
象
学
は
そ
の
対
象
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
語
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
に
お
け
る
言
明
と
語
り
の
構
造
を
検
討
す
る
こ
と

で
、
こ
の
問
い
に
答
え
て
い
き
た
い
。

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
語
り
の
構
造
を
意
義
の
観

点
か
ら
考
察
す
る
最
も
一
般
的
な
議
論
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
第
二
節
で
は
、
そ

う
し
た
意
義
関
係
と
は
別
に
語
り
の
中
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
見
出
し
て
い
る
「
現
に

持
っ
て
い
る
（D

a-haben

）」
と
い
う
性
格
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
三
節
で
は
、

言
明
に
よ
る
現
象
の
隠
蔽
も
挙
示
も
こ
の
「
現
に
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
語
り
の

性
格
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
そ
こ
か
ら
現
象
学
的
言
明
の
在
り
方
を

考
察
す
る
。
第
四
節
で
は
、
言
明
の
理
解
を
促
す
も
の
と
し
て
、
情
態
性
と
語
り

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
語
り
と
言
明

西

村

知

紘
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の
関
係
を
分
析
し
、
根
源
的
理
解
の
可
能
性
を
示
す
。

１
．
ロ
ゴ
ス
・
ア
ポ
フ
ァ
ン
テ
ィ
コ
ス
と
ロ
ゴ
ス
一
般

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
を
含
め
そ
の
ほ
か
の
講
義
録
に
お
い
て
も
、

ロ
ゴ
ス
を
語
り
（Rede

）
と
訳
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
語
り
と

し
て
の
ロ
ゴ
ス
の
う
ち
、
際
立
っ
た
役
割
を
持
つ
ロ
ゴ
ス
を
ロ
ゴ
ス
・
ア
ポ
フ
ァ

ン
テ
ィ
コ
ス
（
＝
言
明
的
な
い
し
は
命
題
的
ロ
ゴ
ス
）
と
し
て
取
り
出
し
た
。
し

た
が
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
、
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
語
り
全
体
は
、
ロ

ゴ
ス
・
ア
ポ
フ
ァ
ン
テ
ィ
コ
ス
と
そ
う
で
な
い
語
り
に
大
別
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。
ロ
ゴ
ス
・
ア
ポ
フ
ァ
ン
テ
ィ
コ
ス
と
は
、
存
在
者
を
挙
示
（A
ufzeigung

）

す
る
、
つ
ま
り
そ
の
存
在
者
か
ら
見
え
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
働
き
を
持
つ
語
り

方
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
こ
に
真
と
偽
の
可
能
性
が
生
ず
る
と
い

う
こ
と
を
論
ず
る
。
一
方
で
ア
ポ
フ
ァ
ン
シ
ス
の
機
能
を
持
た
な
い
語
り
の
こ
と

を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
記
述
に
即
し
て
、
願
い
や
希
望
の
こ
と
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
本
稿
に
と
っ
て
重
要
と
な
る
の
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
両
者

の
語
り
に
共
通
す
る
、
語
り
そ
の
も
の
の
本
質
的
な
機
能
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と

い
う
点
で
あ
る
。
一
九
二
五
／
二
六
年
冬
学
期
「
論
理
学
」
講
義
に
お
け
る
「
あ

ら
ゆ
る
ロ
ゴ
ス
が
意
味
を
持
つ
が
、
あ
ら
ゆ
る
ロ
ゴ
ス
が
命
題
的
で
あ
る
わ
け
で

は
な
い
」
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
命
題
論
』
の
記
述
に
即
し
て
、
意
味
的

ロ
ゴ
ス
（logos sem

antikos

）
の
う
ち
に
ロ
ゴ
ス
な
い
し
語
り
一
般
の
性
格
を

見
て
取
り
、
こ
の
点
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
語
論
を
と
ら
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
ロ
ゴ
ス
と
は
一
般
に
意
味
を
も
っ
て
対
象
を
指
し
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
対
象
が
見
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
ハ
サ
ミ
を
と
っ
て
」
と

い
う
願
望
は
、
真
や
偽
と
い
う
判
断
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
必

要
と
な
っ
て
い
る
ハ
サ
ミ
を
あ
る
仕
方
で
指
示
し
て
お
り
、
存
在
者
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
意
義
に
よ
っ
て
指
示
を
行
う
こ
の

ロ
ゴ
ス
一
般
の
現
象
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
ロ
ゴ
ス
・
ア
ポ
フ
ァ
ン
テ
ィ
コ
ス
と

し
て
の
ロ
ゴ
ス
と
関
係
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
意

義
に
即
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
語
論
解
釈
と
は
別
の
方
法
を
と
る
。

２
．
現
に
持
つ
こ
と
と
し
て
の
語
り

『
存
在
と
時
間
』
の
語
り
に
は
基
本
的
に
対
話
（D

ialog

）
と
し
て
の
性
格

が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ

れ
て
き
た 

１

。
実
際
の
と
こ
ろ
語
り
の
分
析
が
行
わ
れ
る
『
存
在
と
時
間
』
第

三
四
節
で
は
、
語
り
の
「
何
に
つ
い
て
（W

orüber

）」
や
、
語
ら
れ
た
こ
と

（Geredetes

）
と
並
ん
で
、
聞
く
こ
と
や
、
黙
す
る
こ
と
が
語
り
の
構
成
要
素
に

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
聞
く
こ
と
や
、
黙
す
る
こ
と
は
、
自
ら
が
話
す
の
で
は
な
く

他
人
が
話
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
応
答
で
あ
り
、
他
者
と
の
相
互
の
語
り
合
い

を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
期
に

行
っ
た
講
義
の
多
く
で
は
、
こ
う
し
た
対
話
的
側
面
が
そ
れ
ほ
ど
強
調
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
『
存
在
と
時
間
』
の
言
明
の
分
析
に
お
い
て
扱
わ
れ

て
い
る
内
容
が
中
心
的
な
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
関
し
て
ロ
ゴ
ス
を
語
り
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の

語
り
は
、『
存
在
と
時
間
』
の
第
三
四
節
で
行
わ
れ
る
語
り
の
分
析
と
は
重
点
が
異

な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
む
し
ろ
人
間
の
世
界
と
の
関
わ
り
そ

の
も
の
を
語
り
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。例
え
ば
一
九
二
三
／
二
四
年
冬
学
期「
現

象
学
的
研
究
入
門
」
講
義
で
は
語
る
こ
と
が
人
間
の
本
質
を
規
定
し
て
い
る
と
述

べ
て
い
る
箇
所
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
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言
葉
（Sprache

）
は
感
覚
（V

ernehm
en

）
す
る
際
に
一
緒
に
話
す 

２

だ
け
で
な
く
、
感
覚
す
る
こ
と
を
導
き

4

4

さ
え
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
言
葉
を
通4

し
て

4

4

見
る
の
で
あ
る
。（GA

17, S.30

）

こ
の
引
用
箇
所
は
言
い
表
さ
れ
た
言
語
が
人
間
の
感
覚
を
規
定
し
て
い
る
と
い

う
意
味
で
、
意
義
づ
け
が
言
語
に
先
立
つ
と
い
う
『
存
在
と
時
間
』
の
考
え
方
と

は
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
講
義
で
の
用
語
が
『
存
在
と
時
間
』
と
同
じ

も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
慎
重
に
確
か
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
が
こ
の
引
用
で
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ

う
。感

覚
（
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
）
は
世
界
と
の
接
近
の
仕
方
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
感

覚
と
言
語
の
関
係
か
ら
虚
偽
の
可
能
性
が
生
ず
る
。
そ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
即
し
て
さ
ら
に
感
覚
を
分
析
し
、
感
覚
が
ど
の
よ
う
な
構
造
を

持
っ
て
い
る
の
か
を
論
ず
る
。
感
覚
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
或
る
も
の
を
他
の
或

る
も
の
に
対
し
て
際
立
た
せ
る
こ
と
あ
る
い
は
区
別
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り

白
い
も
の
が
白
い
も
の
と
し
て
感
覚
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
黒
い
も
の
と
対
比
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
う
し
た
区
別
は
、
そ
こ
で
の
事

態
を
現
に
持
っ
て
い
る
（D

ahaben

）
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
と
い
う
。
こ

れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

一
方
で
或
る
も
の
が
白
い
の
を
見
て
、
も
う
一
方
で
別
の
或
る
も
の
が
甘
い

の
を
味
わ
う
と
き
、
両
者
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
ぜ
言
え
る
の
か
。

「
両
者
は
ひ
と
つ
の
も
の
に
と
っ
て
明
ら
か
に
現
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」（GA

17, S.27

）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
現
に
そ
の
存
在
者
が
統
一
の
も

の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
区
別
が
可
能
に
な
る
。
言
葉
が

語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
統
一
的
事
態
と
し
て
現
に
こ
の
存
在
者
を
保
持

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
統
一
的
事
態
が
言
葉
に
よ
っ
て
作
り
出
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
も
こ
の
存
在
者
に
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
が
で
き
、
多
く

の
ひ
と
た
ち
の
間
で
同
じ
事
柄
に
関
し
て
語
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。『
存
在
と

時
間
』
に
お
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ポ
フ
ァ
ン
シ
ス
＝
言
明
の
も

と
も
と
の
動
詞
は
ア
ポ
フ
ァ
イ
ネ
ス
タ
イ
と
い
う
中
動
態
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
話

し
て
い
る
者
自
ら
に
向
か
っ
て
見
え
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

つ
ま
り
他
者
に
対
し
て
知
識
を
伝
え
る
と
い
う
意
味
で
の
伝
達
で
は
な
く
、
多
く

の
人
た
ち
が
同
じ
対
象
を
「
分
か
ち
あ
っ
て
い
る
（teilen

）」
と
い
う
意
味
で
の

伝
達
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
語
り
と
は
、
世
界
へ
の
通
路
を
与
え
る
と

い
う
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
感
覚
の
根
底
に
あ
る
の
が
「
現
に
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
性
格
で
あ

る
。

話
す
こ
と
（Sprechen

）
は
、
世
界
を
そ
れ
の
現
（D

a

）
と
い
う
性
格
に

お
い
て
持
つ
、
と
い
う
可
能
性
を
与
え
る
。
す
な
わ
ち
話
す
こ
と
は
そ
れ
自

身
の
う
ち
に
接
近
と
保
存
の
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
ロ
ゴ
ス
・
ア

ポ
フ
ァ
ン
テ
ィ
コ
ス
は
、
そ
れ
が
思
考
の
自
己
解
釈
の
歴
史
の
な
か
で
、
話

す
こ
と
や
概
念
規
定
や
現
存
在
の
解
釈
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
い
に
お
い
て

優
位
と
指
導
的
役
割
を
持
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
ロ
ゴ
ス
一
般
で
は
な
い

し
、
決
定
的
な
ロ
ゴ
ス
で
す
ら
な
い
。（GA

17, S.25

）

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ロ
ゴ
ス
・
ア
ポ
フ
ァ
ン
テ
ィ
コ
ス
と
い

う
特
殊
な
ロ
ゴ
ス
に
対
し
て
、「
或
る
も
の
を
現
に
持
っ
て
い
る
（etw

as D
a-

haben

）」と
い
う
こ
と
に
話
す
こ
と
一
般
の
本
質
的
構
造
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。



156

３
．
言
明
と
現
象
学

「
論
理
学
」
講
義
で
も
、
言
明
や
語
り
の
分
析
に
お
い
て
前
節
同
様
に
「
持
っ

て
い
る（haben

）」と
い
う
表
現
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。「
論
理
学
」講
義
で
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ロ
ゴ
ス
・
ア
ポ
フ
ァ
ン
テ
ィ
コ
ス
を
偽
で
あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
よ
う
な
発
見
の
仕
方
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
る
が
、
そ
の
条
件
と
し
て
、
①
或
る

も
の
を
、
先
行
的
に
す
で
に
目
の
前
に
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
②
こ
の
或
る

も
の
を
或
る
も
の
と
し
て
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
、
③
複
合
の
可
能
性
が
与
え
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
三
つ
を
挙
げ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
例
と
し
て
は
、
暗
い

森
の
中
で
近
づ
い
て
く
る
或
る
も
の
に
つ
い
て
、「
鹿
だ
」
と
言
っ
た
が
、
近
づ
い

て
い
く
と
そ
れ
が
灌
木
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
が
そ
う
で

あ
る
。
こ
の
場
合
、
第
一
の
条
件
と
し
て
、
鹿
だ
と
判
断
さ
れ
る
或
る
も
の
が
先

行
的
に
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
の
条
件
と
し
て
、
私
が
そ
の

或
る
も
の
を
鹿
と
し
て
受
け
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
三
の
条
件
と
し
て
、
そ
れ

が
鹿
と
し
て
見
出
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
森
の
中
で
鹿
が
出
て
く
る
可
能
性
が

前
も
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
森
に
現
れ
る
は
ず
の
な

い
も
の
に
見
間
違
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の
三
つ
の
条
件
の
う
ち
、
一
つ
目

の
条
件
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
規
定
の
「
何
に
つ
い
て
（W

orüber

）」
を

こ
れ
が
維
持
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
視
野
に
入
れ
る
こ
と
」
ま
た
は
「「
何
に
つ

い
て
」
を
端
的
に
持
つ
こ
と
」（GA

21, S.189

）
と
言
い
換
え
て
い
る
。
つ
ま
り

言
明
が
な
さ
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
「
何
に
つ
い
て
」
が
終
始
一
貫

し
て
保
持
さ
れ
、
所
持
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
「
現
に
持
つ
」
と
い
う
表
現
は
、『
存
在
と
時
間
』
で
は
使
わ
れ
る
こ
と
は

な
い
が
、
そ
れ
に
代
わ
る
表
現
と
し
て
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、「
存
在
者
の
存
在
が
先

行
的
に
開
示
さ
れ
て
い
る
」
と
か
、「
理
解
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
言
い
方
に
な
る

だ
ろ
う
。
こ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
は
、「
持
つ
」
と
動
詞
の
「
保
持
し
て
い
る
」

と
い
う
性
格
を
強
く
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
第
二
の
条
件
と

第
一
の
条
件
と
の
関
係
を
見
る
こ
と
で
よ
く
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
「
何
に
つ
い
て
」
は
終
始
一
貫
し
たthigein[

触
れ
る
こ
と]

に

お
い
て
出
会
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
か
じ
め
す
で
に
発
見
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
森
の
中
で
近
寄
っ
て
く
る
或
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

が
判
明
す
る
。「
と
し
て
」
へ
視
線
を
向
け
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
視
線

を
徹
底
的
に
支
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
発
見
す
る
こ
と
、
お
よ
び
発
見
し
た

ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
の
う
ち
で
動
く
。
偽
で
あ
る
こ
と
の
第
二
の
条
件
は

第
一
の
条
件
の
う
ち
で
動
く
の
で
あ
る
。（ebd.

）

以
上
の
こ
と
で
言
明
の
特
徴
が
よ
り
は
っ
き
り
と
し
て
く
る
。
つ
ま
り
言
明
＝

ロ
ゴ
ス
・
ア
ポ
フ
ァ
ン
テ
ィ
コ
ス
と
は
、
す
で
に
発
見
さ
れ
て
い
る
も
の
を
発
見

さ
れ
た
ま
ま
に
保
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
或
る
も
の
を
規
定
の「
何
に
つ
い
て
」

へ
と
変
容
さ
せ
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
言
明
に
つ
い
て
真
偽
を
問
う
こ

と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
存
在
者
が
見
つ
か
っ
た
ま
ま
に
保
持
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
、
真
で
あ
る
と
か
偽
で
あ
る
と
か
判

断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
言
明
を
よ
り
立
ち
入
っ
て
考
察
し
、
ど
こ
に
お
い
て
現
象
の
隠
蔽
が
遂

行
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
第

三
三
節
に
お
い
て
、「
言
明
と
は
伝
達
し
つ
つ
、
述
定
す
る
挙
示
で
あ
る
」
と
定
義

し
て
い
る
（SZ, S.156

）。
つ
ま
り
、
言
明
は
挙
示
と
規
定
（Bestim

m
ung

）
な

い
し
述
定
（Prädikation

）、
そ
し
て
伝
達
（M

itteilung

）
と
い
う
三
つ
の
性

格
を
持
っ
て
い
る
。

第
一
の
性
格
で
あ
る
挙
示
の
分
析
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
存
在
者
を
そ
れ
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自
身
の
方
か
ら
見
さ
せ
る
と
い
う
ア
ポ
フ
ァ
ン
シ
ス
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
の
根
源
的

意
味
を
堅
持
す
る
」（SZ, S.154

）
と
述
べ
る
。
こ
の
時
人
々
に
と
っ
て
見
え
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
言
明
の「
何
に
つ
い
て
」で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の「
何

に
つ
い
て
」
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
言
明
に
と
っ
て
特
別
で
あ
る
か
は
、

そ
れ
以
外
の
場
合
と
対
置
す
る
こ
と
で
明
確
に
な
る
。
道
具
と
の
配
慮
的
交
渉
の

場
合
、
今
ハ
ン
マ
ー
を
使
用
し
て
い
る
ひ
と
に
と
っ
て
、
ハ
ン
マ
ー
は
ハ
ン
マ
ー

そ
れ
自
身
か
ら
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が
何
の
た
め

に
あ
る
か
と
い
う
用
途
か
ら
、
さ
ら
に
言
え
ば
道
具
全
体
の
中
で
の
位
置
づ
け
に

お
い
て
現
れ
て
く
る
。
そ
れ
に
対
し
て
言
明
は
ま
さ
に
こ
の
ハ
ン
マ
ー
そ
の
も
の

か
ら
見
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
自
身
も
こ
の
ハ
ン
マ
ー
に
つ
い
て
見
え
る

よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
ほ
か
の
人
た
ち
に
と
っ
て
も
こ
の
ハ
ン
マ
ー
が
接
近
可

能
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
明
の
挙
示
と
は
、
あ
る
存
在
者
へ
の
接

近
を
可
能
に
す
る
と
い
う
性
格
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
同
じ
ひ
と
つ
の
言
明
が
同
じ
存
在
者
を
接
近
可
能
に
す
る
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
の
存
在
者
が
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
同
様
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
言
明
が
見
さ
せ
て
い
る
の
は
、
話
題
と

な
っ
て
い
る
ハ
ン
マ
ー
で
あ
っ
て
、
ハ
ン
マ
ー
が
ど
の
よ
う
に
各
人
に
現
れ
る
か

は
各
人
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。「
こ
の
ハ
ン
マ
ー
は
重
過
ぎ
る
」
と
あ
る
人

が
言
っ
た
場
合
、
そ
の
ひ
と
に
と
っ
て
は
こ
の
ハ
ン
マ
ー
は
扱
い
づ
ら
い
道
具
と

し
て
現
れ
る
が
、
別
の
ひ
と
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
譲
っ
て
ほ
し
い
も
の
と
し
て

現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
、
第
三
の
性
格
で
あ
る
規
定
と
伝
達
は
こ
う
し
た
現
れ

方
を
制
限
す
る
方
向
へ
向
か
っ
て
い
く
。
ま
ず
規
定
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
規
定

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
特
定
の
観
点
か
ら
、
話
題
と
な
っ
て
い
る
存
在
者
を

見
え
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
「
こ
の
ハ
ン
マ
ー
は
重

い
」
と
い
う
と
き
に
は
重
さ
と
い
う
観
点
か
ら
、「
こ
の
ハ
ン
マ
ー
は
茶
色
い
」
と

言
う
時
に
は
、
色
と
言
う
観
点
か
ら
ハ
ン
マ
ー
は
挙
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
上

述
の
第
一
義
的
な
挙
示
の
例
と
は
違
っ
て
こ
の
規
定
的
言
明
の
場
合
は
、
そ
こ
で

理
解
さ
れ
る
内
容
に
大
き
な
制
限
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
基
本
的
に
い
つ

で
も
同
じ
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

第
三
の
性
格
で
あ
る
伝
達
と
は
、
第
一
、
第
二
の
性
格
に
よ
っ
て
、「
規
定
と
言

う
仕
方
で
挙
示
さ
れ
た
も
の
ご
と
を
共
同
に
見
さ
せ
る
」（SZ, S.155

）
こ
と
を

意
味
す
る
。
伝
達
に
特
化
し
た
言
明
に
お
い
て
は
、
規
定
的
言
明
の
時
以
上
に
内

容
が
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
他
者
の
話
し
て
い
る
こ
と
だ
け
を
聞

い
て
お
り
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
も
は
や
聞
く
耳
を
持
た
な
い
と

い
う
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
こ
の
ハ
ン
マ
ー
は
あ
る
有
名
な
職
人
に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
」
と
い
う
言
明
に
つ
い
て
、
他
者
は
そ
の
職
人
が
ど
の
よ
う
な

人
で
あ
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
な
く
て
も
、
世
間
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
理
解
す

る
こ
と
も
で
き
る
し
、
そ
も
そ
も
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
言
わ
れ
た
内
容

だ
け
を
伝
言
ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
伝
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
で

あ
っ
て
も
、
他
者
と
の
会
話
が
成
立
す
る
の
は
、
言
明
が
挙
示
と
し
て
話
題
と

な
っ
て
い
る
存
在
者
を
、
同
一
の
も
の
と
し
て
保
持
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
言
明
の
問
題
点
と
は
、
そ
れ
が
規
定
や
伝
達
の
機
能
を
強
く
果
た

す
と
き
に
、
言
明
を
理
解
す
る
ひ
と
に
と
っ
て
そ
の
見
方
が
制
限
さ
れ
て
し
ま

い
、
も
と
も
と
の
根
源
的
な
理
解
へ
の
接
近
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
点

に
存
す
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
積
極
的
な
意
味
で
の
言
明
が
あ
る
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
形

の
も
の
と
な
る
か
を
考
察
し
た
い
。
前
述
の
と
お
り
、
挙
示
の
根
源
的
な
意
味
は

話
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
ら
を
見
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
も
の
へ
の
接
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近
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。『
存
在
と
時
間
』
で
言
う
な
ら
ば
そ
の
対
象
は

存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
論
理
学
」
講
義
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
現
象

学
の
課
題
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
規
定
と
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
規
定
を
行
っ
て
い
る
。
ネ
ガ

テ
ィ
ヴ
な
規
定
と
は
、
諸
々
の
先
入
見
か
ら
身
を
守
る
と
い
う
課
題
で
あ
り
、
ポ

ジ
テ
ィ
ヴ
な
規
定
と
は
、
現
象
を
分
析
す
る
際
に
ど
の
よ
う
な
先
入
見
を
哲
学
の

対
象
に
持
ち
来
た
ら
す
か
を
、
哲
学
者
自
身
が
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
課
題
で
あ
る
（vgl. GA

21, S.33

）。
つ
ま
り
、
現
象
学
は
先
入
見
か
ら
身
を

守
ろ
う
と
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
自
ら
の
分
析
作
業
も
ま
た
一
つ
の
先
入
見
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
現
象
学
も
完
全
に
先
入
見
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
自
身
は
こ
れ
ま
で
の
分
析
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
象
学
的
言
明
も
ま
た
そ
れ
が
対
象
と
す
る「
何
に
つ
い
て
」を
先
行
的
に
持
っ

て
い
る
。
こ
の
「
何
に
つ
い
て
」
は
、
も
と
も
と
は
直
接
的
な
道
具
的
交
渉
の
対

象
だ
っ
た
存
在
者
が
変
容
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
存
在
者
と
は
一
つ
の

理
解
さ
れ
た
解
釈
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
、
や
は
り
こ
れ
も
一
つ
の
先
入
見

な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
言
明
の
「
何
に
つ
い
て
」
は
構
成
さ
れ
た
先
入
見
で
あ
る
。

そ
し
て
言
明
の
「
何
に
つ
い
て
」
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
理
解
の
固
定
化
を
生

み
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
規
定
や
伝
達
の
構
造
か
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
ハ
イ

デ
ガ
ー
は『
存
在
と
時
間
』の
序
論
で
ま
さ
に
こ
の
固
定
化
に
対
す
る
警
告
を
行
っ

て
い
る
。

ど
の
よ
う
に
根
源
的
な
と
こ
ろ
か
ら
汲
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
現
象
学
的
な
概

念
や
命
題
も
、
伝
達
さ
れ
た
言
明
と
い
う
形
を
と
る
と
、
変
質
す
る
可
能
性

を
帯
び
て
く
る
。（
中
略
）
根
源
的
に
「
つ
か
ん
で
い
た
」
も
の
が
固
定
化

さ
れ
て
、
つ
か
ま
れ
て
い
な
い
状
態
に
な
る
可
能
性
は
、
現
象
学
の
具
体
的

な
仕
事
の
中
に
さ
え
潜
ん
で
い
る
。（SZ S.36

）

こ
の
よ
う
に
現
象
学
的
言
明
で
あ
っ
て
も
伝
達
に
よ
っ
て
も
と
も
と
の
内
容
が

変
容
さ
れ
る
可
能
性
は
常
に
あ
る
。
そ
の
原
因
が
「
固
定
化
」
に
あ
る
と
い
っ
て

い
る
の
は
、
現
象
学
的
に
根
源
的
に
理
解
し
た
内
容
で
あ
っ
て
も
そ
の
ま
ま
所
持

し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
容
が
理
解
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は
現
象
学
的
概
念
を
絶
え
ず
「
つ
か

み
な
お
す
」
と
い
う
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
つ
か
み
な
お
し
は
、
配

慮
的
交
渉
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
は
ず

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
人
間
は
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
者

を
現
に
持
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

「
論
理
学
」
講
義
に
お
い
て
現
存
在
の
存
在
に
つ
い
て
の
言
明
は
「
告
示

（A
nzeige

）」
と
い
う
形
を
と
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
現
象
学
的
言
明
の

ひ
と
つ
の
あ
り
方
と
い
え
る
だ
ろ
う
（vgl. GA

21, S.410

）。
存
在
と
は
存
在
者

で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
内
容
的
な
規
定
を
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
単
に
そ
の

構
造
を
表
示
す
る
と
い
う
仕
方
で
示
す
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
話
題
と
な
っ
て

い
る
も
の
と
の
接
近
を
可
能
に
す
る
と
い
う
第
一
義
的
な
挙
示
の
性
格
だ
け
を
最

大
限
に
生
か
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
新
た
な
る
疑
問
が
生
ず
る
。
確
か
に
表
示
と
い
う
仕
方
で
存

在
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
他
者
は
そ
れ
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
、
眼
前
的
存
在
者
に
対
す
る
言
明
に
つ

い
て
は
、
直
接
的
に
言
わ
れ
た
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
現
存
在
に
つ

い
て
の
言
明
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
特
別
な
見
方
の
切
り
替
え
が
必
要
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
（vgl. GA

21, S.410 A
nm

.

）。
な
ぜ
な
ら
、
存
在
に
関
す
る
言

明
を
存
在
者
の
言
明
と
し
て
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
も
十
分
あ
り
う
る
か
ら
で
あ

る
。
次
節
で
は
存
在
に
関
す
る
言
明
に
つ
い
て
正
し
い
理
解
を
促
す
た
め
の
方
法

に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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４
．
情
態
性
と
語
り

他
者
の
理
解
を
促
す
語
り
と
い
う
こ
と
は
い
か
に
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。

語
り
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
『
存
在
と
時
間
』
第
三
四
節
に
お
い
て
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
語
り
の
構
成
要
素
と
し
て
、
①
語
り
の
「
何
に
つ
い
て
」
②
語
ら
れ
た

こ
と
そ
の
も
の
（das Geredete als solches

）、
③
自
ら
を
語
り
出
す
こ
と

（Sichaussprechen

）、
④
伝
達
の
四
つ
を
挙
げ
る
。
こ
の
う
ち
理
解
の
促
進
と

い
う
点
に
お
い
て
注
目
し
た
い
の
は
、
三
つ
目
の
「
自
ら
を
語
り
出
す
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
ド
イ
ツ
語
で
再
帰
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
、「
感

情
が
表
情
な
ど
の
う
ち
に
表
れ
て
い
る
」と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
自
ら
を
語
り
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
一
方
で
は
自
ら
自
身
の
態
度
の
表
明

と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
他
方
で
、
例
え
ば
抑
揚
な
ど
の
話
し
ぶ
り

に
よ
っ
て
情
態
性
、
す
な
わ
ち
感
情
的
な
も
の
が
語
ら
れ
て
い
る
そ
の
場
に
現
れ

出
る
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
こ
の
語
り
出
さ
れ
た
情
態
性
が
理
解
を
促
進

す
る
と
い
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
こ
の
ハ
ン
マ
ー

は
重
す
ぎ
る
」
と
い
う
発
言
は
自
ら
自
身
に
向
け
ら
れ
た
発
言
と
し
て
と
ら
え
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
実
際
は
こ
の
よ
う
な
発
言
を
す
る
こ
と
は
稀
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
何
も
言
葉
を
発
す
る

こ
と
は
な
く
、
新
し
い
ハ
ン
マ
ー
に
取
り
換
え
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
あ
り
う

る
状
況
と
し
て
は
、
作
業
が
一
人
で
は
な
く
、
複
数
人
で
行
わ
れ
て
い
た
と
す

る
。
そ
の
時
一
人
が
「
こ
の
ハ
ン
マ
ー
は
重
す
ぎ
る
」
と
言
明
す
る
、
そ
れ
ど
こ

ろ
か
か
な
り
強
い
口
調
で
言
葉
を
発
す
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
想
像
で
き
る
事
態

で
あ
る
。
こ
の
時
、
こ
の
言
明
は
、
他
の
誰
か
に
適
当
な
ハ
ン
マ
ー
を
持
っ
て
来

る
よ
う
に
促
す
作
用
を
持
っ
て
い
る
。
現
象
に
即
し
て
考
察
す
れ
ば
、
他
の
ひ
と

た
ち
に
と
っ
て
現
れ
た
の
は
単
な
る
重
い
ハ
ン
マ
ー
で
は
な
く
、
言
明
者
の
情
態

性
で
あ
る
。
そ
の
情
態
性
が
現
に
語
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
伴
っ
て
、
他
の
ひ
と
た

ち
の
こ
の
ハ
ン
マ
ー
に
対
す
る
理
解
が
変
容
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
に

発
見
さ
れ
た
の
は
、
言
明
者
の
道
具
連
関
全
体
に
対
し
て
適
切
に
は
ま
り
こ
ん
で

い
な
い
と
こ
ろ
の
ハ
ン
マ
ー
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
語
り
に
は
単
な
る
伝
達
だ
け

で
は
な
く
情
態
性
に
か
か
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
を
巻
き
込
む
語
り
と
い
う

こ
と
が
可
能
で
あ
る 

３

。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
黙
す
る
こ
と
も
ま
た
、『
存
在
と
時
間
』
で
主
に
使
わ

れ
て
い
る
、
不
安
に
臨
ん
だ
と
き
の
本
来
的
な
沈
黙
と
い
う
、
自
己
の
表
明
と
い

う
意
味
だ
け
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
黙
す
る
こ
と
は
自
ら
自
身
が

黙
っ
て
理
解
を
深
め
よ
う
と
す
る
側
面
と
、
対
話
の
中
で
あ
る
人
が
黙
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
全
体
の
情
態
性
に
影
響
を
与
え
、
理
解
の
方
向
性
を
変
え
る
側
面
と

が
あ
る
。
例
え
ば
、
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
い
る
中
で
一
度
黙
る
こ
と
は
、
自
ら
の

理
解
を
深
め
る
と
い
う
機
能
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
見
た
ほ
か
の
人
々
も
ま
た
、

そ
の
ひ
と
に
促
さ
れ
て
根
源
的
な
理
解
へ
と
向
か
お
う
と
す
る
き
っ
か
け
を
つ
く

る
と
い
う
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。

結
語以

上
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
現
象
学
的
言
明
の
理
解
の
可
能
性
を
こ
こ
に

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
挙
示
と
し
て
の
現
象
学

的
言
明
は
確
か
に
存
在
へ
の
接
近
の
可
能
性
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
は
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
話
題
と
な
っ
て
い
る
存
在
の
正
し
い
理
解
が
保
証
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
頽
落
的
に
生
き
て
い
る
人
間
は
そ
の
よ
う
な
現
象

学
的
言
明
で
あ
っ
て
も
、
存
在
的
な
言
明
と
し
て
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
語
り
に
は
言
明
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、
他
者
を
巻
き
込
ん

で
い
く
よ
う
な
情
態
性
に
か
か
わ
る
語
り
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
現
象
学
的
言

明
は
こ
の
二
つ
の
要
素
を
含
む
こ
と
で
存
在
の
理
解
が
可
能
に
な
る
と
い
え
る
。
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本
稿
で
は
現
象
学
的
言
明
を
言
明
と
語
り
、
情
態
性
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
た

た
め
、『
存
在
と
時
間
』
第
一
部
第
一
編
の
内
容
が
中
心
と
な
っ
た
が
、
現
象
学
的

言
明
と
本
来
的
実
存
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
第
二
編
の
本
来
性
や

時
間
性
を
視
野
に
入
れ
た
分
析
が
必
要
と
な
る 

４

。
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と

し
た
い
。

【
凡
例
】

『
存
在
と
時
間
』（M

. H
eidegger: Sein und Zeit, 19. A

ufl.

）
か
ら
の
引
用
は
略

記
号SZ

の
後
に
頁
数
を
示
す
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
全
集
か
ら
の
引
用
は
、
略
記
号GA

の
後

に
巻
号
、
頁
数
を
示
す
。
二
次
文
献
か
ら
の
引
用
は
著
者
の
名
前
の
後
に
頁
数
を
示
す
。

引
用
は
邦
訳
の
あ
る
著
作
に
つ
い
て
は
邦
訳
を
参
考
に
し
た
が
、
訳
を
変
更
し
た
も
の

も
あ
る
。
引
用
文
中
の
括
弧[　

]

は
筆
者
に
よ
る
補
足
を
示
す
。

【
註
】

１　

例
え
ばvon H

errm
ann, S.158

な
ど

２　
「
現
象
学
的
研
究
入
門
」
に
お
い
て
は
主
にReden

で
は
な
くSprechen

が
用
い
ら

れ
て
い
る
が
、Rede

と
明
確
に
区
別
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お

け
る
素
朴
な
意
味
で
の
語
り
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

３　

こ
う
し
た
他
者
の
情
態
性
に
働
き
か
け
る
語
り
に
つ
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
は
っ
き

り
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
同
時
期
の
別
の
講
義
に
お
い
て
、「
言
葉
に
よ
っ

て
現
存
在
の
被
発
見
性
、
特
に
現
存
在
の
情
態
性
が
明
白
に
さ
れ
う
る
し
、
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
現
存
在
の
あ
る
新
た
な
存
在
の
可
能
性
が
開
か
れ
る
」(GA

20, S.375)

と
述
べ
て
い
る
個
所
な
ど
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
語
り
と
情
態
性
の
関
係
性
を
重
要
視

し
て
い
た
証
拠
と
し
て
取
り
上
げ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

４　

言
明
に
関
し
て
第
二
編
で
特
に
重
要
と
な
る
の
は
第
六
九
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

日
常
的
に
行
わ
れ
る
配
慮
的
交
渉
か
ら
い
か
に
し
て
科
学
の
理
論
的
言
明
が
生
ず
る

の
か
が
述
べ
ら
れ
る
。
理
論
的
言
明
は
、
実
践
か
ら
身
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず

る
の
で
は
な
く
、
対
象
を
「
新
し
く
眺
め
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
り
、
科
学

特
有
の
見
方
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
主
題
化(T

hem
atisierung)

」
と
呼
ぶ(vgl. 

SZ, S.363)

。
現
象
学
も
ま
た
学
問
で
あ
る
か
ら
、
現
象
学
的
言
明
に
つ
い
て
は
さ
ら

に
科
学
の
存
在
理
解
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

【
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よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
多
く
の
フ
ラ
ン
ス
現
象
学
者
た
ち
は
、
フ
ッ

サ
ー
ル
現
象
学
の
理
論
的
基
盤
を
、『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
講
義
（
以
下
『
講

義
』
と
略
記
す
る
）
の
時
間
論
に
見
い
だ
し
て
い
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
も
ま
た
例
外

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、『
講
義
』
の
時
間
論
を
、
自
己
触
発
論
と
し
て
で
は
な
く
、

自
己
お
よ
び
他
な
る
も
の
へ
関
わ
る
志
向
的
意
識
の
根
源
的
な
あ
り
様
の
分
析
と

し
て
読
解
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
こ
そ
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
通
時
的
に
見
る
と
、
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
が
フ
ッ
サ
ー
ル
時
間
論
に
表
立
っ
た
解
釈
を
与
え
る
の
は
、
一
九
四
〇

年
発
表
の
論
文
「
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
業
績
」
が
初
め
て
で
あ
り
、
そ

こ
で
は
意
識
の
自
己
現
前
の
解
明
と
い
う
視
点
か
ら
『
講
義
』
が
検
討
さ
れ
る
。

つ
い
で
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
意
識
と
世
界
の
基
底

的
な
関
係
で
あ
る
感
性
の
解
明
と
い
う
視
点
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
時
間
論
に
取
り
組

む
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
視
角
の
変
化
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
背
後
に
あ
っ

て
読
解
を
導
い
て
い
る
問
い
は
変
わ
ら
な
い
。レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー

ル
に
お
い
て
意
識
の
志
向
性
の
根
本
性
格
は
意
味
付
与
に
よ
る
同
一
化
総
合
に
あ

り
、
そ
の
結
果
と
し
て
現
象
学
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
超
越
が
意
識
の
内
在
の
現

在
を
通
じ
て
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
こ
れ
は
四
〇
年
の
論
文
に
お
い
て
す
で

に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
つ
か
み
取
り
、
以
後
も
堅
持
し
て
い
く
理
解
で
あ
る
）。
そ
れ
で

は
、
こ
の
意
識
の
現
在
そ
れ
自
体
は
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
の
か
。
意
識
の
現

在
は
ど
の
よ
う
な
志
向
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
こ
に
他
な
る
も
の
は
ど
う
関

わ
る
の
か
。
こ
う
し
た
問
い
の
も
と
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
フ
ッ
サ
ー
ル
時
間
論
を

読
解
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
意
識
の
現
在
は
意
識
の
自
己
現
前
、
す
な

わ
ち
絶
対
的
意
識
の
流
れ
と
し
て
の
現
象
学
的
時
間
で
も
あ
る
よ
う
な
、「
内
的
時

間
意
識
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
」
自
己
意
識
だ
か
ら
で
あ
る
（ED

E41

）。
し
か
し

こ
の
問
い
は
ま
た
、
意
識
が
反
省
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
超
越
論
的
経
験
を
志
向

的
に
分
析
、
記
述
す
る
現
象
学
的
探
究
の
可
能
性
と
射
程
を
め
ぐ
る
問
い
で
も
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
『
講
義
』
解
釈
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
が
み
ず
か
ら
の
思
考
が
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
忠
実
で
あ
る
と
度
々
主
張
す

る
と
き
（cf. T

I X
V

I, A
E230

）、
何
を
意
図
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
の
極
め
て
有
力
な
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
問
題
関
心
の
も
と
、

本
稿
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
フ
ッ
サ
ー
ル
時
間
論
解
釈
を
検
討
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に

と
っ
て
の
現
象
学
的
記
述
の
射
程
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

一　

原
印
象
と
把
持
の
区
別
と
連
関
―
―
現
在
の
内
部
の
隔
た
り

　

ま
ず
は
一
九
四
〇
年
の
論
文
に
拠
り
な
が
ら
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
時
間
構

引
き
裂
か
れ
た
現
在

―
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
フ
ッ
サ
ー
ル
『
内
的
時
間
意
識
』
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

―
平

岡
　

紘
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成
の
解
釈
を
再
構
成
し
よ
う 

⑴

。
現
在
の
構
成
は
、
そ
の
根
源
と
し
て
の
原
印

象
に
遡
る
。
原
印
象
は
、
持
続
す
る
対
象
の
知
覚
の
「
源
泉
点
」⑵
で
あ
る
と
同

時
に
、「
あ
ら
ゆ
る
意
識
の
根
源
」（ED

E41

）
で
も
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ

ば
、
原
印
象
と
は
「
意
識
の
固
有
の
自
発
性
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
も
の
に
対
立

す
る
受
容
さ
れ
た
も
の
」⑶
で
あ
る
。
し
か
し
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
根

源
的
な
受
動
性
は
同
時
に
、
最
初
の
自
発
性
で
も
あ
る
」（ED

E41

）。
な
ぜ
な

ら
、
原
印
象
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
意
識
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、「
最
初
の
志
向

性
」
に
よ
っ
て
「
現
在
」
と
し
て
構
成
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（ED

E41

）。

こ
の
「
最
初
の
志
向
性
」
と
い
う
表
現
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
考
え
て
い
る
の
は
、

た
っ
た
今
過
ぎ
去
っ
た
原
印
象
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
保
持
す
る
把
持

（Retention

）
の
二
重
の
志
向
性
で
あ
る
。
例
え
ば
私
た
ち
が
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
聴

く
と
き
、「
現
在
は
変
様
し
、
そ
の
鋭
さ
と
顕
在
性
を
失
い
、
そ
れ
に
置
き
換
わ
る

新
し
い
現
在
に
よ
っ
て
把
持
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
今
度
は
こ
の
新
し
い

現
在
が
後
退
し
、
新
し
い
把
持
に
お
い
て
さ
ら
に
新
し
い
現
在
に
結
び
つ
け
ら
れ

て
残
る
」（ED

E41

）。
こ
う
し
た
流
れ
に
お
い
て
、
一
方
で
は
、「
横
の
志
向
性
」

に
よ
っ
て
意
識
は
対
象
（
メ
ロ
デ
ィ
ー
）
の
流
れ
去
っ
た
持
続
を
把
持
し
て
対
象

を
そ
れ
と
し
て
構
成
し
、
他
方
で
は
、「
縦
の
志
向
性
」
に
よ
っ
て
意
識
は
あ
ら
ゆ

る
瞬
間
に
お
い
て
、
全
て
の
先
行
す
る
把
持
（
全
て
の
流
れ
去
っ
た
原
印
象
）
を

把
持
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
的
意
識
の
流
れ
が
構
成
さ
れ
る
と
同
時

に
、
こ
の
流
れ
が
み
ず
か
ら
に
対
し
て
現
出
す
る 

⑷

。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
見
る
と

こ
ろ
で
は
、
原
印
象
は
こ
う
し
て
、
把
持
と
い
う
二
重
の
「
最
初
の
志
向
性
」
に

よ
っ
て
意
識
の
「
現
在
」
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
現
象
学
的
時
間
と
は
、
現
在
の

「
更
新
」
な
の
で
あ
る
（ED

E41

）。

こ
の
よ
う
な
解
釈
を
理
解
す
る
た
め
に
注
目
す
べ
き
点
は
ま
ず
、
原
印
象
と
把

持
の
関
係
で
あ
る 

⑸

。
Ｒ
・
ベ
ル
ネ
に
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
一
方
で
は
顕

在
的
な
原
印
象
の
優
位
を
保
証
し
よ
う
と
す
る
が
、
他
方
で
は
原
印
象
の
現
在

は
、
事
後
的
に
、
先
行
す
る
諸
々
の
把
持
的
間
隔
の
限
界
と
し
て
の
現
在
と
な
る

た
め
に
把
持
を
必
要
と
す
る 

⑹

。
こ
の
問
題
に
関
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
態
度
は
、

第
二
点
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
つ
ね
に
、
原

印
象
と
把
持
は
相
互
に
切
り
離
し
え
な
い
と
主
張
す
る
。
よ
り
精
確
に
言
え
ば
、

Ｌ
・
テ
ン
ゲ
イ
が
正
当
に
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
原
印
象
と

把
持
を
現
在
の
中
で
区
別
す
る
と
と
も
に
、
両
者
が
現
在
の
中
に
共
属
し
て
い
る

と
主
張
す
る
の
で
あ
る 

⑺

。
現
在
が
構
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
原
印
象
が
過
ぎ

去
っ
て
新
し
い
原
印
象
が
到
来
し
、
前
者
の
原
印
象
が
た
っ
た
今
過
ぎ
去
っ
た
も

の
と
し
て
把
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
把
持
の
志
向
性
に
よ
っ
て
の
み
、
原

印
象
は
現
在
と
し
て
意
識
に
現
れ
る
。
つ
ま
り
、
原
印
象
と
、
た
っ
た
今
過
ぎ

去
っ
て
把
持
さ
れ
て
い
る
原
印
象
と
が
、
互
い
に
区
別
さ
れ
つ
つ
意
識
の
現
在
に

共
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
の
ち
に
「
位
相
差déphasage

」
や
「
隔
時
性diachronie

」

と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
も
の
が
、
一
九
四
〇
年
の
論
文
に
お
い
て
す
で
に
素
描
さ
れ

て
い
る
。
六
五
年
発
表
の
論
文
「
志
向
性
と
感
覚
」
は
、
原
印
象
と
把
持
の
現
在

へ
の
共
属
を
現
在
の
内
部
で
の
「
原
印
象
の
隔
た
り
」（ED

E154

）
と
し
て
と
ら

え
る
。
原
印
象
は
強
い
意
味
で
の
今
、「
際
立
っ
た
、
生
き
生
き
し
た
、
絶
対
的
に

新
し
い
瞬
間
」（ED

E153

）
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
意
識
と
意
識
さ
れ
て
い
る
も
の

が
厳
密
に
同
時
で
あ
る
（ED

E155

）。
し
か
し
、
こ
の
強
い
意
味
で
の
今
、
原

印
象
は
そ
の
も
の
と
し
て
は
意
識
に
現
出
し
な
い
。
原
印
象
が
現
在
と
し
て
意
識

さ
れ
る
た
め
に
は
、
原
印
象
は
自
分
自
身
か
ら
す
で
に
隔
た
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ら
な
い

0

0

0

。「
原
印
象
の
隔
た
り
―
―
そ
れ
は
位
相
差
の
隔
た
り
の
、
そ
れ
自
体
と

し
て
最
初
の
出
来
事
で
あ
る
」（ED

E154

）。
こ
の
隔
た
り
を
と
ら
え
る
「
把
持

の
時
間
的
変
様
に
よ
っ
て
」、
原
印
象
は
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（ED

E156

）。



163 引き裂かれた現在

つ
ま
り
、
原
印
象
が
過
ぎ
去
り
把
持
さ
れ
る
こ
と
で
現
在
と
し
て
構
成
さ
れ
る
の

だ
が
、
こ
の
過
ぎ
去
り
は
、
現
在
と
過
去
の
間
の
隔
た
り
で
は
な
く
、
現
在
の
内

部
で
の
、
原
印
象
と
、
た
っ
た
今
過
ぎ
去
っ
て
把
持
さ
れ
て
い
る
原
印
象
と
の
間

の
隔
た
り
な
の
で
あ
り
、
こ
の
隔
た
り
を
そ
の
内
部
に
含
み
こ
む
仕
方
で
現
在
は

構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
意
識
の
現
在
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
、
原

印
象
と
把
持
さ
れ
て
い
る
原
印
象
と
の
間
の
隔
た
り
（écart

）
を
含
ん
で
い
る
。

こ
の
意
味
で
か
か
る
現
在
を
引
き
裂
か
れ
た
現
在
（le présent écartelé

）
と

呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ベ
ル
ネ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
解
釈
を
デ
リ
ダ
の
そ
れ
に

近
づ
け
る
こ
と
は
容
易
い 

⑻

。
実
際
デ
リ
ダ
は
『
講
義
』
か
ら
「
原
印
象
と
把

持
に
共
通
の
根
源
性
の
領
野
に
お
け
る
今
と
非
‐
今
、
知
覚
と
非
‐
知
覚
の
連
続

性
」⑼
を
引
き
出
す
が
、
そ
こ
で
眼
目
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
し
た
が
っ
て
現
在

は
今
と
非
‐
今
の
根
源
的
な
絡
み
合
い
の
帰
結
と
し
て
現
れ
る
」⑽
と
い
う
こ
と

を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
絡
み
合
い
を
「
差
延
」
の
概
念
が
指
示
す
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
解
釈
に
お
い
て
賭
け
ら
れ
て
い
る
事
柄
を
理
解

す
る
た
め
に
は
、
Ｙ
・
ピ
カ
ー
ル
が
提
示
し
た
『
講
義
』
の
「
弁
証
法
的
」
読
解

と
対
照
す
る
こ
と
が
よ
り
重
要
で
あ
る
。
一
九
四
一
年
に
執
筆
さ
れ
、
四
六
年
に

死
後
出
版
さ
れ
た
ピ
カ
ー
ル
の
論
文
「
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
時

間
」⑾
は
、
デ
リ
ダ
の
解
釈
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た 

⑿

。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自

身
も
六
五
年
の
論
文
に
お
い
て
こ
の
論
考
に
言
及
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
時
間
論
の
功

績
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い
る
（ED

E156, n. 2

）。

ピ
カ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
原
印
象
と
把
持
の
弁
証
法
的
関
係
と
は
以
下
の
こ
と
を

意
味
す
る
。「
意
味
を
欠
い
た
今
」
す
な
わ
ち
原
印
象
は
、「
今
で
あ
る
こ
と
を
止

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
つ
ま
り
厳
密
に
連
続
的
な
仕
方
で
先
行
す
る
諸
瞬
間

と
結
び
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
み
ず
か
ら
に
対
し
て
今
と
し
て
開
示
さ
れ

る
」。
他
方
こ
れ
ら
先
行
す
る
諸
瞬
間
は
、
今（
原
印
象
）と
の「
こ
の
関
係
に
よ
っ

て
・
こ
の
関
係
の
な
か
で
の
み
、
先
行
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
る
」。
し
た
が
っ

て
、「
原
印
象
は
、
把
持
に
対
し
て
・
把
持
に
よ
っ
て
の
み
意
味
を
も
ち
、
把
持

は
、
原
印
象
に
対
し
て
・
原
印
象
に
よ
っ
て
の
み
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
」⒀
。

こ
こ
か
ら
ピ
カ
ー
ル
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
理
解
を
以
下
の
よ
う
に
特
徴
づ
け

る
。「
能
動
性
と
受
動
性
の
、
持
続
性
と
継
起
の
、
必
然
性
と
偶
然
性
の
、
自
由

と
執
着
の
、
つ
ね
に
再
開
さ
れ
る
創
造
的
総
合
、
そ
れ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
で

あ
る
」⒁
。
ピ
カ
ー
ル
の
理
解
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
そ
れ
に
極
め
て
近
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
も
ピ
カ
ー
ル
に
と
っ
て
も
、
意
識
の
現

在
は
、
原
印
象
の
受
動
性
と
把
持
の
志
向
性
の
能
動
性
と
の
総
合
に
よ
っ
て
成
り

立
つ
。
こ
う
し
た
「
弁
証
法
的
」
解
釈
を
念
頭
に
置
い
て
で
あ
ろ
う
、
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
は
一
九
五
九
年
発
表
の
論
文
「
現
象
学
的
『
技
術
』
に
つ
い
て
の
反
省
」
に
お

い
て
、
原
印
象
を
「
今0

の
生
起
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
巻
き
込
み
と
離
脱
の
弁
証
法

で
あ
り
、
そ
こ
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
印
象
の
受
動
性
と
同
時
に
主
観
の
能
動
性
を
区

別
す
る
」（ED

E119

）
と
特
徴
づ
け
て
い
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
ピ
カ
ー
ル
的
な
読

解
の
道
を
切
り
開
い
た
、
と
確
か
さ
を
も
っ
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い 

⒂

。
と

は
言
え
、
一
九
四
〇
年
の
論
文
に
お
い
て
す
で
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
解
釈
が
ピ
カ
ー

ル
の
そ
れ
と
同
じ
方
向
へ
進
ん
で
い
た
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

二　

意
識
の
自
己
現
前
―
―
み
ず
か
ら
の
根
源
と
合
致
す
る
力
能

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
現
在
の
構
造
か
ら
何
を
読
み
と
る
か
に
つ
い
て
、
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
は
ピ
カ
ー
ル
に
対
し
て
、
興
味
深
い
近
さ
と
遠
さ
を
示
す
。
ピ
カ
ー
ル

は
、
上
記
の
よ
う
な
時
間
の
弁
証
法
的
観
念
か
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
現
在

0

0

の
視
点

0

0

0

と
未
来
の
優
位

0

0

0

0

0

を
引
き
出
す
。
ピ
カ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
慧

眼
は
、
時
間
の
構
成
に
お
い
て
「
現
在
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
の
条
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件
を
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」⒃
と
考
え
た
点
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に

「
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
未
来
の
優
位
が
あ
る
」⒄
。「
フ
ッ
サ
ー
ル
の

未
来
は
終
わ
り
な
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ね
に
現
在
か
ら
見
ら
れ
て
お
り
、

現
在
は
つ
ね
に
生
ま
れ
変
わ
る
。だ
か
ら
つ
ね
に
意
識
に
と
っ
て
未
‐
来
が
あ
り
、

意
識
は
決
し
て
完
了
せ
ず
、
真
理
を
全
面
的
に
所
有
す
る
に
は
至
ら
な
い
の
で
あ

る
」⒅
。
現
在
の
視
点
を
際
立
た
せ
る
こ
と
が
未
来
の
優
位
を
導
く
と
い
う
、
ピ

カ
ー
ル
が
引
き
出
し
た
こ
の
時
間
理
解
は
、
た
だ
ち
に
、『
全
体
性
と
無
限
』
ま
で

の
時
期
に
提
示
さ
れ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
時
間
論
を
想
い
起
こ
さ
せ
る
。例
え
ば『
時

間
と
他
な
る
も
の
』
は
、「
私
」
を
引
き
裂
か
れ
た
現
在
に
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
と
し

て
規
定
す
る
こ
と
が
、
他
者
（
女
性
な
い
し
子
）
と
い
う
予
見
不
可
能
な
未
来
を

導
く
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

と
は
言
え
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
内
的
時
間
意
識
分
析
そ
の
も
の
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

が
未
来
の
優
位
を
見
い
だ
す
こ
と
は
な
い
。
す
で
に
本
稿
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
関
心
は
、
引
き
裂
か
れ
た
現
在
の
構
造
に
意
識
の
自
己
現
前

0

0

0

0

0

0

0

の
構

造
を
見
い
だ
す
こ
と
に
あ
る
。
原
印
象
と
把
持
さ
れ
て
い
る
原
印
象
の
隔
た
り

は
、
現
在
の
内
部
に
お
い
て
原
印
象
が
自
分
自
身
か
ら
隔
た
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
次
節
で
も
見
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
構
造
化
さ
れ
た
現
在
が
意
識
の

自
己
現
前
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
根
源
的
な
自
己
意
識
に
お
い
て
、
意
識
は
最

小
の
時
間
的
隔
た
り
を
介
し
て
み
ず
か
ら
と
合
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
。
こ
れ
は
、
意
識
の
自
己
現
前
は
非
現
前
・
非
合
致
を
内
包
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
意
識
に
と
っ
て
、
み
ず
か
ら
か
ら
時
間
的
に
隔
た
る

こ
と
が
、
み
ず
か
ら
に
現
前
す
る
こ
と
、
み
ず
か
ら
と
合
致
す
る
こ
と
な
の
で
あ

る
。
原
印
象
そ
の
も
の
が
意
識
に
現
出
し
な
い
よ
う
に
、
み
ず
か
ら
と
隔
た
る
こ

と
な
し
に
意
識
は
み
ず
か
ら
に
現
前
し
な
い
。
現
在
が
内
包
す
る
原
印
象
の
隔
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

り
は

0

0

、
そ
の
自
己
現
前
に
お
い
て
意
識
が
自
分
自
身
と
合
致
す
る
こ
と
そ
れ
自
体

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

な
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

。

一
九
四
〇
年
の
論
文
は
こ
の
よ
う
な
自
己
意
識
を
、
論
理
学
的
作
用
と
同
様
の

知
的
作
用
と
と
ら
え
る
。
た
し
か
に
現
在
の
引
き
裂
か
れ
た
構
造
は
意
識
に
対
す

る
原
印
象
の
他
性
を
含
意
し
、
把
持
は
客
観
化
作
用
と
は
異
な
る
「
特
殊
な
志

向
性
」⒆
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
把
持
は
志
向
な
の
で
あ
り
、「
瞬
間
が

沈
み
込
ん
で
い
く
〔
中
略
〕
過
去
の
縁
に
お
い
て
自
分
が
把
持
す
る
こ
の
瞬
間

を
、
何
が
し
か
の
仕
方
で
思
考
し
、
明
証
に
よ
っ
て
同
一
化
す
る
」（ED

E41

）。

こ
の
意
味
で
、
内
的
時
間
意
識
の
水
準
に
お
い
て
も
意
識
の
志
向
性
は
知
的
な

も
の
で
あ
る
。「
自
己
意
識
は
、
意
識
が
み
ず
か
ら
の
行
使
を
単
に
確
認
す
る
こ

と
以
上
の
も
の
と
し
て
、
知
解
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
光
で
あ
り
自
由
で
あ
る
」

（ED
E41

）。

こ
の
よ
う
に
、
Ｆ
‐
Ｄ
・
セ
バ
ー
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ

て
現
象
学
的
時
間
の
構
成
は
「
志
向
性
が
原
印
象
を
飼
い
馴
ら
す
」
過
程
に
他
な

ら
な
い 

⒇

。
ア
ン
リ
は
こ
の
過
程
に
、
生
が
み
ず
か
ら
に
対
し
て
残
り
な
く
現

前
す
る
自
己
触
発
と
し
て
の
印
象
が
失
わ
れ
て
い
く
様
を
見
と
が
め
る 

�

。
こ

れ
に
対
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
ま
さ
に
こ
の
過
程
に
、
自
己
現
前
で
あ
る
現
在
に
お

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い
て

0

0

、
原
印
象
と
い
う
み
ず
か
ら
の
根
源
を
回
収
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
れ
と
合
致
す
る
意
識
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

力
能

0

0

を
見
い
だ
す
。
実
際
、「『
自
我
』
と
内
的
時
間
の
構
成
と
の
諸
分
析
は
構
成

の
分
析
、
つ
ま
り
主
観
が
自
分
自
身
に
対
し
て
、
自
分
の
過
去
に
対
し
て
さ
え
有

す
る
力
能
の
分
析
で
あ
り
続
け
る
」（ED

E39

）。
時
間
が
意
識
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
時
間
は
精
神
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
そ

こ
で
精
神
が
踏
み
越
え
ら
れ
て
し
ま
い
う
る
一
つ
の
歴
史
の
な
か
に
精
神
を
巻
き

込
む
こ
と
が
な
い
」（ED

E42

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
意
識
は
時
間
に
よ
っ
て

押
し
流
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
み
ず
か
ら
か
ら
時
間
的
に
隔
た

る
こ
と
こ
そ
が
み
ず
か
ら
を
意
識
す
る
こ
と
、
み
ず
か
ら
と
合
致
す
る
こ
と
を
達



165 引き裂かれた現在

成
す
る
。の
ち
の
テ
ク
ス
ト
の
言
葉
で
言
い
換
え
れ
ば
、
意
識
の
自
己
現
前
と
は
、

意
識
が
「
老
い
」
す
な
わ
ち
不
可
避
的
に
自
分
自
身
か
ら
隔
た
っ
て
、
か
く
て
失

わ
れ
た
み
ず
か
ら
の
根
源
つ
ま
り
「
失
わ
れ
た
時
間
」
を
「
求
め
る
こ
と
」
な
の

で
あ
る
（ED

E156
）。
意
識
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
時
間
は
だ
か
ら
、「
回
収
可

能
な
時
間
」、「
何
も
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
時
間
」
で
あ
る
（A

E41

）�
。
意
識

の
自
己
現
前
と
は
、
意
識
が
有
す
る
、
み
ず
か
ら
の
根
源
と
合
致
す
る
力
能
の
発

現
な
の
で
あ
る
。

意
識
が
み
ず
か
ら
の
根
源
と
合
致
す
る
力
能
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、「
私
」
が
み

ず
か
ら
の
超
越
論
的
経
験
を
分
析
す
る
現
象
学
的
研
究
が
、
さ
ら
に
内
的
時
間
意

識
の
現
象
学
的
分
析
さ
え
も
が
可
能
と
な
る
。
実
際
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
一
九
四
九

年
の
論
文
「
記
述
か
ら
実
存
へ
」
に
お
い
て
、
現
象
学
的
記
述
が
「
根
源
と
の
合0

致0

」（ED
E96

）
に
存
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
も
「
こ
の
根
源
は
記
述
の
外

で
は
語
ら
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
」（ED

E96-97

）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
根

源
は
現
象
学
的
に
記
述
さ
れ
る
限
り
で
根
源
と
し
て
発
見
さ
れ
る
。
論
理
学
の
諸

概
念
の
根
源
で
あ
る
諸
体
験
を
記
述
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
諸
概
念
の
根
源
と
合

致
す
る
こ
と
に
等
し
い
。
同
様
に
原
印
象
は
、
原
印
象
を
把
持
す
る
意
識
の
自
己

現
前
が
現
象
学
的
に
記
述
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
識
の
根
源
と
し
て
露
呈
さ
れ

る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
現
象
学
的
記
述
を
遂
行
す
る
「
私
」
が
自
分
自
身
の
根
源

と
合
致
す
る
と
い
う
営
為
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

三　

現
象
学
的
記
述
と
い
う
存
在
論
的
出
来
事

私
た
ち
は
今
し
が
た
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
把
持
の
志
向
性
を
知
的
な
も
の
と
し

て
と
ら
え
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
し
か
し
こ
の
志
向
性
は
、
意
識
の
根
源
的
な
自

己
関
係
に
関
わ
る
が
ゆ
え
に
、
客
観
化
作
用
に
は
還
元
さ
れ
な
い
特
殊
な
性
格
を

も
っ
て
い
る
。
実
際
、『
全
体
性
と
無
限
』
の
時
期
に
発
表
さ
れ
『
実
存
の
発
見
』

第
二
版
の
第
二
部
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
一
連
の
論
文
に
お
い
て
、
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
は
、
感
性
固
有
の
志
向
性
の
記
述
と
い
う
観
点
か
ら
、
原
印
象
が
具
体
的
に

達
成
さ
れ
る
状
況
の
一
つ
と
し
て
内
的
時
間
意
識
に
よ
る
時
間
構
成
を
と
り
あ
げ
、

把
持
の
志
向
性
の
特
殊
性
を
前
景
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が

感
性
固
有
の
志
向
性
を
ど
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
か
、
素
描
し
て
お
こ
う
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
原
印
象
と
把
持
と
同
様
に
、「
感
覚
す
る
こ
とle sentir

」

と
「
感
覚
さ
れ
る
も
のle senti

」
と
を
区
別
し
、
か
つ
同
時
に
両
者
が
「
感
覚

sensation

」
に
共
属
し
て
い
る
こ
と
を
肯
定
す
る
。
一
方
で
、
感
覚
す
る
こ
と
は
、

感
覚
内
容
か
ら
区
別
さ
れ
こ
れ
を「
意
識
」（ED

E140

）す
る
と
い
う
意
味
で
、「
一

つ
の
志
向
性
」（ED

E153

）
で
あ
る
。
他
方
で
、
こ
の
感
覚
内
容
は
ま
た
感
覚
さ

れ
る
自
己
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
感
覚
す
る
こ
と
は
自
分
自
身
を
も
感
覚
し
、
そ

の
こ
と
で
感
覚
さ
れ
る
自
己
と
「
合
致
」
す
る
か
ら
で
あ
る
（ED

E140

）。
つ
ま

り
最
も
深
い
感
性
は
、「
自
分
と
は
他
な
る
も
の

0

0

0

0

0

」（ED
E142

）
と
の
根
源
的
な
関

係
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
分
と
の
合
致
と
い
う
形
で
の
根
源
的
な
「
自
己
と
自
己

の
間
の
関
係
」（ED

140

）
で
も
あ
る
の
だ 

�

。
こ
の
よ
う
な
感
性
固
有
の
志
向

性
は
、「
あ
ら
ゆ
る
内
容
と
み
ず
か
ら
を
、
諸
対
象
と
の
関
係
に
お
い
て
で
は
な
く

み
ず
か
ら

0

0

0

0

と
の
関
係
に
お
い
て
位
置
づ
け
る

0

0

0

0

0

」（ED
E119

）
と
い
う
仕
方
で
具
体

的
に
達
成
さ
れ
る
。
感
性
は
時
間
と
空
間
と
い
う
「
状
況situation

の
ゼ
ロ

0

0

点
で

あ
り
、
み
ず
か
ら
を
位
置
づ
け
る
こ
とse situer

の
根
源
」（ED

E119

）
で
あ
る
。

固
有
の
意
味
で
の
感
覚
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
感
覚
内
容
を
み
ず
か
ら
と
の
関
係
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

お
い
て
位
置
づ
け
る
と
同
時
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
感
覚
内
容
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
状
況
の
中
心
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

自
分
自
身
を
位
置
づ
け
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
存
す
る
の
で
あ
る
。
感
性
は
、
諸
々
の
感
覚
内

容
を
（
統
握
の
よ
う
に
対
象
に
関
係
づ
け
る
の
で
は
な
く
）
自
分
自
身
と
の
関
係

に
お
い
て
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
自
分
自
身
を
も
位
置
づ
け
る
。
か
く
し
て
描
か

れ
る
の
が
、
感
性
が
そ
の
「
ゼ
ロ

0

0

点
」（
す
な
わ
ち
「
こ
こ

0

0

と
い
ま

0

0

」（ED
E118

））
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と
し
て
み
ず
か
ら
を
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
こ
の
中
心
を
起
点
と
し
て
諸
感
覚

内
容
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
根
源
的
な
時
空
間
的
状
況
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
感
性
と
し
て
の
内
的
時
間
意
識
は
、
根
源
的
な
時
間
的
状
況
す
な

わ
ち
現
在
を
描
き
と
る
。
感
性
が
達
成
す
る
自
己
関
係
は
、「
感
覚
す
る
こ
と
と
感

覚
さ
れ
る
も
の
の
間
の
最
小
の
隔
た
り
」
を
含
む
が
、
そ
れ
は
「
ま
さ
し
く
時
間

的
な
隔
た
り
」
で
あ
る
（ED

E153

）。
感
覚
す
る
こ
と
は
こ
の
よ
う
に
、
感
覚
さ

れ
る
も
の
と
の
時
間
的
隔
た
り
を
確
認
す
る
と
同
時
に
こ
の
隔
た
り
そ
の
も
の
で

あ
る
。
こ
の
意
味
で
「
時
間
と
は
感
覚
の
感
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
」（ED

E153

）。

言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
時
間
的
隔
た
り
（
原
印
象
の
隔
た
り
）
の
背
後
に
あ
っ
て
、

も
う
一
つ
の
時
間
を
基
準
と
し
て
こ
の
隔
た
り
を
確
認
す
る
よ
う
な
意
識
は
な
い

の
だ
か
ら
、
把
持
は
、
隔
た
り
を
思
念
す
る
志
向
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
隔
た

り
そ
の
も
の
で
あ
る
。「
隔
た
り
を
確
認
す
る
視
線
は
、
こ
の
隔
た
り
そ
の
も
の

で
あ
る
」（ED

E154

）。
つ
ま
り
「
意
識
す
る
こ
と
の
〈
あ
と
か
ら

0

0

0

0

〉
は
、
時
間

の
〈
あ
と

0

0

〉
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
」（ED

E154

）。
こ
こ
に
、
客
観
化
作
用
に

対
す
る
把
持
の
志
向
性
の
特
殊
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
把
持
に
お
い
て
は
、「
思0

念
と
出
来
事
が
一
致
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（ED
E153

）
の
で
あ
る
。「
時
間
意
識
は
、
時
間
に

つ
い
て
の
反
省
で
は
な
く
、
時
間
化
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
」（ED

E154

）。C

草
稿
で
「
時
間
化
す
る
も
の
そ
れ
自
身
が
時
間
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
み
存
在

す
る
自
己
時
間
化
」
と
呼
ば
れ
る
事
態
に
他
な
ら
な
い 

�

。

内
的
時
間
意
識
の
分
析
は
か
く
し
て
、
現
象
学
的
記
述
の
も
つ
存
在
論
的
射
程

を
あ
か
す
。
時
間
の
根
源
的
な
経
験
と
は
、
時
間
の
時
間
化
そ
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
す
で
に
触
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
の
時
間
の
根
源
的
な
経
験
は
、

現
象
学
的
記
述
に
よ
っ
て
の
み
開
示
さ
れ
、
そ
の
外
に
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

時
間
の
根
源
を
現
象
学
的
に
記
述
す
る
こ
と
は
、
時
間
の
始
ま
り
、
つ
ま
り
時
間

が
時
間
と
し
て
成
立
す
る
存
在
論
的
出
来
事
と
混
じ
り
合
う
。
こ
れ
が
、
記
述
が

根
源
と
合
致
す
る
こ
と
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
の
奥
深
い
意
味
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
の
目
か
ら
見
る
と
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
内
的
時
間
意
識
の
分
析
は
、
時
間
の
根

源
を
単
に
記
述
す
る
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
生
き
ら
れ
る
時
間
が
引
き
裂
か
れ

た
現
在
と
し
て
成
り
立
つ
存
在
論
的
出
来
事
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る 

�

。
経
験

を
現
象
学
的
に
記
述
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
そ
の
相
関
者
の
始
ま
り
に
立
ち
戻
り
、

こ
の
始
ま
り
を
改
め
て
生
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

結
びレ

ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
時
間
論
の
解
釈
か
ら
私
た
ち
が
引
き
出
し
た

の
は
第
一
に
、
こ
の
時
間
論
が
、
意
識
が
有
す
る
み
ず
か
ら
の
根
源
と
合
致
す
る

力
能
を
あ
か
す
こ
と
で
、
意
識
に
よ
る
意
識
の
研
究
と
し
て
の
現
象
学
的
探
究
の

可
能
性
を
根
拠
づ
け
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
第
二
に
、
現
象
学
的
記
述
の
存
在

論
的
射
程
を
あ
か
す
も
の
と
し
て
、
こ
の
時
間
論
が
、
経
験
を
記
述
す
る
営
み
が

そ
の
経
験
の
根
源
的
な
姿
を
改
め
て
生
き
る
こ
と
と
合
致
す
る
こ
と
を
示
す
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
の
は
、
現
象
学
を
遂
行
す
る
「
私
」
は
、

み
ず
か
ら
の
経
験
の
遂
行
を
そ
の
現
在
性
に
お
い
て
そ
れ
自
体
と
し
て
記
述
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
確
信
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
み
ず
か
ら
の
生
の
根

源
的
な
姿
を
分
析
・
記
述
の
現
在
に
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
確
信
で
あ

る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
現
象
学
的
分
析
・
記
述
は
、「
私
」
が
「
私
」
の
経

験
の
根
源
的
な
有
り
様
を
露
呈
す
る
方
法
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
獲
得
さ
れ
た
視
座
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
第
一
主
著『
全
体
性
と
無
限
』

を
理
解
す
る
こ
と
に
も
寄
与
す
る
。
実
際
、
同
書
第
二
部
で
展
開
さ
れ
る「
享
受
」

論
は
、
上
で
述
べ
た
、
状
況
の
根
源
と
し
て
の
感
性
の
記
述
を
生
と
そ
の
糧
と
い

う
観
点
か
ら
再
定
式
化
し
、
根
源
的
な
時
空
間
的
状
況
が
現
在
と
「
こ
こ
」
と
し

て
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
享
受
の
記
述
は
、
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す
ぐ
れ
て
現
象
学
的
な
記
述
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
そ
う
主
張

す
る
よ
う
に
『
全
体
性
と
無
限
』
全
体
が
現
象
学
的
記
述
で
あ
る
な
ら
ば
、「
住
ま

い
」
に
始
ま
り
「
多
産
性
」
に
終
わ
る
一
連
の
経
験
を
、「
私
」
の
生
の
根
源
的
な

有
り
様
を
形
作
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て

同
書
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
な
り
に
受
け
継
ぎ
発

展
さ
せ
た
も
の
と
し
て
読
解
す
る
道
が
開
か
れ
て
く
る 

�

。
以
上
の
見
通
し
を

指
摘
し
て
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

本
稿
はJSPS

特
別
研
究
員
奨
励
費
（
課
題
番
号
：16J06501

）
の
助
成
を
受

け
た
も
の
で
あ
る
。

凡
例

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
著
作
へ
の
参
照
は
、
以
下
の
略
号
と
頁
数
で
示
す
。

T
I 

T
otalité et infini. E

ssai sur l

’extériorité [1961], M
artinus N

ijhoff, 
1984.

ED
E 

E
n découvrant l

’existence avec H
usserl et H

eidegger [1949], 2
e éd., 

V
rin, 1967.

A
E 

A
utrem

ent qu

’être ou au-delà de l

’essence, K
luw

er A
cadem

ic, 1974.

註⑴　

こ
れ
ま
で
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
研
究
で
は
、
一
九
四
〇
年
の
論
文
で
の
『
講
義
』
読
解

に
つ
い
て
は
本
格
的
な
検
討
が
さ
れ
て
い
な
い
。
簡
単
な
整
理
と
し
て
以
下
が
あ
る
。

J.-F. Courtine, Levinas. La tram
e logique de l

’être, H
erm

ann, 2012, p. 74-
77.

⑵　

E
. H

usserl, Zur P
hänom

enologie des inneren Zeitbew
usstseins, m

it 

einer Einleitung hrsg. von R. Bernet, Felix M
einer, 2013, § 11, S. 31 (H

ua 
X

, S. 29). 

以
下
、ZB

と
略
記
す
る
。

⑶　

ZB, Beilage I, S. 109 (H
ua X

, S. 100).

⑷　

把
持
の
二
重
の
志
向
性
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
諸
研
究
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
。R. 

Bernet, „Einleitung

�, in ZB, S. X
LV

III-LV
I ; La vie du sujet, PU

F, 1994, 
p. 189-214 ; 

榊
原
哲
也
『
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
生
成
』、
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
九
年
、
二
七
七
‐
二
九
一
頁
。

⑸　

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
予
持
の
志
向
性
に
つ
い
て
は
多
く
を
語
ら
な
い
た
め
、
本
稿
で
は

立
ち
入
ら
な
い
。

⑹　

R. Bernet, „Einleitung

�, art. cit., S. LV
II.

⑺　

L. T
engelyi, L

’histoire d

’une vie et sa région sauvage, trad. fr. P. 
Q

uesne, J. M
illon, 2005, p. 102.

テ
ン
ゲ
イ
は
こ
の
よ
う
な
手
続
き
を
、
メ
ル
ロ

＝
ポ
ン
テ
ィ
『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』
の
ノ
ー
ト
に
依
拠
し
て
「
弁
別
法

procédé diacritique

」
と
名
付
け
て
い
る
（ibid., p. 25

）。

⑻　

ベ
ル
ネ
は
、『
声
と
現
象
』
の
デ
リ
ダ
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
志
向
性
と
感
覚
」
に
イ

ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
う
る
と
指
摘
し
て
い
る
（R. Bernet, Conscience 

et existence, PU
F, 2004, p. 259

）。

⑼　

J. D
errida, La voix et le phénom

ène [1967], 3
e éd., PU

F, 2007, p. 73.

⑽　

R. Bernet, La vie du sujet, op. cit., p. 283.

⑾　
Y

. Picard, « Le tem
ps chez H

usserl et chez H
eidegger », in D

eucalion 
I, 1946, p. 93-124, repris, avec la révision de D

. Giovannangeli et les notes 
par D

. Pradelle, in Philosophie, n
o 100, 2009, p. 7-37.

ピ
カ
ー
ル
は
一
九
四
三

年
に
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
命
を
落
と
し
て
い
る
。
ピ
カ
ー
ル
の
伝
記
的
事
実
お
よ

び
論
文
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。D

. Giovannangeli, « La lecture dialectique 
des L

eçons », in J. Benoist (éd.), L
a conscience du tem

ps. A
utour des 
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Leçons sur le tem
ps de H

usserl, V
rin, 2008, p. 137-159 ; « Présentation », 

in Philosophie, n
o 100, 2009, p. 3-6.

⑿　

J. D
errida, L

e problèm
e de la genèse dans la philosophie de H

usserl, 
PU

F, 1990, p. 123, n. 39.

⒀　

Y
. Picard, « Le tem

ps chez H
usserl et chez H

eidegger », art. cit., p. 17.

⒁　

Ibid., p. 18.

⒂　

ピ
カ
ー
ル
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
一
九
四
〇
年
に
お
こ
な
っ
た
講
演
、
す
な
わ
ち「
ハ

イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
了
解
と
存
在
論
」
と
い
う
題
目
で
行
わ
れ
（Im

ec/Fonds Jean 
W

ahl, cote : « W
H

L 26.11 »
）、
の
ち
に
「
時
間
的
な
も
の
に
お
け
る
存
在
論
」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
で
『
実
存
の
発
見
』
に
収
め
ら
れ
る
講
演
に
出
席
し
て
い
た
（
上
記

講
演
原
稿
二
六
枚
目
参
照
）。ピ
カ
ー
ル
は
講
演
後
の
討
論
に
お
い
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
、

時
間
性
は
「
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
時
間
化

0

0

0

す
る
」（M

. H
eidegger, Sein und 

Zeit, 18. A
ufl., M

ax N
iem

eyer, 2001, S. 328
）
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
時
間
論

に
つ
い
て
詳
細
を
求
め
て
い
る
。

⒃　

Y
. Picard, « Le tem

ps chez H
usserl et chez H

eidegger », art. cit., p. 23. 

Ｋ
・
ヘ
ル
ト
は
、
ピ
カ
ー
ル
の
論
文
の
当
該
箇
所
を
参
照
し
な
が
ら
、「
時
間
的
な

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
出
発
点
は
い
つ
も
現
在
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（K

. H
eld, 

Lebendige G
egenw

art. M
artinus N

ijhoff, 1966, S. 45

）。

⒄　

Y
. Picard, « Le tem

ps chez H
usserl et chez H

eidegger », art. cit., p. 23.

⒅　

Ibid., p. 21-22.

⒆　

ZB, § 12, S. 34 (H
ua X

, S. 31).

⒇　

F.-D
. Sebbah, L

’épreuve de la lim
ite, PU

F, 2001, p. 105.

�　

M
. H

enry, Phénom
énologie m

atérielle [1990], PU
F, 2008, p. 50.

こ
の
点
に

つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。F.-D

. Sebbah, L

’épreuve de la lim
ite, op. cit., p. 93-

108 ; 

米
虫
正
巳
「
内
在
の
内
の
非
内
在
的
な
も
の
―
―
出
会
い
損
な
っ
た
ア
ン
リ
と

デ
リ
ダ
の
遅
れ
ば
せ
の
対
話
？
」（
米
虫
正
巳
編
『
フ
ラ
ン
ス
現
象
学
の
現
在
』、
法

政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
六
年
所
収
）。

�　

そ
れ
ゆ
え
私
た
ち
は
、「
こ
の
原
印
象
の
他
性
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
「
志
向

性
と
感
覚
」
の
テ
ク
ス
ト
を
参
照
す
る
な
ら
ば
穿
た
れ
、『
存
在
す
る
と
は
別
の
仕

方
で
』
の
テ
ク
ス
ト
を
参
照
す
る
な
ら
ば
消
去
さ
れ
る
」
と
い
う
ベ
ル
ネ
の
見
方

（Conscience et existence, op. cit., p. 258

）
に
は
与
し
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
つ

ね
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
構
成
に
原
印
象
の
他
性
の
消
去
と
回
収
を
見
い
だ
す
。

�　

こ
の
最
後
の
点
に
関
し
て
、
私
た
ち
は
、「
感
覚
の
根
本
的
志
向
性
の
精
確
な
構
造
」

を
分
析
す
る
こ
と
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
感
覚
す
る
自
己
か
ら
感
覚
さ
れ
る
自
己
へ
の
自

己
言
及
を
通
じ
た
自
己
の
発
生
」を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
う
村
上
靖
彦
の
解
釈（Y

. 
M

urakam
i, Lévinas phénom

énologue, J. M
illon, 2002, p. 34

）
に
同
意
す
る
。

�　

C 3, 22a

（
榊
原
哲
也
、
前
掲
書
、
三
八
二
頁
よ
り
引
用
）. 

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の

文
言
の
一
部
をG. Brand, W

elt, Ich und Zeit, M
artinus N

ijhoff, 1955, S. 75

か

ら
引
い
て
い
る
（ED

E160

）。

�　

空
間
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は「
再
帰
的
感
覚
」と「
キ
ネ
ス
テ
ー

ゼ
」、
つ
ま
り
静
止
と
歩
行
の
現
象
学
的
記
述
が
空
間
の
生
起
と
合
致
す
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
（ED

E119, 140-144, 156-160

）。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。Y

. 
M

urakam
i, Lévinas phénom

énologue, op. cit., p. 25-41 ; 

拙
論
「
記
述
と
経
験

―
―
『
全
体
性
と
無
限
』
期
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」

（
池
田
喬
・
合
田
正
人
・
志
野
好
伸
共
編
『
異
境
の
現
象
学 

〈
現
象
学
の
異
境
的
展

開
〉
の
軌
跡2015-2017

』、
明
治
大
学
〈
現
象
学
の
異
境
的
展
開
〉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、

二
〇
一
八
年
所
収
）。

�　

こ
の
見
通
し
に
つ
い
て
は
、
前
註
に
挙
げ
た
拙
稿
で
よ
り
詳
し
く
論
じ
た
。

（
平
岡
紘
・
ひ
ら
お
か　

ひ
ろ
し
・
東
京
大
学
）
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１　

は
じ
め
に	

―
―	

エ
ゴ
に
先
行
す
る
〈
私
（Je

）〉
と
固
有
名

エ
ゴ
に
対
す
る
〈
私
〉
の
現
出
を
、
エ
ゴ
と
名
と
の
関
連
に
お
い
て
論
究
す
る

と
き
、
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
は
現
象
学
的
自
我
論
を
独
自
の
主
題
系
の
も
と
に
展
開

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
全
面
的
に
〈
他
者
〉
の
欲
望
と
そ
の
言
説
に
よ
っ

て
疎
外
さ
れ
た
私
、〈
他
者
〉
の
名
に
お
い
て
し
か
話
す
こ
と
の
な
い
私
（
…
）、

こ
の
私
が
、
自
ら
を
呼
び
、
名
乗
る
（s

’appeler

）
力
を
、
自
分
固
有
の
名
に
お

い
て
発
言
す
る
力
を
再
び
見
出
す
と
き
、
こ
の
呼
び
求
め
の
う
ち
に
復
活
の
最
も

確
か
な
指
標
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
自
分
自
身
に
再
誕
生
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
つ
ね
に
同
じ
他
者
の
形
象
に
隷
従
さ
せ
る
疎
外
的
同
一
化
か
ら
私
は
解
き
放

た
れ
る
」（M

C, 313

）⑵
。「
私
自
身
の
名
に
お
い
て
、
一
人
称
で
話
す
」
こ
と

に
よ
っ
て
（M

C, 230

）、〈
私
〉
は
「
再
誕
生
」
と
し
て
経
験
さ
れ
る
と
ロ
ゴ
ザ
ン

ス
キ
ー
は
言
う
の
だ
。
興
味
深
い
の
は
、
彼
が
『
我
と
肉
』
に
お
い
て
〈
私
〉
と

言
う
エ
ゴ
の
自
己
肯
定
を
論
じ
る
時
に
、「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
第
三
章
に
言
及
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
に
な
る
〈
私
〉
の
声
と
は
神
と
い
う
他

者
の
声
で
あ
る
。
モ
ー
セ
は
燃
え
る
柴
か
ら
自
分
を
名
指
し
で
呼
び
止
め
る
声
を

聞
き
、
そ
の
声
に
、
フ
ァ
ラ
オ
を
訪
ね
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
解
放
を
要
求
す
る

よ
う
命
じ
ら
れ
る
。
こ
の
命
令
す
る
声
の
主
に
名
乗
る
よ
う
懇
願
し
た
モ
ー
セ
が

聞
い
た
声
が
、「
私
は
私
で
あ
ろ
う
者
だ
（ehyeh asher ehyeh

）」
な
の
だ
。
つ

ま
り
、
一
人
称
で
自
ら
を
肯
定
す
る
〈
私
〉
と
は
他
者
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た

し
か
に
モ
ー
セ
は
フ
ァ
ラ
オ
を
前
に
一
人
称
で
語
る
。
し
か
し
、
そ
の
発
話
は
他

者
の
名
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
く
、
彼
の
〈
私
〉
は
、
そ
れ
に
先
行

す
る
他
者
の
〈
私
〉
の
言
説
に
従
属
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
ロ
ゴ
ザ

ン
ス
キ
ー
は
、
自
ら
の
名
に
お
い
て
「
私
は
」
と
言
う
エ
ゴ
の
自
己
肯
定
を
、
神

と
い
う
他
者
の
名
に
つ
い
て
の
議
論
に
準
拠
さ
せ
た
の
か
。
エ
ゴ
の
名
は
、
エ
ゴ

に
先
行
す
る
〈
私
〉
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
。
こ
う
い
っ
た
問
い
が
本
稿

で
取
り
組
む
課
題
で
あ
る
。「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
の
読
解
を
起
点
し
て
、
固
有
名

に
お
い
て
自
ら
を
構
成
す
る
〈
私
〉
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
が

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
解
釈
し
た
い
。手
順
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴
ま
ず
、
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
独
自
性
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、

ア
ル
チ
ェ
セ
ー
ル
や
バ
リ
バ
ー
ル
、
ラ
カ
ン
等
の
神
名
を
め
ぐ
る
現
代
思
想
の
系

譜
を
概
観
す
る
。
⑵
そ
の
後
、
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
が
い
か
に
し
て
名
に
つ
い
て
の

宗
教
的
議
論
を
自
我
論
と
い
う
哲
学
的
議
論
の
中
に
収
斂
さ
せ
た
の
か
を
解
釈
す

る
。
⑶
最
後
に
、『
生
を
癒
す
』
に
お
け
る
「
名
の
狂
気
」
に
つ
い
て
の
論
述
を
起

点
に
し
て
、
エ
ゴ
の
自
己
構
成
に
お
け
る
固
有
名
の
問
題
を
考
察
す
る
。　

〈
私
〉
の
声
と
「
名
の
狂
気
」

―
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
に
よ
る
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
第
三
章
の
解
釈

― 

⑴　本

間

義

啓
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ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
、
バ
リ
バ
ー
ル
、
シ
ュ
ラ
キ
、
ラ
カ
ン
に
よ
るehyeh

の
解
釈

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
」
に
よ
る
主
体
化
を
分
析
す
る
テ

ク
ス
ト
で
、「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」第
三
章
の
解
釈
を
行
な
っ
て
い
る
。イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

装
置
と
は
各
エ
ゴ
を
、
名
指
し
で
呼
び
止
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
が
既
存
の

生
産
条
件
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
「
つ
ね
に
す
で
に
」
再
認
さ
せ
る
も
の
と
し
て

あ
る
と
言
う
。
こ
の
呼
び
か
け
に
よ
る
主
体
化
の
過
程
の
モ
デ
ル
と
し
て
、「
宗
教

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
が
選
ば
れ
、
神
に
よ
る
モ
ー
セ
へ
の
呼
び
か
け
が
言
及
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
が
言
う
に
は
、「
私
は
在
る
者
だ
」
と
言
う
神
は
、

モ
ー
セ
を
「
そ
の
〈
名
〉
に
よ
っ
て
呼
び
出
し
」、
モ
ー
セ
は
、
こ
れ
に
「
は
い
、

そ
れ
は
（
ま
さ
に
）
私
で
す
。
私
は
モ
ー
セ
、
あ
な
た
の
従
者
で
す
（
…
）」⑶

と
応
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
つ
ね
に
す
で
に
」
神
に
服
従
し
て
い
た
者
と
し
て
主

体
化
す
る
。
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
が
強
調
す
る
の
は
、
神
が
中
心
的
な
〈
主
体
〉
と

し
て
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
主
体
化
さ
れ
た
主
体
は
、
こ
の
最
初
の
〈
主
体
〉
に

対
し
て
反
射
的
な
関
係
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
モ
ー
セ
は
神
の
命
令
に
服

従
し
な
が
ら
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
対
し
て
は
神
の
命
令
を
服
従
さ
せ
る
。
こ

の
意
味
で
、
モ
ー
セ
は
〈
主
体
〉
の
中
に
自
ら
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
て
い
た
こ
と
に

な
る
。

こ
の
よ
う
な
主
体
化
に
先
行
す
る
〈
主
体
〉
を
主
体
の
構
成
原
理
と
す
る
解
釈

を
デ
カ
ル
ト
の
『
省
察
』
に
対
し
て
行
っ
た
の
が
バ
リ
バ
ー
ル
で
あ
る
。
彼
は
、

デ
カ
ル
ト
の
「
私
は
あ
る
、
存
在
す
る
」
と
い
う
一
人
称
で
の
自
己
肯
定
は
「
出

エ
ジ
プ
ト
記
」
へ
の
参
照
な
く
し
て
は
説
明
し
え
な
い
と
言
う
。
第
二
省
察
に
お

い
て
デ
カ
ル
ト
は
「
私
は
あ
る
」
と
高
ら
か
に
宣
言
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
言
っ

て
い
た
。「
し
か
し
な
が
ら
私
は
ま
だ
、
こ
の
私
で
あ
る
者
は
何
な
の
か（quisnam

 
sim

 ego ile

）、
い
ま
必
然
的
に
存
在
す
る
（qui jam

 necessario sum

）
私
を

十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
」⑷
。
バ
リ
バ
ー
ル
は
、
私
が
そ
れ
で
あ
る

と
こ
ろ
の
、
こ
の
〈
私
〉
と
い
う
謎
に
つ
い
て
の
問
い
か
け
の
中
に
あ
るsim

 ... 
qui... sum

に
、ehyeh

の
ラ
テ
ン
語
訳sum

 qui sum

を
認
め
る
の
で
あ
る 

⑸

。

デ
カ
ル
ト
は
自
ら
の
〈
私
〉
が
何
な
の
か
と
問
い
か
け
る
と
き
、
自
ら
に
先
行
す

る
〈
私
〉
を
見
出
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
エ
ゴ
に
先
行
す
る
〈
私
〉

と
い
う
着
想
か
ら
バ
リ
バ
ー
ル
は
、
神
の
観
念
に
つ
い
て
の
第
三
省
察
の
議
論
を

読
解
す
る
。
デ
カ
ル
ト
が
言
う
に
は
、「
私
が
存
在
し
、
私
の
内
に
（
…
）
神
に
つ

い
て
の
観
念
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
神
も
ま
た
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か

に
証
明
さ
れ
る
」⑹
。
つ
ま
り
〈
私
〉
が
在
る
な
ら
神
も
ま
た
在
る
。「
私
は
あ
る
」

と
い
う
エ
ゴ
の
肯
定
は
、
こ
の
私
に
先
行
す
る
〈
私
〉
が
す
で
に
あ
っ
て
、
そ
れ

が
私
を
可
能
な
ら
し
め
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
。

こ
の
〈
私
〉
は
い
か
な
る
仕
方
で
エ
ゴ
の
〈
私
〉
を
可
能
に
す
る
と
い
う
の
か
。

「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
第
三
章
に
お
い
て
、
神
は
二
つ
の
仕
方
で
自
ら
の
名
を
明
か

し
て
い
る
。「
私
は
私
で
あ
ろ
う
者
だ
（ehyeh asher ehyeh

）」（
一
四
節
）。
そ

し
て
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
に
こ
う
言
う
が
よ
い
。
あ
な
た
達
の
先
祖
の
神
、
ア

ブ
ラ
ハ
ム
の
神
、
イ
サ
ク
の
神
、
ヤ
コ
ブ
の
神
で
あ
る
主
（Y

H
V

H

）
が
私
を

あ
な
た
達
の
も
と
に
遣
わ
さ
れ
た
の
だ
と
」（
一
五
節
）。
シ
ュ
ラ
キ
に
よ
れ
ば
、

ehyeh

と
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
発
音
が
失
わ
れ
たY

H
V

H

の
間
に
は
対
応
関
係
が
あ

る
。
両
者
はhayah

と
い
う
同
じ
語
源
を
有
し
、
と
も
に
「
あ
り
、
あ
る
で
あ
ろ

う
」
を
意
味
し
、ehyeh

はhayah

の
一
人
称
単
数
、Y

H
V

H

は
三
人
称
単
数
で

あ
る
と
言
う
。
後
者
の
神
の
名
は
、ehyeh

を
三
人
称
化
し
て
反
復
す
る
も
の
な

の
だ
。
こ
のehyeh

の
三
人
称
化
に
つ
い
て
シ
ュ
ラ
キ
は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

「
御
言
葉
と
御
名
の
類
を
見
な
い
大
胆
さ
は
、
預
言
者
と
預
言
者
の
口
を
通
じ
て

自
己
を
表
明
す
る
エ
ロ
ヒ
ム
に
と
っ
て
、
一
人
称
単
数
の
代
名
詞
「
私
は
（Je

）」

と
三
人
称
単
数
の
代
名
詞「
彼
は（Il

）」を
、
つ
ま
り
、「
私（M

oi

）」と「
彼（Lui

）」

結
び
つ
け
た
点
に
あ
る
。
神
性
は
、
そ
れ
が
息
を
吹
き
込
む
人
間
、
そ
の
名
を
語
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る
人
間
に
お
い
て
顕
現
し
、
具
現
化
す
る
。
モ
ー
セ
は
彼
の
民
に
対
し
て
、
彼
を

遣
わ
し
、
こ
の
「
彼
」
の
中
に
自
ら
を
隠
すehyeh

、「
私
は
あ
る
」
と
し
て
現
れ

る
」⑺
。〈
私
〉
は
〈
彼
〉
の
口
で
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
表
明
す
る
の
だ
が
、

ま
さ
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
を
隠
匿
す
る
。
こ
こ
か
ら
、〈
私
〉
の
顕
現
は
同
時

に
隠
匿
で
も
あ
る
と
い
う
推
測
が
成
り
立
つ
。
こ
の
よ
う
な
他
者
の
〈
私
〉
の
謎

め
い
た
現
出
を
、
発
話
主
体
の
自
己
構
成
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
論
じ
た
の
が
ラ

カ
ン
で
あ
る
。

ラ
カ
ン
が
神
名
に
つ
い
て
言
及
す
る
の
は
「
発
話
が
構
成
さ
れ
る
場
」
と
し
て

の
〈
他
者
〉、
そ
し
て
、
そ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
エ
ゴ
の
〈
私
〉

の
存
立
の
不
安
定
さ
を
論
じ
る
箇
所
で
あ
る
。
ラ
カ
ン
は
〈
他
者
〉
を
「
聞
く

者
と
話
し
を
す
る
〈
私
（je

）〉
が
構
成
さ
れ
る
場
」
で
あ
る
と
言
う 

⑻

。
例
え

ば
、
私
が
「
あ
な
た
は
私
の
父
で
あ
る
人
だ
」
と
他
者
に
言
っ
た
と
す
る
。
こ
の

私
の
発
話
の
真
理
は
、
そ
れ
を
聞
く
他
者
の
返
答
に
依
存
し
て
い
る
。
も
し
他
者

が
「
お
ま
え
は
私
の
息
子
だ
」
と
応
え
た
ら
、
私
の
発
話
は
真
で
あ
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
私
は
「
～
の
息
子
で
あ
る
」
者
と
し
て
の
〈
私
〉
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、

エ
ゴ
が
話
し
か
け
る
他
者
の
発
話
に
よ
っ
て
、
エ
ゴ
の
〈
私
〉
が
構
成
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
他
者
は
〈
私
〉
と
い
う
発
話
主
体
と
し
て
、
自
ら
の
言
説
の
中
で

エ
ゴ
を
何
ら
か
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
よ
っ
て
表
象
す
る
。
そ
し
て
、
エ
ゴ
は
そ
こ

に
自
ら
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
の
言
説
の
中
で
自
ら
の
〈
私
〉
を
捉
え
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
エ
ゴ
の
〈
私
〉
を
規
定
す
る
「
他
者
の
〈
私
〉
は
」「
本

質
的
に
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
側
面
」
が
あ
る
と
ラ
カ
ン
は
言
う
。
例
え
ば
、
エ

ゴ
を
自
ら
の
言
説
の
中
で
表
象
す
る
他
者
は
、
そ
の
発
話
に
よ
っ
て
エ
ゴ
を
騙
す

こ
と
も
で
き
る
。
た
と
え
、
こ
の
他
者
が
エ
ゴ
に
真
実
を
言
っ
た
と
し
て
も
、
エ

ゴ
を
表
象
す
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
意
味
を
エ
ゴ
が
確
定
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
。

つ
ま
り
エ
ゴ
は
、
他
者
の
発
話
の
中
で
自
ら
が
何
に
な
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
エ
ゴ
を
構
成
す
る
他
者
の
発
話
の
意
図
の
謎
、
そ
の
発
話

の
意
味
の
不
確
定
性
、
お
よ
び
エ
ゴ
自
身
の
存
立
の
不
安
定
さ
を
寓
話
的
に
説
明

す
る
も
の
と
し
て
、
ラ
カ
ン
は
「
私
は
」
と
言
う
神
に
言
及
す
る
の
だ
。「
私
は

在
る
者
で
あ
る
（je suis celui qui suis

）
と
言
う
〈
私
〉、
絶
対
に
一
人
で
あ

る
こ
の
〈
私
〉
は
、
そ
の
呼
び
か
け
の
中
で
根
本
的
に
「
お
ま
え
（tu

）」
を
支

え
る
者
で
あ
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
「
全
面
的
に
は
決
し
て
支
え
な

い
」⑼
。

３　

ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
に
よ
る
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
第
三
章
の
解
釈

エ
ゴ
に
先
立
つ
〈
私
〉
は
、
エ
ゴ
の
一
人
称
の
発
話
を
可
能
に
す
る
と
い
う
仕

方
で
エ
ゴ
を
主
体
化
し
つ
つ
も
、
発
話
す
る
エ
ゴ
の
中
核
に
お
い
て
謎
と
し
て
あ

る
。
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
も
ま
た
、
こ
の
〈
私
〉
の
謎
に
取
り
組
む
の
だ
が
、
全
く

新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
。
エ
ゴ
に
対
す
る
〈
私
〉
の
現
出
を
、
神
の
名
の
謎

と
し
て
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
名
に
対
す
る
エ
ゴ
の
経
験
を
問
題
に
す
る

た
め
に
読
解
す
る
の
で
あ
る
。
エ
ゴ
の
〈
私
〉
が
そ
れ
に
先
行
す
る
〈
私
〉
と
の

関
係
に
お
い
て
主
体
化
す
る
と
き
、
こ
の
他
な
る
〈
私
〉
へ
の
関
わ
り
が
エ
ゴ
に

と
っ
て
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
れ
が
、
エ
ゴ
の
名
に
関
わ
る
か
ら
だ
。
以
下
、
ロ

ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
の
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
の
解
釈
の
要
諦
を
取
り
出
そ
う
。

ま
ず
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
が
注
意
を
向
け
る
の
は
、
モ
ー
セ
の
出
自
や
名
に
関
す

る
聖
書
の
記
述
が
貧
し
い
こ
と
で
あ
る
。モ
ー
セ
の
父
母
に
つ
い
て
は
、
最
初「
レ

ビ
の
家
の
出
の
あ
る
男
が
同
じ
レ
ビ
人
の
娘
を
め
と
っ
た
」（2:1

）
と
い
う
記
述

が
あ
る
の
み
で
、
そ
の
「
名
は
言
及
さ
れ
な
い
」（
父
母
の
名
が
明
か
さ
れ
る
の

は
、
聖
書
の
記
述
の
順
序
の
上
で
は
、
神
の
名
が
明
か
さ
れ
た
後
（6:20

）
で
あ

る
）。
ま
た
、
モ
ー
セ
は
フ
ァ
ラ
オ
の
娘
に
拾
わ
れ
て
お
り
、
実
父
で
は
な
く
、

養
母
に
名
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
モ
ー
セ
と
い
う
名
そ
れ
自
体
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に
問
題
が
あ
る
。
モ
ー
セ
と
い
う
名
は
、
聖
書
で
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
語
源
（「
私
は

そ
れ
を
と
る
」）
と
さ
れ
る
が
、
エ
ジ
プ
ト
語
源
と
考
え
る
方
が
説
得
的
で
あ
る

と
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
は
考
え
る
。
そ
の
場
合
モ
ー
セ
と
は
「
～
の
子
供
」（m

ose, 
m

osis

）
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
ア
メ
ン
・
モ
ー
セ
（
ア
モ
ン
の
子
供
）
と
い
う

風
に
、
父
の
名
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る 

⑽

。
つ
ま
り
「
モ
ー
セ
」
の
み
で
は
何

も
意
味
せ
ず
、
父
の
名
を
欠
い
た
「
名
無
し
の
子
」
ほ
ど
の
意
味
し
か
な
く
（PB, 

74

）、
そ
の
名
を
担
う
者
に
不
安
定
な
基
盤
し
か
提
供
で
き
な
い
。
実
際
モ
ー
セ

は
「
私
は
誰
か
」
と
問
う
て
い
る
。「
私
は
何
者
で
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
フ
ァ
ラ

オ
の
も
と
に
行
き
、
し
か
も
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
を
エ
ジ
プ
ト
か
ら
導
き
出
さ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
」（3:11

）。

「
わ
た
し
は
あ
な
た
の
父
の
神
で
あ
る
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神
、
イ
サ
ク
の
神
、
ヤ

コ
ブ
の
神
で
あ
る
」（3:6

）。
こ
れ
が
自
ら
の
〈
私
〉
と
名
（
出
自
）
に
つ
い
て
問

い
か
け
る
モ
ー
セ
に
与
え
ら
れ
て
い
た

0

0

0

0

0

0

0

答
え
で
あ
る
。
モ
ー
セ
は
、「
私
と
は
誰
か
」

と
問
う
と
き
、
す
で
に
、
自
ら
の
出
自
を
示
す
答
え
を
受
け
て
い
た
の
だ
。
ま
ず

モ
ー
セ
は
「
わ
た
し
は
あ
な
た
の
父
の
神
で
あ
る
」
と
い
う
声
を
聞
き
、
自
ら
の

出
自
に
、
自
分
が
知
ら
な
か
っ
た
意
味
を
与
え
ら
れ
る
（
イ
ス
ラ
エ
ル
の
出
自
）。

こ
れ
を
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
は
「
新
た
な
家
系
へ
の
組
み
込
み
と
し
て
実
現
さ
れ
る

再
命
名
」（PB, 75

）
で
あ
る
と
言
い
、
神
の
顕
現
は
、
名
の
贈
与
で
あ
る
と
言
う

の
だ
。
モ
ー
セ
は
名
前
を
変
え
ず
に
再
命
名
さ
れ
、
自
分
が
そ
れ
で
あ
る
と
思
っ

て
い
た
〈
私
〉
と
は
異
な
る
者
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

与
え
ら
れ
た
名
に
対
し
て
モ
ー
セ
は
「
私
は
誰
か
」
と
当
惑
の
中
で
問
う
の
だ
。

「
私
と
は
誰
か
」
と
問
う
モ
ー
セ
に
対
し
て
神
は
「
私
は
あ
な
た
と
と
も
に
あ

る
だ
ろ
う
」（3:12

）
と
応
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
モ
ー
セ
は
問
う
。
も
し
イ
ス
ラ

エ
ル
の
人
々
に
自
分
を
代
理
と
し
て
遣
わ
せ
た
神
の
名
を
問
わ
れ
た
ら
何
と
応
じ

れ
ば
よ
い
の
か
と
。
そ
の
答
え
が
、「『
私
は
あ
る
で
あ
ろ
う
』
と
い
う
方
が
私
を

あ
な
た
達
に
遣
わ
さ
れ
た
の
だ
と
」、
な
の
で
あ
る
。（3:14

）。
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー

が
強
調
す
る
の
は
、
神
の
名
と
は
「
私
は
あ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
約
束
」
を
な
す

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
約
束
に
お
い
て
到
来
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
が
、「
私

は
と
言
う
可
能
性
」で
あ
る
と
言
う（M

C, 329

）。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「［
エ

ロ
ヒ
ム
］
は
モ
ー
セ
に
発
言
し
、
あ
え
て
フ
ァ
ラ
オ
に
訴
え
を
す
る
よ
う
求
め
る
。

エ
ロ
ヒ
ム
は
モ
ー
セ
に
約
束
す
る
の
だ
。
こ
の
世
の
暴
君
を
前
に
〈
私
〉
と
言
う

限
り
、〈
私
〉
は
モ
ー
セ
と
と
も
に
あ
る
、
と
」（M

C, 330

）。
し
た
が
っ
て
神
の

名
は
、
モ
ー
セ
に
そ
の
名
に
お
い
て
「
私
は
」
と
言
う
た
め
の
約
束
と
し
て
あ
る
。

実
際
モ
ー
セ
は
神
の
名
に
お
い
て
、
フ
ァ
ラ
オ
に
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
解
放
を
求

め
、
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
に
よ
っ
て
意
味
を
与
え
ら
れ
た
モ
ー

セ
と
い
う
名
の
中
に
自
ら
を
定
位
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
意
味

で
自
ら
の
名
の
中
へ
の
モ
ー
セ
の
（
再
）
定
位
は
、ehyeh

と
言
う
神
の
顕
現
と

切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
神
の
名
と
は
、
自
ら
の
名
に
お
い
て
語

る
〈
私
〉
の
到
来
の
約
束
で
あ
り
、
エ
ゴ
が
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
名
の
中
に
〈
私
〉

を
定
位
さ
せ
る
よ
う
促
す
の
だ
。
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
は
「
最
初
の
神
の
名
の
贈
与

は
〈
私
〉
の
贈
与
で
あ
り
、
神
の
名
の
顕
示
は
、〈
私
〉
の
自
己
顕
示
の
可
能
性
を

現
出
さ
せ
る
」（PB, 77

）
と
言
う
。
さ
ら
に
は
、
神
と
エ
ゴ
の
「
同
じ
〈
私
〉
の

贈
与
へ
の
共
属
性
」
を
主
張
す
る
に
ま
で
至
る
の
で
あ
る
（PB, 78

）。「
私
は
あ

る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
他
者
の
名
は
、
エ
ゴ
が
〈
私
〉
と
し
て
一
人
称
で
語
る
こ

と
を
約
束
す
る
と
言
う
意
味
で
、
エ
ゴ
の
〈
私
〉
を
予
告
し
て
い
る
の
だ
。

興
味
深
い
の
は
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
が
、
神
と
エ
ゴ
の
「
同
じ
〈
私
〉
の
贈
与
へ

の
共
属
性
」
を
両
価
値
的
に
捉
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
一
方
で
、
神
は
そ
の
名
を

起
点
に
し
て
モ
ー
セ
に
一
人
称
で
話
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
だ
が
、
他
方
で
、

神
は
モ
ー
セ
に
自
ら
の
言
う
こ
と
を
言
わ
せ
て
い
る
だ
け
だ
と
も
言
え
る
。
た
し

か
に
モ
ー
セ
は
「
私
は
」
と
言
う
が
、
こ
の
発
話
は
他
者
に
よ
っ
て
吹
き
込
ま
れ
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た
も
の
で
し
か
な
い
。
彼
は
一
人
称
で
、〈
私
〉
と
し
て
語
り
つ
つ
も
、
他
者
の
名

0

0

0

0

に
お
い
て

0

0

0

0

語
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
自
ら
の
名
に
お
い
て
な
さ
れ
た
「
私

は
」
と
言
う
発
話
は
「
私
は
」
と
い
う
他
者
の
名
に
お
い
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
一
人
称
の
発
話
に
お
い
て
〈
私
〉
と
他
者
の
名
が
交
じ

り
合
う
の
で
あ
り
、
私
が
一
人
称
で
話
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
私
に
と
っ
て
絶
対
的

に
異
他
的
と
思
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
私
の
中
心
部
で
再
出
現
す
る
」
と
い
う
事

態
が
生
じ
る
と
推
察
さ
れ
る
（M

C, 132

）。
エ
ゴ
は
自
ら
の
名
に
再
定
位
す
る

た
め
に
一
人
称
で
話
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
他
者
の
名
に
お
い
て
、
他
者
の〈
私
〉

に
従
っ
て
な
さ
れ
る
限
り
、
エ
ゴ
の
一
人
称
の
発
話
そ
の
も
の
が
「
私
と
言
う
こ

と
の
簒
奪
」（M

C, 136

）
と
同
じ
に
な
り
う
る
の
だ
。

４　

ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
に
お
け
る
神
名
解
釈
の
哲
学
的
意
義	

―
―	

名
と
狂
気	

ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
に
お
い
て
出
エ
ジ
プ
ト
記
解
釈
は
、
彼
の
自
我
論
の
根
幹
を

な
す
と
推
察
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
『
我
と
肉
』
に
お
い
て
神
名
が
言
及
さ
れ
て

い
る
の
は
、
デ
カ
ル
ト
の
再
解
釈
に
よ
っ
て
自
ら
の
自
我
論
の
主
題
を
展
開
す
る

と
き
で
あ
る
か
ら
だ
。
お
そ
ら
く
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
は
フ
ッ
サ
ー
ル
と
は
異
な
る

仕
方
で
「
デ
カ
ル
ト
へ
の
回
帰
」
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
私
〉
に
つ
い
て
の
独

自
の
問
題
構
制
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
の
フ
ッ
サ
ー
ル
と
デ
カ

ル
ト
解
釈
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
彼
が
い
か
な
る
主
題
を
自
我
論
の

問
題
と
し
て
展
開
し
た
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

『
我
と
肉
』
に
お
い
て
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
は
バ
リ
バ
ー
ル
の
デ
カ
ル
ト
論
に
同

意
す
る
形
で
、
デ
カ
ル
ト
的
〈
私
〉
の
中
心
にeheyh

を
認
め
る
（M

C, 134

）。

た
だ
そ
の
意
図
は
、
エ
ゴ
の
一
人
称
の
発
話
を
他
な
る
〈
私
〉
の
言
説
に
従
属
さ

せ
、「
エ
ゴ
」
の
〈
私
〉
の
崩
壊
、
脱
中
心
化
等
の
議
論
を
導
き
出
す
こ
と
に
は
な

い
。
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
に
と
っ
て
問
題
は
、
い
か
に
し
て
エ
ゴ
が
崩
壊
の
相
に
お

い
て
〈
私
〉
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
経
験
す
る
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
な
の
で

あ
り
、
そ
の
た
め
に
固
有
名
と
い
う
主
題
が
自
我
論
に
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

モ
ー
セ
は
他
な
る
〈
私
〉
に
よ
っ
て
自
ら
の
名
に
新
た
な
意
味
を
与
え
ら
れ
、
そ

れ
以
前
の
自
ら
と
決
別
し
、
再
び
名
に
定
位
す
る
よ
う
強
い
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、

自
ら
の
名
に
お
い
て
〈
私
〉
と
言
う
時
、
彼
は
自
ら
の
〈
私
〉
を
、
他
者
の
名
に

お
い
て
、
他
者
の
〈
私
〉
と
不
可
分
な
か
た
ち
で
経
験
し
つ
つ
、
一
人
称
で
発
話

す
る
。
自
ら
の
〈
私
〉
に
お
い
て
他
者
を
経
験
す
る
エ
ゴ
の
自
己
構
成
は
狂
気
に

も
似
た
試
練
を
な
す
の
で
あ
る
。
実
際
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
は
「
自
我
が
自
ら
と
神

が
一
体
で
あ
る
の
を
発
見
す
る
目
眩
の
す
る
よ
う
な
瞬
間
に
生
じ
う
る
、
自
我
と

〈
他
者
〉
と
の
間
で
起
こ
り
う
る
混
同
」
を
狂
気
と
言
っ
た
（M

C, 135

）。
固
有

名
で
自
ら
を
表
明
し
て
い
る
と
き
に
現
れ
る
〈
私
〉
と
言
う
他
者
の
経
験
が
、
エ

ゴ
の
狂
気
の
問
題
と
し
て
論
究
さ
れ
る
の
だ
。
か
く
し
て
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
に
お

け
る
神
名
解
釈
の
哲
学
的
意
義
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
エ
ゴ
の
〈
私
〉

の
経
験
を
、
名
と
狂
気
と
い
う
主
題
に
お
い
て
論
述
す
る
自
我
論
の
展
開
を
可
能

に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る 

⑾

。

特
筆
す
べ
き
は
、
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
に
お
い
て
狂
気
は
、
純
然
た
る
エ
ゴ
の

〈
私
〉
の
破
綻
の
経
験
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
、
自

ら
の
〈
私
〉
を
他
者
の
そ
れ
と
混
同
し
よ
う
と
も
、
エ
ゴ
は
〈
私
〉
を
失
う
こ
と

は
な
い
。
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「〈
私
〉
が
な
い
人
間
的
言
語

は
無
い
。『
私
は
も
は
や
私
自
身
で
は
な
い
』、『
私
を
他
人
の
よ
う
に
感
じ
る
』
と

言
う
と
き
の
精
神
病
者
の
発
話
で
も
、
そ
う
な
の
で
あ
る
」（M

C, 12

）。
た
と

え
自
ら
の
一
人
称
の
発
話
を
他
者
に
奪
わ
れ
、
自
ら
の
〈
私
〉
を
他
者
の
よ
う
に

感
じ
る
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
エ
ゴ
は
〈
私
〉
と
言
い
う
る
の
で
あ
り
、〈
私
〉

を
他
な
る
も
の
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
エ
ゴ
の
自
己
経
験
の
範
疇
に
入
る
の
だ
。

ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
に
と
っ
て
狂
気
と
は
〈
私
〉
を
失
う
経
験
と
い
う
よ
り
も
、
エ
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ゴ
が
〈
私
〉
を
、
他
者
と
エ
ゴ
の
間
の
境
界
線
が
不
分
明
な
状
態
で
経
験
す
る
こ

と
な
の
で
あ
る
。

５　
「
名
の
狂
気
」	

―
―	

ア
ル
ト
ー
論
に
お
け
る
名
の
問
題

神
と
狂
気
の
間
に
は
何
ら
か
の
つ
な
が
り
が
あ
る
。「
神
に
語
り
か
け
た
り
、

（
…
）
そ
の
名
に
お
い
て
、
そ
の
代
わ
り
に
語
っ
た
り
す
る
の
は
狂
っ
て
い
る
」

と
言
っ
た
後
、
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
次
の
よ
う
に
言
う
。「
神
の
狂
気
と
は
名
の
狂

気
で
あ
る
」（CD

, 180

）。
こ
の
「
名
の
狂
気
」
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

に
関
し
て
『
デ
リ
ダ
の
ク
リ
プ
ト
』
の
記
述
は
曖
昧
で
あ
る
。
神
の
名
は
全
て
の

名
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
神
秘
主
義
的
な
考
え
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、「
発

音
不
可
能
な
〈
名
〉
は
、
無
数
の
名
の
中
へ
と
散
逸
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
確

実
に
自
ら
を
隠
匿
す
る
」
と
言
う
。〈
私
〉
と
は
他
者
の
〈
名
〉
で
あ
り
、
こ
の

〈
名
〉
に
お
い
て
す
べ
て
の
エ
ゴ
が
発
話
を
す
る
。
で
あ
る
な
ら
、
神
の
名
に
お

い
て
語
る
こ
と
は
、
自
ら
を
無
数
の
名
へ
と
散
逸
さ
せ
る
こ
と
と
同
じ
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
は
狂
気
の
底
に
沈
み
ゆ
く
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
を

引
く
。「
歴
史
上
の
す
べ
て
の
名
前
、
そ
れ
は
私
だ
」。
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
は
、
狂

気
を
、
自
己
の
名
に
投
錨
点
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
エ
ゴ
が
自
ら
の
自
己
性
を

散
逸
し
て
い
る
と
思
う
に
至
る
病
と
し
て
解
釈
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
が
「
名
の
狂
気
」
の
問
題
を
詳
述
す
る
の
は
、
ア
ル
ト
ー
論

『
生
を
癒
す
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
仕
方
で
狂
気
の
問
題

が
名
に
つ
い
て
の
特
異
な
経
験
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
①
狂
気
と
は
「
同
一

性
が
失
わ
れ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
脱
主
体
化
」
で
あ
り
、
自
ら
の
名
で
署
名
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
「
名
無
し
の
深
淵
」
で
あ
る
（GV

, 14, 103

）。
②

そ
れ
は
自
ら
の
名
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
不
安
定
な
同
一
性
を

生
き
る
エ
ゴ
の
〈
私
〉
の
経
験
で
あ
る
。
③
自
ら
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
名
の

無
を
起
点
し
て
、
再
び
名
を
与
え
よ
う
と
す
る
狂
気
が
あ
る
。
①
名
の
消
去
、
②

名
へ
の
投
錨
点
を
失
っ
た
〈
私
〉
の
経
験
、
③
再
名
付
け
、
こ
の
よ
う
な
三
つ
の

狂
気
の
在
り
方
は
、
ア
ル
ト
ー
論
に
お
い
て
、
主
体
化
の
過
程
を
な
す
三
つ
の
局

面
と
し
て
論
述
さ
れ
て
い
る
。
ア
ル
ト
ー
が
名
の
狂
気
を
い
か
に
生
き
た
の
か
を

究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
は
、
エ
ゴ
の
自
己
構
成
に
お
け
る

名
の
問
題
を
分
析
す
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
上
記
の
三
つ
の
狂
気
の
様
態
の
記
述

を
起
点
に
し
て
、
ア
ル
ト
ー
に
お
け
る
名
の
経
験
の
分
析
を
再
構
成
し
て
み
よ

う
。①

【
名
の
自
己
消
去
】1937

年
の
婚
約
破
棄
は
、
ア
ル
ト
ー
が
自
己
の
名
と
決

別
す
る
契
機
と
な
っ
た
と
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
は
言
う
。
結
婚
、
そ
し
て
子
を
な
す

と
い
う
こ
と
は
、「
自
ら
を
名
乗
り
、
父
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
名
を
伝
え

る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
」
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
っ
た
（GV

, 88, 95

）。
婚
約
破

棄
は
ア
ル
ト
ー
を
父
の
名
か
ら
遠
ざ
け
、
ア
ル
ト
ー
は
父
の
名
に
よ
っ
て
署
名
を

し
な
く
な
る
。
ア
ル
ト
ー
は
、
ア
ル
ト
ー
と
い
う
名
を
「
無
の
語
源
的
な
名
」
と

言
い
、「
無
名
性
の
肯
定
」（GV

, 94

）
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
名
を
一

個
の
無
で
あ
る
か
の
よ
う
に
経
験
す
る
に
至
る
。

②
【
他
の
名
へ
の
同
一
化
】
こ
の
名
の
放
棄
の
指
標
と
な
る
の
が
、A

ntonin 
N

alpas

等
、
自
ら
の
名
と
は
異
な
る
名
で
署
名
す
る
こ
と
だ
と
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー

は
言
う
（GV

, 89 note

）。「
私
は
最
後
に
自
分
の
名
で
署
名
す
る
が
、
こ
れ
以

後
、
別
の
名
で
署
名
す
る
」
と
ア
ル
ト
ー
は
書
い
て
い
た 

⑿

。
自
ら
の
名
と
〈
私
〉

の
間
の
結
び
つ
き
が
解
か
れ
、〈
私
〉
は
様
々
な
名
に
結
び
つ
き
う
る
の
だ
（
他
な

る
名
へ
の
同
一
化
は
「
名
無
し
の
深
淵
」
に
対
す
る
防
衛
と
い
う
意
味
合
い
が

あ
る
と
も
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
は
言
う
）。
た
と
え
ば
ア
ル
ト
ー
は
神
の
名
に
お
い

て
署
名
し
（A

ntonin A
rtaud dieu Le N

éant 

（Q
, 861

））、
ま
た
、「
私
は
神

そ
れ
自
身
の
名
で
話
す
」
と
書
い
て
い
る
（Q

, 834

）。
神
は
、「
私
は
～
で
あ
る
」
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と
言
っ
て
、〈
私
〉
が
同
一
化
す
る
様
々
な
名
の
中
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
は
、
狂
気
を
〈
私
〉
の
可
塑
性
の
経
験
と
定
義
し
て
い
る

（GV
, 133

）。
た
と
え
自
ら
が
、
他
者
や
そ
の
名
に
同
一
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

他
の
〈
私
〉
に
な
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
、
依
然
と
し
て
〈
私
〉
で
あ
る
も
の
と
し

て
生
き
ら
れ
る
の
だ
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
〈
私
〉
は
や
は
り
尋
常
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
エ
ゴ
が
名
へ
の
投
錨
点
を
失
い
散
逸
化
す
る
と
い
う
こ
と
、
自
ら
が
他

者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。

③
【
再
名
付
け
】
自
ら
の
名
が
私
の
投
錨
点
に
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
自
ら

に
よ
っ
て
自
ら
に
名
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
に
よ
れ

ば
、1943

年
の
秋
頃
か
ら
、
ア
ル
ト
ー
は
ナ
ル
パ
ス
の
偽
名
を
用
い
る
こ
と
は
な

く
な
り
、
そ
れ
と
も
に
、
あ
る
種
の
名
の
再
我
有
化
が
生
じ
た
と
言
う
。
そ
れ
は

単
に
ア
ル
ト
ー
と
い
う
名
で
再
び
署
名
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
自
分
固
有
の
仕
方

で
名
に
意
味
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
名
に
再
定
位
す
る
こ
と
で
あ
る
。

自
己
の
名
に
再
定
位
す
る
た
め
に
「
自
ら
の
名
を
再
刻
印
す
る
こ
と
」。
ロ
ゴ
ザ

ン
ス
キ
ー
は
、
ア
ル
ト
ー
に
お
け
る
名
の
再
刻
印
の
方
法
を
舌
語
り
の
中
に
見

出
し
て
い
る
（GV

, 114

）⒀
。「ratara ratara ratara / atara tatara rana 

/ otara otara katara / otara ratara kana

」（Q
, 1015

）
の
中
に
、
ア
ル

ト
ー
の
名
の
シ
ラ
ブ
ル
（ar / tau

）
が
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
たart

やratage 
や

tare 

やCathare

な
ど
の
語
の
結
合
の
中
に
暗
号
の
よ
う
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
お

り
、
こ
れ
を
読
む
人
に
そ
の
名
を
聴
取
す
る
よ
う
に
差
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
（GV

, 115

）。「
秘
密
の
署
名
と
し
て
、
言
語
に
取
り
憑
き
に
回
帰
し
、
お
わ

り
な
く
散
逸
す
る
名
」、
こ
れ
こ
そ
ア
ル
ト
ー
が
詩
作
に
よ
っ
て
再
定
位
す
る
名

の
ス
テ
ー
タ
ス
な
の
だ
。
ア
ル
ト
ー
は
「
名
の
欠
如
か
ら
詩
の
炸
裂
を
生
じ
さ
せ

る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、「
名
の
穴
」
を
横
断
し
よ
う
と
試
み
た
と
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー

は
言
う
が
（GV

, 86

）、
そ
れ
を
再
誕
生
の
試
み
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
排
除
さ
れ
た
名
が
、
言
語
の
中
に
特
異
な
仕
方
で
回
帰
す
る
と
と
も

に
、
ア
ル
ト
ー
自
ら
の
名
が
創
造
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
が
生
み
出
さ
れ
る

の
だ
。「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
に
お
い
て
、
他
な
る
〈
私
〉
が
、
モ
ー
セ
に
新
し
い

名
の
意
味
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
新
た
な
仕
方
で
、〈
私
〉
と
言
う
発
話
を
促

し
た
よ
う
に
。

こ
う
し
て
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
解
釈
に
お
い
て
論
究
さ
れ
た
、
エ
ゴ
の
名
へ
の

再
定
位
を
促
す
名
の
贈
与
が
、
狂
気
の
様
態
と
し
て
再
び
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
あ
た
か
も
神
が
名
を
与
え
る
か
の
よ
う
に
、
あ
た
か
も
私
に
名
を
与
え
る
他

者
が
私
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
自
ら
を
呼
び
、
名
乗
る
の
で
あ
る
。神
で
も
な
く
、

父
で
も
な
く
、
エ
ゴ
自
身
が
自
ら
に
名
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
再
誕

生
さ
せ
る
と
い
う
常
軌
を
逸
し
た
自
己
構
成
、
こ
れ
が
名
の
狂
気
に
お
け
る
再
名

付
け
な
の
だ
と
言
え
よ
う
。

６　

お
わ
り
に	

―
―	

〈
私
〉
の
時
間
性
の
問
題
へ

本
稿
で
は
、「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
の
注
釈
か
ら
出
発
し
て
「
名
の
狂
気
」
に
つ
い

て
の
考
察
を
読
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
エ
ゴ
の
自
己
構
成
に
お
け
る
名
の
問
題

に
つ
い
て
の
解
釈
を
試
み
た
。〈
私
〉
は
、
一
人
称
で
語
り
自
ら
の
名
に
定
位
し

よ
う
と
す
る
試
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
自
己
構
成
は
独
我
論
的

で
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
名
は
他
者
か
ら
与
え
ら
れ
、
名
の
贈
与
は
エ
ゴ
が

関
知
し
え
な
い
事
柄
で
あ
る
か
ら
。
エ
ゴ
の
名
は
、
エ
ゴ
が
誕
生
す
る
前
か
ら
、

そ
の
誕
生
を
夢
見
る
他
者
に
よ
っ
て
、
す
で
に
エ
ゴ
に
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も

あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
エ
ゴ
の
名
と
は
エ
ゴ
に
固
有
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
自
ら
の
名
に
お
い
て
「
私
は
」
と
言
う
こ
と
は
、
つ
ね
に
他

者
に
与
え
ら
れ
た
名
に
お
い
て
「
私
は
」
と
言
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
名
が
固
有

名
に
な
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
固
有
化
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い 

⒁

。
ロ
ゴ
ザ
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ン
ス
キ
ー
が
、
こ
の
固
有
化
の
過
程
を
分
析
す
る
た
め
に
検
討
し
た
の
が
、「
出
エ

ジ
プ
ト
記
」
第
三
章
と
ア
ル
ト
ー
に
お
け
る
「
名
の
狂
気
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

自
ら
に
名
を
与
え
、
自
己
を
誕
生
さ
せ
ん
と
欲
す
る
狂
気
は
、
自
ら
の
名
を
与

え
る
他
者
に
、
自
ら
の
名
付
け
親
に
な
ろ
う
と
欲
す
る
意
志
で
あ
る
。
い
わ
ば
自

ら
の
誕
生
に
先
立
っ
て
、
誕
生
す
る
自
ら
に
名
を
与
え
よ
う
と
す
る
の
だ
。「
出

エ
ジ
プ
ト
記
」
の
解
釈
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、〈
私
〉
の
経
験
と
は
、
自
ら
に
名

を
与
え
た
、
エ
ゴ
に
先
行
す
る
〈
私
〉
に
つ
い
て
の
経
験
で
も
あ
る
。「
私
は
あ

る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
神
の
名
に
お
い
て
、
エ
ゴ
は
一
人
称
で
話
す
の
で
あ
り
、

そ
の
と
き
エ
ゴ
は
、
自
ら
を
他
者
に
よ
っ
て
到
来
を
約
束
さ
れ
て
い
た
〈
私
〉
と

し
て
生
き
る
。
自
ら
に
名
を
与
え
る
と
い
う
狂
気
に
お
い
て
は
、
エ
ゴ
の
〈
私
〉

は
さ
ら
に
特
異
な
時
間
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
到
来
す
べ
き
自
ら
に
名

を
与
え
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
到
来
に
先
立
っ
て
、
エ
ゴ
が
す
で
に
到
来
し
て
い
る

こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
い
ま
だ
誕
生
し
て
い
な
い
者
が
、
自
ら
を
生
み
出
す

た
め
に
、
自
ら
の
誕
生
以
前
と
い
う
不
可
能
な
過
去
へ
と
到
来
す
る
こ
と
が
で
き

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
特
異
な
時
間
性
こ
そ
、
自
ら
を
名
付
け

る
エ
ゴ
の
自
己
性
を
構
造
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
ら
を
（
再
）
誕
生
さ
せ
る
た

め
に
は
、
エ
ゴ
は
自
ら
の
誕
生
に
先
立
っ
て
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
異
様
な
エ
ゴ
の
自
己
肯
定
こ
そ
、「
名
の
狂
気
」
を
思
考
す
る
ロ
ゴ
ザ

ン
ス
キ
ー
の
自
我
論
の
根
底
に
あ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
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（
本
間
義
啓
・
ほ
ん
ま　

よ
し
ひ
ろ
・
日
本
学
術
振
興
会
・
大
阪
大
学
）
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序
一
九
一
一
年
に
発
表
さ
れ
た
「
認
識
論
に
於
け
る
純
論
理
派
の
主
張
に
就

て
」
で
フ
ッ
サ
ー
ル
を
初
め
て
日
本
に
紹
介
し
た
西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇
‐

一
九
四
五
）
は
、
一
九
一
三
年
か
ら
一
九
一
七
年
に
か
け
て
書
か
れ
た
『
自
覚

に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
で
、
自
分
の
哲
学
を
構
築
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

フ
ッ
サ
ー
ル
を
含
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
者
の
思
想
に
批
判
検
討
を
加
え
て
い

る
。
そ
こ
で
西
田
は
、「
具
体
的
体
験
即
ち
フ
ッ
サ
ー
ル
の
作
用
と
い
う
如
き
も
の

は
、
そ
の
儘
の
状
態
に
於
て
反
省
す
る
こ
と
が
で
き
る
や
否
や
の
根
本
的
問
題
を

論
ぜ
ね
ば
な
る
ま
い
」（2-118

）
と
の
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
疑

問
の
背
景
に
は
、「
真
の
主
観
は
反
省
の
で
き
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
苟

も
反
省
せ
ら
れ
た
も
の
は
既
に
対
象
で
あ
っ
て
主
観
其
者
で
は
な
い
」（2-115

）

と
い
う
思
想
が
あ
る
。
主
観
で
あ
る
意
識
作
用
は
、
反
省
さ
れ
る
と
主
観
と
い
う

性
格
を
失
い
対
象
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
反
省
と
い
う
働
き
で
も
っ
て
主
観
で
あ

る
意
識
作
用
を
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
把
握
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
意
識
作
用
を
主

観
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
、
と
西
田
は
言
っ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。

こ
の
疑
問
は
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
で
は
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
放
置

さ
れ
る
。
し
か
し
、
反
省
さ
れ
た
も
の
は
既
に
対
象
で
あ
っ
て
真
の
主
観
で
は
な

い
と
い
う
思
想
を
西
田
は
保
持
し
続
け
て
お
り
、
独
自
の
思
想
が
現
れ
て
い
る
と

高
く
評
価
さ
れ
る
一
九
二
六
年
の
論
文
「
場
所
」
以
降
の
論
述
か
ら
も
、
こ
の
思

想
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
一
九
二
七
年
の
論
文
「
取
残
さ
れ
た

る
意
識
の
問
題
」
で
は
、
西
田
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
我
々
は
普
通
に
意
識
と

い
う
場
合
、
意
識
せ
ら
れ
た
意
識
を
考
え
て
居
る
、
意
味
を
荷
う
作
用
と
い
う
如

き
も
の
を
考
え
て
居
る
。
併
し
か
か
る
作
用
と
い
う
如
き
も
の
は
既
に
対
象
化
せ

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
意
識
す
る
意
識
で
は
な
い
、
真
の
意
識
そ
の
も
の
で
は

な
い
」（7-219

）。
ま
た
同
じ
一
九
二
七
年
の
論
文
「
知
る
も
の
」
で
は
、「
意
識

現
象
は
志
向
的
と
か
意
味
を
荷
う
と
か
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
単
に
志

向
的
作
用
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
尚
意
識
の
本
質
を
明
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
考
え
る
。
意
味
を
荷
う
作
用
と
い
う
如
き
も
の
は
、
尚
知
ら
れ
た
も
の
で
知

る
も
の
で
は
な
い
、
意
識
せ
ら
れ
た
も
の
で
意
識
す
る
も
の
で
は
な
い
、
意
識

は
か
か
る
作
用
を
も
内
に
映
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い

る
（3-539

）。
こ
こ
で
は
、『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
、

作
用
が
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
反
省
で
き
る
か
と
い
う
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
な

西
田
幾
多
郎
に
よ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判

―
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
期
を
中
心
に

―

満

原
　

健
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い
代
わ
り
に
、
作
用
は
対
象
化
さ
れ
た
主
観
、
つ
ま
り
意
識
さ
れ
た
意
識
に
す
ぎ

ず
、
真
の
主
観
で
あ
る
意
識
す
る
意
識
で
は
な
い
、
と
の
主
張
が
な
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
意
識
さ
れ
た
意
識
と
意
識
す
る
意
識
の
区
別
に
も
と
づ
い
て
、
作
用
が
も

つ
性
質
で
あ
る
志
向
性
を
意
識
の
本
質
的
特
性
と
み
な
す
考
え
も
、
西
田
の
批
判

対
象
と
な
っ
て
い
く
。
一
九
二
九
年
の
講
演
録
で
あ
る
「
私
の
判
断
的
一
般
者
と

い
う
も
の
」
で
は
、「
現
象
学
の
考
え
方
に
不
満
な
の
は
、
意
識
の
根
本
的
性
質
を

Intentionalität

に
置
く
こ
と
で
あ
る
。
私
は
意
識
は
自
覚
を
根
本
的
形
式
に
し

な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
思
う
」（13-114
）
と
、
意
識
の
根
本
性
質
は
志
向
性
で
は

な
く
自
覚
に
あ
る
と
い
う
考
え
を
提
示
す
る
。
一
九
三
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
『
一

般
者
の
自
覚
的
体
系
』
は
、
こ
の
「
自
覚
と
い
う
の
が
意
識
の
根
本
的
形
式
で
あ

る
」（4-344

）
と
い
う
主
張
を
基
軸
と
し
て
思
想
が
展
開
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
。

本
発
表
で
論
じ
る
の
は
、
な
ぜ
自
覚
が
意
識
の
根
本
的
形
式
と
言
え
る
の
か
、
志

向
性
が
「
意
識
の
根
本
特
性
」（H

ua. III/1, S. 337
）
で
あ
る
と
す
る
フ
ッ
サ
ー

ル
の
哲
学
に
対
す
る
批
判
は
妥
当
な
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

一
．
西
田
幾
多
郎
の
場
所
論

『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
で
示
さ
れ
た
哲
学
は
一
九
二
六
年
の
論
文
「
場
所
」

で
樹
立
さ
れ
た
思
想
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
、
ま
ず
こ
の
思
想
を
概
観
し
て
お

き
た
い 

⑴

。

こ
の
論
文
で
基
本
と
な
っ
て
い
る
考
え
は
、「
有
る
も
の
は
何
か
に
於
て
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
」（3-415

）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
何
ら
か
の
事
物
が
空
間

の
中
で
し
か
存
在
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
を
意
味
す
る
主
張
で
は
な
い
。
む

し
ろ
意
識
と
そ
の
対
象
と
を
、
場
所
と
そ
の
場
所
に
於
い
て
あ
る
も
の
と
い
う
関

係
を
も
つ
も
の
と
し
て
捉
え
、
対
象
は
意
識
に
於
い
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主

張
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
。
こ
の
主
張
に
は
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
こ
と
が
含

意
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
対
象
は
意
識
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
意
識
と
関
係
を
も
つ
こ
と
の
な
い
存
在
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
想
定
は
排
除
さ
れ
、
意
識
と
、
意
識
と
か
か
わ
る
限
り
で
の
対
象
と
、
こ
の

両
者
の
関
係
が
考
察
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
で
、
意
識
と
そ
の
志
向
的
対

象
、
お
よ
び
こ
の
両
者
の
相
関
関
係
を
扱
っ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
と
西
田
の
こ

の
時
期
の
思
想
は
共
通
し
て
い
る
。
次
に
、
対
象
は
場
所
と
し
て
の
意
識
に
於
い

て
あ
る
限
り
で
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
場
所
と
し
て
の
意
識
が
そ
の
対

象
に
対
し
て
可
能
性
の
条
件
と
い
う
性
格
を
も
つ
こ
と
と
な
る
。言
い
換
え
る
と
、

こ
の
意
識
は
超
越
論
的
な
も
の
で
あ
る
。
意
識
に
超
越
論
的
な
性
格
を
認
め
る
と

い
う
点
で
も
、
西
田
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
共
通
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

最
後
に
、
意
識
に
於
い
て
あ
る
対
象
は
、
意
識
に
内
在
す
る
と
い
う
特
徴
づ
け
が

な
さ
れ
る
。
西
田
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
よ
う
に
実
的
内
在
と
志
向
的
内
在
を
区
別
し

て
い
な
い
が
、
西
田
が
こ
こ
で
考
え
る
対
象
の
内
在
性
は
、
志
向
的
内
在
に
相
当

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
志
向
的
対
象
に
内
在
と
い
う
特
徴
付
け
を
す
る
点
で
も
、

西
田
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

意
識
は
場
所
で
あ
る
と
い
う
こ
の
思
想
に
従
っ
て
、
意
識
さ
れ
た
意
識
は
「
対

立
的
無
の
場
所
」（3-425

）、
意
識
す
る
意
識
は
「
真
の
無
の
場
所
」（3-427

）
あ

る
い
は
「
絶
対
無
の
場
所
」（3-433

）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
の
無

と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
知
る
も

の
は
何
処
ま
で
も
対
象
化
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
苟
も

対
象
化
せ
ら
れ
る
か
ぎ
り
そ
れ
は
知
る
も
の
で
な
い
。こ
う
い
う
意
味
に
於
て
は
、

知
る
も
の
は
知
ら
れ
る
も
の
に
対
し
て
、
無
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」（4-335
）。
知
ら
れ
る
も
の
、
対
象
化
さ
れ
る
も
の
は
西
田
の
用
語
法
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に
従
え
ば
有
で
あ
っ
て
、
知
る
も
の
で
あ
る
意
識
は
そ
れ
に
対
す
る
無
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
意
識
さ
れ
た
意
識
も
意
識
す
る
意
識
も
無
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、

意
識
さ
れ
た
意
識
は
、
対
象
と
し
て
の
有
に
対
し
て
は
意
識
で
あ
る
た
め
無
と
い

う
性
格
を
も
つ
も
の
の
、
対
象
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
「
真
の
無
」
あ
る
い

は「
絶
対
無
」で
は
な
い
。
そ
の
た
め
対
立
的
無
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
と
は
異
な
っ

て
、
意
識
す
る
意
識
は
、
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
の
は
意
識
で
あ
る
た
め
真

の
無
あ
る
い
は
絶
対
無
と
呼
ば
れ
る
。

西
田
が
こ
の
論
文
「
場
所
」
で
確
立
し
た
場
所
の
思
想
に
従
え
ば
、
意
識
さ
れ

た
意
識
で
あ
る
対
立
的
無
の
場
所
は
、
意
識
す
る
意
識
で
あ
る
真
の
無
の
場
所
の

対
象
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
真
の
無
の
場
所
に
於
い
て
あ
る
こ
と
と
な

る
。
一
方
、
真
の
無
の
場
所
を
さ
ら
に
包
む
よ
う
な
場
所
は
存
在
し
な
い
。
真
の

無
の
場
所
は
そ
の
定
義
上
対
象
化
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
対
象
と

す
る
よ
う
な
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
対
象
は
対
立
的
無
の
場
所
に

於
い
て
あ
り
、
対
立
的
無
の
場
所
は
真
の
無
の
場
所
に
於
い
て
あ
る
、
そ
し
て
真

の
無
の
場
所
が
す
べ
て
を
包
む
最
後
の
場
所
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
真
の
自
覚
の
意
識
は
…
真
の
無
の
場
所
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（3-482

）

と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
真
の
無
の
場
所
は
、
自
覚
す
る
意
識
で
あ
る
。

自
覚
と
い
う
概
念
は
、『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
と
い
う
著
作
で
は
「
自
己

が
自
己
の
作
用
を
対
象
と
し
て
、
之
を
反
省
す
る
と
と
も
に
、
か
く
反
省
す
る
と

い
う
こ
と
が
直
に
自
己
発
展
の
作
用
で
あ
る
、
か
く
し
て
無
限
に
進
む
の
で
あ

る
」（2-13

）
と
、
作
用
を
別
の
作
用
に
よ
っ
て
対
象
と
し
て
反
省
し
て
い
く
こ

と
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
論
文
「
場
所
」
以
降
で
西
田
が
厳
密
な
意
味
で

言
う
自
覚
は
、「
自
覚
と
い
う
の
は
、
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
が
一
で
あ
る

と
云
う
様
に
、
対
象
的
に
認
識
す
る
こ
と
で
は
な
い
」（3-482

）
と
あ
る
こ
と
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、
対
象
化
す
る
反
省
作
用
に
よ
っ
て
自
己
認
識
す
る
こ
と
で
は

な
い
。
西
田
自
身
の
言
葉
を
使
え
ば
、
作
用
で
は
な
く
「
直
観
」（3-483

）
に
よ

る
自
己
認
識
が
、
自
覚
で
あ
る
。

西
田
は
こ
の
よ
う
に
し
て
意
識
を
概
念
的
に
二
つ
に
区
分
す
る
わ
け
だ
が
、
こ

れ
に
近
い
発
想
を
フ
ッ
サ
ー
ル
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
対
象
へ
と
向
か
う

志
向
的
作
用
と
し
て
の
意
識
と
、
内
的
意
識
と
の
区
別
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に

よ
れ
ば
、
我
々
は
意
識
を
二
つ
の
仕
方
で
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
反
省
作

用
に
よ
る
意
識
と
、
内
的
な
覚
知
（Gew

ahrw
erden

）
あ
る
い
は
内
的
意
識
に

よ
る
意
識
で
あ
る
。
作
用
と
し
て
の
意
識
が
別
の
作
用
に
よ
っ
て
反
省
さ
れ
る
と

考
え
た
場
合
、
そ
の
作
用
を
反
省
す
る
作
用
も
ま
た
別
の
作
用
に
よ
っ
て
反
省
さ

れ
、
そ
れ
が
さ
ら
に
新
た
な
作
用
に
よ
っ
て
反
省
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
た

め
、
無
限
後
退
を
引
き
起
こ
す
。
そ
れ
に
対
し
て
内
的
な
覚
知
あ
る
い
は
内
的
意

識
は
、
反
省
作
用
に
よ
る
自
己
意
識
で
は
な
く
、
先
反
省
的
な
自
己
意
識
の
こ
と

を
指
す
。
こ
の
先
反
省
的
な
自
己
意
識
で
あ
れ
ば
、
無
限
後
退
は
起
こ
ら
な
い
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
一
九
二
八
年
に
出
版
さ
れ
た
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
で
、

特
に
時
間
の
構
成
と
い
う
問
題
と
絡
め
て
、
こ
の
内
的
意
識
を
主
題
的
に
論
じ

た
。
そ
こ
で
は
内
的
時
間
意
識
が
絶
対
的
な
意
識
流
、
つ
ま
り
「
全
て
の
構
成
に

先
立
っ
て
存
在
す
る
絶
対
的
な
意
識
」（H

ua. X
, S. 73

）
と
さ
れ
、「
構
成
さ
れ

た
も
の
に
従
っ
て
そ
う
呼
ば
れ
る
何
も
の
か
で
は
あ
る
が
、
時
間
的
に
客
観
的
な

も
の
で
は
な
い
」（H

ua. X
, S. 75

）
よ
う
な
、「
絶
対
的
な
主
観
性
」（
同
）
と
規

定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
絶
対
的
な
意
識
流
は
作
用
を
内
的
意
識
に
よ
っ
て
時
間
的

な
も
の
と
し
て
構
成
す
る
主
観
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
自
身
は
、
流
れ
と
は
呼
ば

れ
る
も
の
の
時
間
的
に
客
観
的
な
も
の
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
は
い
な
い
。
西
田

は
時
間
構
成
と
関
連
さ
せ
て
真
の
無
の
場
所
に
つ
い
て
の
性
格
付
け
を
与
え
た
わ

け
で
は
な
い
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
こ
こ
で
言
う
絶
対
的
な
主
観
性
で
あ
る
絶
対
的

な
意
識
流
は
、
客
観
と
は
な
ら
な
い
主
観
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
反
省
的
な
意
識
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で
は
捉
え
ら
れ
な
い
と
い
う
点
で
は
、
西
田
の
言
う
真
の
無
の
場
所
と
重
な
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
対
象
へ
と
向
か
う
志
向
作
用
と
し
て
の
意
識
は
、
時
間
的
な

も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
、
時
間
的
に
客
観
的
な
も
の
と
い
う
性
格
を
も
つ

意
識
で
あ
る
。
こ
の
点
も
、
志
向
作
用
を
意
識
さ
れ
た
意
識
と
し
て
、
意
識
す
る

意
識
か
ら
区
別
す
る
西
田
の
試
み
と
重
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
西
田
は
、
対
象

と
な
る
か
否
か
と
い
う
基
準
に
従
っ
て
、
対
象
と
、
そ
れ
が
於
い
て
あ
る
場
所
で

あ
る
対
立
的
無
の
場
所
、
さ
ら
に
そ
れ
が
そ
れ
に
於
い
て
あ
る
真
の
無
の
場
所
と

を
区
別
し
た
の
だ
が
、
こ
れ
に
近
い
区
別
を
フ
ッ
サ
ー
ル
も
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

二
．
志
向
作
用
と
自
覚

こ
の
よ
う
に
、「
場
所
」
と
い
う
思
想
を
唱
え
始
め
た
西
田
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲

学
に
は
共
通
点
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
に
対
し
て
『
一
般
者
の
自

覚
的
体
系
』
期
の
西
田
が
た
び
た
び
行
う
批
判
が
、「
序
」
で
挙
げ
た
よ
う
な
、
意

識
の
本
質
は
志
向
性
で
は
な
く
自
覚
に
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
西
田
が
場
所

の
思
想
を
提
唱
し
始
め
た
の
は
一
九
二
六
年
の
こ
と
で
あ
り
、
一
九
二
八
年
に
出

版
さ
れ
た
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
は
読
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た

一
九
二
八
年
の
あ
と
に
な
っ
て
も
、
西
田
が
こ
の
著
作
を
読
ん
だ
形
跡
は
な
い
。

そ
の
た
め
、
内
的
意
識
に
つ
い
て
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
は
「
第
二
に
、
内
部
知

覚
と
し
て
の
「
内
的
」
意
識
」
と
題
さ
れ
た
『
論
理
学
研
究
』
の
第
五
研
究
第
一

章
第
五
節
か
ら
わ
ず
か
に
知
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

た
め
、
先
反
省
的
自
己
意
識
の
存
在
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
無
視
し
た
う
え
で
志
向
性

が
意
識
の
根
本
特
性
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
と
西
田
が
誤
解
し
、
志
向
作
用
で

は
非
対
象
化
的
自
己
意
識
を
説
明
で
き
な
い
と
い
う
意
味
を
込
め
て
、
意
識
の
本

質
は
志
向
性
で
は
な
く
自
覚
に
あ
る
と
い
う
批
判
を
西
田
は
し
た
の
だ
と
解
釈
す

る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
西
田
が
意
識
の
本
質
は
自
覚
に
あ
る
と
主
張
す
る

と
き
、
先
反
省
的
で
非
対
象
化
的
な
自
己
意
識
の
み
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
西
田
の
自
覚
と
い
う
概
念
は
、
自
己
意
識
の
み
を
指

す
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

西
田
は
、
こ
の
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
が
書
か
れ
た
時
期
に
は
、
自
覚
を

「
自
己
が
自
己
に
於
て
自
己
を
見
る
と
い
う
こ
と
」（4-339

）
と
定
式
化
し
て
い

る
。
通
常
の
理
解
で
は
自
己
が
自
己
を
知
る
こ
と
が
自
覚
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に

西
田
は
意
図
的
に
「
自
己
に
於
い
て
」
と
い
う
言
葉
を
追
加
し
、
ま
た
「
知
る
」

で
は
な
く
「
見
る
」
と
い
う
用
語
を
好
ん
で
用
い
て
い
る
。「
自
己
に
於
い
て
」

と
い
う
言
葉
が
追
加
さ
れ
た
の
は
、
自
己
が
他
の
も
の
に
お
い
て
自
己
を
知
る
の

は
自
覚
で
は
な
い
、
と
い
う
理
解
か
ら
で
あ
る
（3-350

参
照
）。
西
田
は
こ
の
他

の
も
の
に
お
い
て
自
己
を
知
る
と
い
う
事
態
に
関
し
て
具
体
例
を
挙
げ
て
説
明
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
自
分
に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
記
事
を
読

ん
だ
り
、
他
の
人
の
話
し
て
い
る
内
容
を
聞
い
た
り
し
て
自
分
に
つ
い
て
知
る
の

が
他
の
も
の
に
お
い
て
自
己
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
介
さ

ず
、
自
分
の
意
識
の
う
ち
で
自
分
に
つ
い
て
知
る
の
が
正
確
な
意
味
で
の
自
覚
で

あ
る
、
と
西
田
は
考
え
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、「
見
る
」と
い
う
言
葉
は
直
覚
と
も
直
観
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
概
念
で
、

構
成
作
用
や
判
断
作
用
、
意
味
付
与
作
用
に
よ
る
知
と
区
別
さ
れ
た
意
味
で
用
い

ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
引
用
か
ら
読
み
取
れ
る
。「
何
処
ま
で
も
主
語
と

な
っ
て
述
語
と
は
な
ら
な
い
基
体
と
い
う
の
は
、
限
な
き
述
語
の
統
一
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
、
…
我
々
の
判
断
作
用
が
無
限
に
之
を
志
向
す
る
が
、
之
に
達
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
対
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
か
か
る
も
の
を
直
覚
的
と
考
え
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る
の
で
あ
る
」（3-327

）。
こ
こ
で
西
田
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
用
い
た
基
体
概

念
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
理
解

し
た
上
で
、「
我
々
の
判
断
作
用
が
無
限
に
之
を
志
向
す
る
が
、
之
に
達
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
対
象
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
西
田
が
言
お
う
と
し
て
い

る
の
は
、
あ
る
り
ん
ご
を
例
に
挙
げ
て
言
え
ば
、
そ
の
り
ん
ご
は
赤
い
、
そ
の
り

ん
ご
は
食
べ
物
で
あ
る
と
い
っ
た
判
断
を
い
く
ら
重
ね
て
も
、
そ
の
り
ん
ご
そ
の

も
の
を
正
確
に
言
い
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え

る
と
、
赤
や
食
べ
物
と
い
っ
た
概
念
で
も
っ
て
こ
の
り
ん
ご
に
意
味
付
与
し
、
赤

い
も
の
と
し
て
、
ま
た
食
べ
物
と
し
て
構
成
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
り
ん
ご
そ
の

も
の
の
一
面
を
捉
え
た
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
概
念
に
よ
っ
て

把
握
し
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
対
象
を
と
ら
え
る
の
が
直
覚
だ
、
と
西
田
は
考
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、「
個
体
概
念
の
根
底
に
は
、
何
等
か
の
意
味
に
於
て

非
合
理
的
な
る
も
の
の
直
覚
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
」（3-326

）
と
西
田
は

述
べ
て
い
る
。
個
体
は
い
か
に
概
念
付
け
、
意
味
付
け
、
述
語
付
け
を
重
ね
て
も

完
全
に
言
い
表
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
な
の
で
、
個
体
を
知
る
の
は
構
成
作
用

で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
こ
で
西
田
は
、
対
象
の
把
握
で
は
あ
る
が
、
構
成
作
用
と

は
区
別
さ
れ
概
念
を
通
さ
ず
直
接
に
認
識
す
る
も
の
と
し
て
、
直
覚
が
必
要
だ
と

す
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
西
田
は
何
か
を
な
に
も
の
か
と
し
て
意
味
付
与
し
構
成
す
る
と
い
う

働
き
が
、
知
る
と
い
う
働
き
の
一
種
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
如
何
な
る
判
断
の
基
に
も
直
覚
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
記
述
か
ら
も
分

か
る
よ
う
に
、
西
田
が
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
知
る
と
い
う
事
態
は
判
断
作

用
や
意
味
付
与
作
用
、
構
成
作
用
に
よ
っ
て
汲
み
つ
く
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
、
ま
た
見
る
こ
と
が
そ
れ
ら
の
作
用
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
個
体
に
つ
い
て
の
認
識
だ
け
で
な
く
自
己
を
知
る
と
い
う
事
態
に
関

し
て
も
、
構
成
作
用
で
は
な
く
概
念
を
介
さ
な
い
直
接
的
な
把
握
に
な
る
と
い
う

こ
と
は
あ
て
は
ま
る
。
そ
の
た
め
西
田
は
見
る
と
い
う
用
語
を
選
び
、「
自
己
が
自

己
に
於
て
自
己
を
見
る
と
い
う
こ
と
」
が
自
覚
で
あ
る
と
規
定
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
西
田
は
こ
の
自
覚
と
い
う
概
念
を
拡
大
し
た
意
味
で
用
い
る
こ
と
も

あ
る
。
西
田
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

物
が
私
に
知
ら
れ
る
と
い
う
に
は
、
先
ず
物
が
私
に
内
在
的
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
、
私
と
い
う
も
の
は
物
が
そ
れ
に
於
て
あ
る
場
所
の
意
味
を
有
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
う
い
う
意
味
に
於
て
は
、
私
は
物
に
対
し
て
全
然
無

で
あ
っ
て
、
単
に
物
を
映
す
と
考
え
ら
れ
る
。
併
し
私
が
物
を
知
る
と
い
う

か
ぎ
り
、
物
は
私
に
よ
っ
て
限
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
自

己
に
於
て
あ
る
も
の
は
自
己
に
よ
っ
て
限
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
自
己
は
自
己
に
於
て
自
己
の
内
容
を
限
定
し
自
己
の
中
に
自
己
の

内
容
を
映
す
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
の
で
あ
る
。
自
ら
無
に
し
て
有
を
限
定
す

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
意
味
に
於
て
自
覚
と
い
う
の
は
自
己
が

自
己
に
於
て
自
己
自
身
の
内
容
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
す
べ

て
知
る
と
い
う
に
は
、
か
か
る
自
覚
的
限
定
が
基
礎
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。（4-342

）

こ
こ
で
西
田
は
、
物
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
自
己
が
自
己
に
於
い
て
自
己
の
内

容
を
限
定
し
自
己
の
中
に
自
己
の
内
容
を
映
す
こ
と
で
あ
る
と
言
う
だ
け
で
な

く
、
そ
れ
は
自
己
が
自
己
に
於
い
て
自
己
自
身
の
内
容
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
す
な
わ
ち
自
覚
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
西
田
の
言
う
自
覚
は
、
自
己
が
自

己
に
於
て
自
己
を
見
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
自
己
が
自
己
に
於
て
自
己
自

身
の
内
容
を
見
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
己
の
意
識
内
容
と
な
っ
た
対
象
を
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見
る
こ
と
も
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

対
象
が
意
識
の
外
に
あ
る
と
考
え
る
哲
学
で
は
、
対
象
に
つ
い
て
の
意
識
が
自

覚
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
西
田
の
場
所
の
思
想
で
は

意
識
の
外
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
対
象
は
排
除
さ
れ
、
自
己
の
意
識
内
容
と
し
て

の
対
象
、
意
識
に
内
在
す
る
も
の
と
し
て
の
対
象
し
か
扱
わ
れ
な
い
。そ
の
た
め
、

対
象
に
つ
い
て
の
意
識
は
自
己
の
意
識
内
容
に
つ
い
て
の
意
識
、
す
な
わ
ち
一
種

の
自
覚
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
対
象
と
な
っ
た
意
識
に

つ
い
て
の
意
識
も
自
覚
の
一
種
と
い
う
こ
と
に
な
る
。西
田
の
場
所
の
思
想
で
は
、

自
己
に
つ
い
て
の
先
反
省
的
な
意
識
だ
け
で
な
く
、
自
己
に
つ
い
て
の
反
省
的
な

意
識
も
、
対
象
に
つ
い
て
の
意
識
も
自
覚
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

こ
れ
ら
複
数
の
性
質
の
異
な
る
意
識
が
す
べ
て
自
覚
と
み
な
さ
れ
る
だ
け
で
な

く
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
客
観
化
さ
れ
な
い
意
識
で
あ
る
真
の
無
の
場
所
は
、
自

己
に
つ
い
て
の
先
反
省
的
な
意
識
も
、
自
己
に
つ
い
て
の
反
省
的
な
意
識
も
、
対

象
に
つ
い
て
の
意
識
も
す
る
意
識
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

一
方
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
で
は
、
対
象
も
ま
た
志
向
的
内
在
と
い
う
か
た
ち
で

意
識
に
内
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
は
い
る
た
め
、
フ
ッ
サ
ー
ル
哲
学
で
の
対
象
に

つ
い
て
の
意
識
も
広
い
意
味
で
の
自
覚
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は

な
い
が
、
対
象
に
つ
い
て
の
意
識
が
自
覚
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
だ

け
で
な
く
、
客
観
化
さ
れ
な
い
意
識
で
あ
る
内
的
時
間
意
識
は
自
己
意
識
の
一
種

で
あ
っ
て
、
対
象
に
つ
い
て
の
意
識
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
西
田
と
フ
ッ

サ
ー
ル
の
考
え
は
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
自
覚
こ
そ
が
意
識
の
本
質
的
特
性
で
あ
る
と
西
田
が
主
張
す
る
と

き
、
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
二
つ
の
点
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
西
田

か
ら
す
れ
ば
、
先
反
省
的
な
自
己
意
識
は
志
向
作
用
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
た

め
志
向
性
が
意
識
の
本
質
で
あ
る
と
み
な
す
の
は
間
違
い
だ
が
、
先
反
省
的
な
自

己
意
識
と
し
て
の
自
覚
だ
け
で
な
く
、
拡
大
さ
れ
た
意
味
で
は
反
省
的
な
自
己
意

識
も
対
象
に
つ
い
て
の
意
識
も
自
覚
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
た
め
、
意
識
の
本
性
は

自
覚
に
あ
る
と
考
え
る
の
が
正
し
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
で
フ
ッ
サ
ー
ル
が
述
べ
る
縦
の
志
向
性

は
、
先
反
省
的
な
自
己
意
識
で
あ
る
内
的
意
識
が
も
つ
志
向
性
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
対
象
へ
向
か
う
志
向
作
用
だ
け
で
な
く
、
内
的
意
識
も
志
向
性
を
も
つ
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
、
内
的
意
識
が
志
向
作
用
で
な
い
か

ら
意
識
の
特
性
が
志
向
性
に
あ
る
と
は
み
な
せ
な
い
、
と
い
う
理
解
は
誤
解
だ
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
対
象
に
つ
い
て
の
意
識
も
拡
大
さ
れ
た
意
味
で
自

覚
で
あ
る
と
す
る
西
田
の
試
み
は
独
自
の
も
の
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
て

も
、
意
識
の
本
質
が
志
向
性
に
は
な
い
と
い
う
批
判
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
は
届
か
な

い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

第
二
に
、
西
田
か
ら
す
れ
ば
客
観
化
さ
れ
な
い
意
識
は
対
象
を
意
識
す
る
意
識

で
も
あ
っ
て
、
こ
の
意
識
に
よ
る
対
象
知
は
志
向
作
用
で
は
な
く
直
観
で
あ
る
。

志
向
性
に
意
識
の
本
質
を
見
る
立
場
は
、
こ
の
志
向
作
用
と
は
異
な
っ
た
直
観
的

把
握
を
見
落
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

確
か
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
内
的
時
間
意
識
は
、
対
象
を
意
識
す
る
意
識
と
考
え
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
直
観
も
ま
た
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
す
れ
ば
志
向

作
用
で
あ
っ
て
、
志
向
作
用
で
は
な
く
直
観
で
対
象
を
把
握
で
き
る
と
い
う
主
張

は
す
ぐ
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
は
、
両
者
の
用
語
理
解
の
違
い
が
あ
る
。
西
田
は
志
向
作
用

を
概
念
で
も
っ
て
対
象
を
把
握
し
構
成
す
る
作
用
と
み
な
し
て
お
り
、
そ
れ
に
対

す
る
直
観
は
概
念
を
通
さ
な
い
対
象
把
握
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
西
田
は

真
の
無
の
場
所
を
絶
対
無
の
場
所
と
呼
び
つ
つ
、「
絶
対
無
の
場
所
に
於
て
あ
る
も

の
に
至
っ
て
は
、
も
は
や
之
に
つ
い
て
何
事
を
も
云
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
全
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然
我
々
の
概
念
的
知
識
の
立
場
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
」（4-145

）
と
言
う
。
真

の
無
の
場
所
が
対
象
を
直
観
的
に
把
握
し
た
場
合
、
そ
れ
は
概
念
を
越
え
て
い
る

た
め
何
者
か
と
し
て
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
構

成
作
用
が
働
き
か
け
る
以
前
の
感
覚
野
な
ど
で
は
な
く
、
宗
教
的
経
験
に
お
い
て

現
れ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、「
最
も
直
接
的
に
し
て
最
も
具
体
的
な
る
も
の
」（4-

341

）
で
あ
る
。

だ
が
仮
に
フ
ッ
サ
ー
ル
が
西
田
の
語
る「
最
も
直
接
的
に
し
て
最
も
具
体
的
な
」

宗
教
的
経
験
を
し
て
、
そ
の
よ
う
な
体
験
の
う
ち
で
対
象
が
い
か
に
し
て
現
わ
れ

て
く
る
の
か
語
る
機
会
が
あ
っ
た
な
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
の
よ
う
な
経
験
も
志

向
性
と
い
う
概
念
を
用
い
て
説
明
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
発
生
的

現
象
学
で
受
動
的
総
合
と
よ
ば
れ
る
事
態
、
つ
ま
り
概
念
を
通
さ
な
い
対
象
把
握

に
つ
い
て
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
受
動
的
志
向
性
と
い
う
発
想
を
も
と
に
し
て
、
対

象
が
構
成
さ
れ
て
い
く
様
を
描
き
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
を
読
む
こ
と
な
く
、
ま
た
発
生
的
現
象
学
を
知

る
機
会
の
な
か
っ
た
一
九
三
〇
年
前
後
の
西
田
に
と
っ
て
、
志
向
性
と
は
対
象
へ

向
か
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
対
象
へ
と
向
か
う
わ
け
で
は
な
い
内
的
時
間

意
識
が
志
向
性
を
も
つ
と
は
言
い
難
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
志
向
性
と
は
意
味
を

付
与
し
て
概
念
規
定
す
る
性
質
の
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
概
念
規
定
以
前
の
段
階

に
受
動
的
志
向
性
が
あ
る
と
い
う
考
え
も
納
得
は
し
づ
ら
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
の
よ
う
な
、
対
象
へ
向
か
う
と
い
う
性
質
、
意
味
付
与
し

て
概
念
規
定
す
る
性
質
と
し
て
の
志
向
性
概
念
を
拡
大
し
つ
つ
自
己
の
思
索
を
す

す
め
て
い
く
。
意
識
の
本
質
が
志
向
性
に
な
い
と
い
う
西
田
の
批
判
は
、
フ
ッ

サ
ー
ル
か
ら
す
れ
ば
、
志
向
性
概
念
を
狭
く
捉
え
す
ぎ
た
結
果
で
あ
り
、
や
は
り

正
当
な
も
の
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

結
第
一
節
で
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
期
の
西
田
と

フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
は
重
な
る
点
が
多
い
。
意
識
と
、
意
識
と
か
か
わ
る
限
り
で

の
対
象
と
、
こ
の
両
者
の
関
係
を
考
察
の
範
囲
と
す
る
点
な
ど
は
そ
の
代
表
で
あ

る
。
他
に
も
、
意
識
さ
れ
た
意
識
と
区
別
し
て
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
意
識

を
考
え
、
そ
れ
が
先
反
省
的
な
自
己
意
識
を
す
る
と
み
な
す
と
い
う
点
で
も
共
通

し
て
い
る
。
し
か
し
、
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
西
田
は
対
象
が
意
識
に
於
い

て
あ
る
と
い
う
場
所
の
思
想
に
従
っ
て
、
対
象
は
意
識
に
内
在
す
る
意
識
内
容
で

あ
る
と
し
、
対
象
に
つ
い
て
の
意
識
も
意
識
の
意
識
内
容
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ

る
た
め
自
覚
の
一
種
で
あ
る
と
考
え
た
。
西
田
は
場
所
の
思
想
を
樹
立
し
た
か
ら

こ
そ
、
自
覚
が
意
識
の
根
本
的
形
式
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
持
ち
え
た
と
言
え

る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
も
志
向
的
対
象
は
志
向
的
に
意
識
に
内
在
す
る
も
の
と
規
定
し

な
が
ら
、
対
象
に
つ
い
て
の
意
識
は
自
覚
と
は
み
な
さ
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
両
者

の
違
い
の
一
つ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
違
い
は
、
客
観
化
さ
れ
な
い
意

識
が
、
西
田
で
は
対
象
認
識
も
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
で
は

前
反
省
的
な
自
己
意
識
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

西
田
は
意
識
の
特
性
が
志
向
性
に
あ
る
と
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
を
批
判
し

た
が
、
そ
れ
は
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
を
読
ま
ず
、
発
生
的
現
象
学
を
知

ら
な
か
っ
た
が
た
め
の
誤
解
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
西
田
が

語
る
客
観
化
さ
れ
な
い
意
識
で
あ
る
真
の
無
の
場
所
の
自
覚
と
い
う
か
た
ち
で
直

観
的
に
把
握
さ
れ
る
と
し
た
も
の
、
つ
ま
り
「
最
も
直
接
的
に
し
て
最
も
具
体
的

な
る
も
の
」
は
、
概
念
把
握
が
な
さ
れ
る
以
前
の
世
界
の
姿
で
あ
り
な
が
ら
感
覚

野
で
も
な
い
た
め
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
論
じ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ

の
た
め
、
西
田
の
思
想
は
、
感
覚
野
か
ら
出
発
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
構
成
が
な
さ
れ
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て
い
く
様
を
記
述
し
て
い
く
フ
ッ
サ
ー
ル
の
発
生
的
現
象
学
と
は
異
な
っ
た
、「
最

も
直
接
的
に
し
て
最
も
具
体
的
な
る
も
の
」
を
最
下
層
と
し
て
意
味
の
構
成
が
な

さ
れ
て
い
く
様
を
発
生
的
に
記
述
す
る
哲
学
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

凡
例

・
西
田
幾
多
郎
の
文
章
の
引
用
は
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二-

二
〇
〇
九
年
）
よ
り
行
い
、（
巻
号
‐
ペ
ー
ジ
数
）
の
形
で
略
記
す
る
。

・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
文
章
の
引
用
は
『
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
』（H

usserliana, D
en H

aag/ 
D

ordrecht 1950ff.

）
よ
り
行
い
、（H

ua. 
巻
号, S. 

ペ
ー
ジ
数
）
の
形
で
略
記
す
る
。

註⑴　

以
下
に
挙
げ
た
西
田
の
場
所
概
念
の
特
徴
は
、
す
べ
て
を
列
挙
し
た
も
の
で
は
な

い
。
こ
こ
に
挙
げ
な
か
っ
た
特
徴
の
う
ち
重
要
な
も
の
と
し
て
は
、
場
所
と
そ
こ
に

於
い
て
あ
る
も
の
の
関
係
が
、
一
般
者
と
特
殊
、
あ
る
い
は
一
般
者
と
個
物
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
知
る
と
い
う
こ
と
は
判
断
す
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
主
語
に
述
語
付
け
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
理
解
を
受
け
継
い
で
い
た
西

田
は
、
包
摂
判
断
こ
そ
が
判
断
の
基
本
的
形
式
だ
と
み
な
し
、
認
識
の
対
象
を
規
定

す
る
述
語
、
す
な
わ
ち
意
味
も
し
く
は
概
念
が
一
般
者
と
し
て
の
場
所
で
あ
り
、
主

語
と
な
る
認
識
の
対
象
は
、
そ
の
場
所
に
於
い
て
あ
る
も
の
だ
と
考
え
た
。
そ
し
て

知
識
は
一
般
者
の
自
己
限
定
と
い
う
か
た
ち
で
成
立
す
る
の
だ
と
主
張
す
る
よ
う
に

な
る
。
こ
の
点
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が
共
有
し
な
い
西
田
の
独
自
の
思
想
だ
が
、
紙
幅
に

限
り
が
あ
る
の
で
本
稿
で
は
検
討
し
な
い
。

（
満
原
健
・
み
つ
は
ら　

た
け
し
・
奈
良
県
立
大
学
）
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1　

合
理
的
な
存
在
者
と
し
て
の
現
存
在

本
発
表
の
目
的
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
分
析
論
に
お
け
る
合
理
性
の
位
置

付
け
を
特
定
し
、
そ
の
時
間
的
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
現
存
在
分
析
論
と
合
理
性
と
の
結
び
付
き
を
説
明
し
よ
う
。
こ
こ
で
合

理
性
と
呼
ぶ
の
は
合
理
化
の
能
力
、
す
な
わ
ち
規
範
に
照
ら
し
て
行
為
し
、
自
ら

の
振
舞
い
に
つ
い
て
そ
の
理
由
に
か
か
わ
る
〈
な
ぜ
？
〉
と
い
う
問
い
に
答
え
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
合
理
化
が
現
存
在

分
析
論
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。
現
存
在
の

存
在
の
意
味
で
あ
る
と
さ
れ
る
時
間
性
の
図
式
の
う
ち
、
将
来
性
お
よ
び
現
在
の

図
式
は
用
途
性
（U

m
-zu

）
と
主
旨
性
（U

m
-w

illen/U
m

w
illen seiner

）
で

あ
る
（V

gl. SZ, 365

）。『
存
在
と
時
間
』
第
一
部
第
一
編
の
一
部
を
占
め
る
世

界
性
の
分
析
に
も
登
場
す
る
こ
れ
ら
の
用
語
は
明
ら
か
に
、
あ
る
事
柄
を
別
の
事

柄
に
よ
っ
て
合
理
化
す
る
言
い
回
し
か
ら
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
存
在
者

の
存
在
を
表
す
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
道
具
や
現
存
在
に
と
っ
て
存
在
す
る

4

4

4

4

と
は
合
理
化
の
う
ち
に
位
置
付
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
世
界
内
存
在
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
合
理
化
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
こ
と

を
暫
定
的
に
示
す
に
は
、
こ
れ
で
十
分
だ
ろ
う
。

す
る
と
現
存
在
分
析
論
の
問
題
は
、
何
が
合
理
化
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
合
理
化
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
た
ら
し
め
る
の
か
？ 

合
理
化
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
意
味
と
は
何
か
？ 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
が
提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
、
い
か
に
「
用

途
」「
主
旨
」「
適
所
」
等
の
名
前
を
付
け
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

が
現
存
在
を
他
か
ら
区
別
す
る
存
在
論
的
構
造
を
提
示
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
（Existenzialien

）
の
区
別
は
現
存
在

の
存
在
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ

る
（
注
１
）。

既
存
の
解
釈
の
う
ち
に
は
、
現
存
在
の
合
理
的
行
為
者
と
し
て
の
存
在
性
格
、

あ
る
い
は
行
為
者
性
に
つ
い
て
の
説
明
を
不
安
や
死
、
良
心
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
記
述
の
う
ち
に
求
め
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ブ
ラ
ッ
ト
ナ
ー
い
わ

く
、「『
存
在
と
時
間
』
の
第
一
編
は
現
存
在
が
規
範
に
従
い
、
規
範
に
応
答
で
き

る
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。［
…
］
し
か
し
、
第
一
編
は
現
存
在
が
規
範

に
応
答
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
解
明
し
た
り
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ

の
課
題
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
負
い
目
［Guilt

］』
と
『
良
心
』
の
現
象
学
を
展

開
す
る
第
二
編
に
残
さ
れ
て
い
る
。
良
心
と
負
い
目
と
は
と
も
に
、
規
範
へ
の
応

答
性
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
。」（Blattner 2015, 120

）
重
要
な
の
は
、
一
見

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
存
在
論
的
責
任

―
合
理
的
な
も
の
の
時
間
性

―

山

下

智

弘
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評
価
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
負
い
目
（Schuld/guilt

）
と
い
う
概
念
が
、
こ

こ
で
は
中
立
的
な
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
良
心
は

現
存
在
が
負
い
目
を
有
す
る
こ
と
を
伝
え
る
と
さ
れ
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
見

規
範
的
な
含
み
を
持
つ
よ
う
に
見
え
る
こ
れ
ら
の
概
念
が
、
具
体
的
な
規
範
を
与

え
た
り
振
る
舞
い
に
対
す
る
評
価
を
意
味
す
る
と
い
う
解
釈
を
拒
否
す
る
（V

gl. 
SZ, 280

）。
し
か
し
同
時
に
、
負
い
目
は
過
誤
や
善
悪
の
可
能
性
の
条
件
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
述
べ
る
（V

gl. SZ, 283

）。
良
心
の
持
つ
評
価

的
中
立
性
と
規
範
性
の
両
方
に
忠
実
で
あ
る
た
め
に
、
負
い
目
は
現
存
在
が
お
お

よ
そ
規
範
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
を
参
照
し
て
行
為
を
予
定
し
、
決
定
し
、
評
価

す
る
能
力
を
意
味
す
る
、
と
解
釈
す
る
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
ク
ロ
ー
ウ
ェ
ル

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
良
心
の
分
析
は
「［
…
］
理
由
の
空
間
に
入
場
す
る
と
い

う
我
々
の
能
力
を
明
瞭
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
」（Crow

ell 2013, 198

）
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
良
心
の
呼
び
掛
け
の
内
容
に
「
負
い
目
」
と
い
う
す
で
に
評

価
を
含
ん
だ
名
称
を
与
え
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。（
理
論
的
な
い
し
実
践
的

な
）
行
為
に
お
い
て
規
範
に
照
ら
し
て
振
る
舞
う
こ
と
は
む
し
ろ
「
責
任
」
と
で

も
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
現
存
在
が
合
理
性
を
有
す
る
と
い
う
事
実

4

4

に
つ

い
て
な
ら
、
良
心
が
そ
れ
を
告
げ
る
と
述
べ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
実
際
、
従

来
の
解
釈
は
主
に
、
良
心
論
や
本
来
性
を
も
と
に
責
任
の
あ
り
方
を
扱
う
こ
と
に

集
中
し
て
い
る
（V

gl. Blattner 2015; Crow
ell 2013, ch. 8–13; Golob 2014, 

ch. 5–6

）。だ
が
、
合
理
性
の
可
能
性
と
構
造

4

4

4

4

4

4

に
つ
い
て
の
問
い
、
す
な
わ
ち
、「
い

か
な
る
条
件
に
よ
っ
て
合
理
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
他
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
か
？
」

と
い
う
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
現
存
在
の
存
在
の
意
味
と
さ
れ
る
時
間
性
か

ら
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
本
発
表
の
主
題
は
い
わ
ば
責
任
の
存
在
論
的
構
造

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
説
明
は
、『
存
在
と
時
間
』既
刊
部
に
お
け
る
残
さ
れ
た
箇
所
、

す
な
わ
ち
時
間
性
の
分
析
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

2　

用
途
性
と
主
旨
性
の
時
間
性
格

だ
が
、
現
存
在
の
時
間
性
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
「
既
在
的
・
現
在
化
的
な
将

来
」（SZ, 326

）
は
『
存
在
と
時
間
』
の
う
ち
で
明
瞭
に
説
明
さ
れ
て
い
る
と
は

言
い
難
い
。
た
と
え
ば
、
ま
さ
し
く
「
憂
慮
の
存
在
論
的
意
味
と
し
て
の
時
間

性
」
と
題
さ
れ
た
第
六
十
五
節
で
は
、
目
標
と
し
て
憂
慮
の
意
味
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
「［
…
］
何
が
憂
慮
の
分
節
さ
れ
た
構
造
全
体
の
全
体

性
を
、
展
開
さ
れ
た
区
分
が
統
一
さ
れ
る
よ
う
な
仕
方
で
可
能
に
す
る
の
か
？
」

（SZ, 324

）
と
い
う
問
い
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
実
際
に

行
っ
て
い
る
の
は
、
時
間
性
の
三
つ
の
契
機
が
日
常
的
な
語
法
に
お
け
る
時
間
と

は
異
な
る
と
い
う
消
極
的
な
主
張
と
、
時
間
性
が
憂
慮
を
可
能
に
す
る
と
い
う
断

言
の
み
で
あ
る
（V

gl. SZ, 327–331

）。
ま
た
時
間
性
の
地
平
的
図
式
に
つ
い
て

も
、
た
と
え
ば
ゴ
ロ
ブ
が
「
し
か
し
我
々
が
そ
れ
［
地
平
的
図
式
に
訴
え
る
こ
と
］

に
よ
っ
て
獲
得
す
る
の
は
、
世
界
の
時
間
的
分
析
で
は
全
く
な
く
、
我
々
が
そ
の

た
め
に
時
間
的
図
式
を
必
要
と
し
て
い
る
当
の
非
時
間
的
構
造
を
単
に
繰
り
返
す

こ
と
な
の
で
あ
る
」（Golob 2014, 141

）
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
も
し
図
式
を

時
間
性
の
内
容
を
説
明
す
る
も
の
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
循
環
を
免
れ
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
、
時
間
性
に
つ
い
て
の
解
釈
は
必
然
的
に
再
構
成
と
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

合
理
化
の
結
合
形
式
と
し
て
の
用
途
性
と
主
旨
性
、
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
説
明

項
で
あ
る
用
途
と
主
旨
を
検
討
し
よ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
例
は
、
た
と
え

ば
「
製
作
中
の
靴
は
履
く
と
い
う
用
途
を
持
ち
（
履
物
）、
製
作
さ
れ
た
時
計
は

時
間
を
知
る
と
い
う
用
途
を
持
つ
。」（SZ, 70

）「［
…
］
槌
に
つ
い
て

4

4

4

4

は
、
そ
の

名
前
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
打
つ
こ
と
の
も
と
に
適
所
が
あ
り
、
打
つ
こ
と
に

つ
い
て
は
固
定
す
る
こ
と
の
も
と
に
、
固
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
悪
天
候
に

対
す
る
守
り
の
も
と
に
適
所
が
あ
る
。
そ
し
て
、
悪
天
候
か
ら
守
る
こ
と
は
屋
根
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の
下
で
暮
ら
す
こ
と
を
主
旨
と
し
て
『
い
る
』。」（SZ, 84

）
で
あ
る
。
適
所
性

は
用
途
性
の
持
つ
指
示
の
形
式
で
あ
り
（SZ, 83 f.

）、「
適
所
性
に
属
す
る
〈
…

の
も
と
で
〉
は
、
用
途
［W

ozu

］
の
性
格
を
持
つ
［
…
］」（SZ, 353

）
と
い
う

よ
う
に
、
用
途
性
と
適
所
性
は
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ら
、
こ
れ

ら
の
例
を
総
合
す
れ
ば
、
用
途
性
は
道
具
な
い
し
行
為
を
行
為
に
よ
っ
て
正
当

化
す
る
と
い
え
る
。
一
方
で
主
旨
性
は
、
合
理
化
項
と
し
て
存
在
可
能
を
有
す

る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
主
旨
の
例
と
し
て
持
ち
出
し
て
い
る
の
は
、
屋
根
の
下
で

暮
ら
す
こ
と
（U

nterkom
m

en
）
や
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
（U

nterhalten, 
Fortkom

m
en

）
で
あ
る
（SZ, 297
）。

で
は
、
行
為
と
存
在
可
能
、
あ
る
い
は
各
々
を
用
い
た
合
理
化
は
、
ど
の
よ
う

な
時
間
的
性
格
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
現
存
在
の
可
能
性
を
ま4

だ4

現
実
的
で
な
い

4

4

も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
（vgl. SZ, 143

）。

「
ま
だ
…
…
な
い
」
と
い
う
語
り
方
を
受
け
入
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に

「
既
に
…
…
終
え
た
」
と
い
う
語
り
方
を
受
け
入
れ
な
い
場
合
に
の
み
有
意
味
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
で
い
て
、「［
…
］
企
投
は
投
げ
る
こ
と
に
お
い
て
可
能
性
を
可
能

性
と
し
て
自
ら
の
前
方
に
投
げ
、
可
能
性
と
し
て
存
在
さ
せ
る
」（SZ, 145

）
と

い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
存
在
の
可
能
性
は
未
来
と
の
関
連
を
有
す
る
。
完
了

が
な
い
た
め
、
現
存
在
の
可
能
性
に
と
っ
て
終
了
す
る
こ
と
は
常
に
偶
然
的
で
あ

る
。
一
方
で
、
現
存
在
の
可
能
性
に
は
中
断
な
い
し
失
敗
と
い
う
も
の
が
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
は
「
彼
女
は
…
…
し
て
い
る

4

4

4

4

と
こ
ろ
で
、
ま
だ

4

4

…
…
し
終
え

て
い
な
か
っ
た

4

4

4

4

の
だ
が
、
つ
い
ぞ
…
…
し
終
え
る

4

4

4

こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
語

り
方
を
要
求
す
る
が
、
現
存
在
の
可
能
性
は
本
質
的
に
こ
れ
を
受
け
入
れ
な
い

か
ら
で
あ
る
。
現
存
在
の
可
能
性
が
持
つ
こ
う
し
た
時
間
的
性
格
を
、
遍
時
間
性

（Zeitallgem
einheit

）
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う

（
注
２
）。

実
際
、〈
己
に
先
ん
じ
て

存
在
す
る
こ
と
〉を
説
明
す
る
に
際
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「『
先
に
』と
い
う
の
は
、

『
今
は
ま
だ
だ
が
、
後
に
は
』
と
い
う
意
味
で
の
『
前
も
っ
て
』
で
は
な
い
」（SZ, 

327

）
と
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
主
旨
の
遍
時
間
性
と
い
う
解
釈
を
支
持
す
る

（
注
３
）。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
例
に
即
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
生
活
の
維
持
に
つ
い

て
、「
彼
女
は
ま
だ
生
活
を
維
持
し
終
え
て
い
な
か
っ
た
」「
彼
女
は
す
で
に
生
活

を
維
持
し
終
え
た
」
と
い
う
語
り
方
を
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
語
り
方
を
す
る
な
ら
、
生
活
の
維
持
は
健
康
で
文
化
的
な
生
活
の
終
了
や
、
あ

る
い
は
死
に
よ
っ
て
完
了
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、「
生
活
を
維

持
す
る
」
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
生
活
の
維
持
は
途
中
で
中

断
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
が
中
断
さ
れ
た
と
き
に
、
そ
の
時
点
で
な
し
終
え

ら
れ
て
い
る
べ
き
途
中
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
現
存
在
の
主
旨
は
完
了
す
る
こ
と
が
な
い

（
注
４
）。

未
完
了
と
完
了
の
対
比
が

な
い
、
な
い
し
、
進
行
相
の
判
断
が
完
了
相
の
判
断
を
含
意
す
る
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
生
活
の
維
持
が
い
か
な
る
持
続
も
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
生

活
の
維
持
は
そ
の
た
め
に
必
要
な
事
柄
を
常
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点

で
、
生
活
の
維
持
は
た
と
え
ば
、「
空
は
快
晴
だ
」
な
ど
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
よ

う
な
状
態
と
は
異
な
る
。
天
候
は
未
完
了
と
完
了
と
の
区
別
を
持
た
な
い
上
に
、

そ
も
そ
も
い
か
な
る
持
続
も
含
意
し
な
い
。
あ
る
天
候
が
一
定
の
期
間
持
続
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
経
験
的
に
確
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
天
候
そ
の
も
の
の
可

能
性
の
条
件
、
す
な
わ
ち
存
在
に
は
関
係
し
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
生
活
の
維

持
が
状
態
や
完
了
し
う
る
動
作
の
よ
う
に
有
限
な
時
間
性
し
か
持
た
な
い
と
い
う

想
定
は
無
意
味
で
あ
る
（
死
は
主
旨
の
完
了
や
中
断
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
撤

回
［Zurücknahm

e

］」（SZ, 307 f.

）
で
し
か
な
い
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
用
途
が
未
完
了
と
完
了
と
い
う
観
点
（
時
相
）
か
ら
語
ら
れ

う
る
上
に
、
そ
の
よ
う
な
語
り
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
存
在
し
う
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
も
容
易
に
理
解
で
き
る
。打
つ
こ
と
は
固
定
す
る
と
い
う
用
途
を
持
つ
、
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と
い
う
例
を
考
え
よ
う
。
誰
か
が
板
を
窓
枠
に
打
ち
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

途
中
で
や
め
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
た
と
し
よ
う
。私
が
そ
れ
を
指
摘
し
て
も
、

そ
の
人
は
「
も
う
作
業
は
終
わ
っ
て
い
る
ん
だ
、
私
は
釘
で
板
を
貫
い
て
い
た
だ

け
な
の
だ
か
ら
」と
い
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
人
が
嘘
を
つ
い
て
い
な
い
場
合
、

た
し
か
に
そ
の
行
為
は
完
了
し
て
い
る
。
だ
が
、
実
際
に
窓
を
補
強
し
て
い
た
の

な
ら
、
同
じ
こ
と
を
し
て
い
て
も
、
そ
の
人
は
「
板
を
固
定
す
る
」
と
い
う
行
為

を
中
断
し
た
こ
と
に
な
る
。
行
為
の
完
了
と
中
断
の
条
件
を
定
め
る
規
則
は
、
行

為
そ
の
も
の
の
現
前
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
規
則
は
説

明
さ
れ
る
方
の
行
為
の
完
了
条
件
を
定
め
る
。
た
と
え
ば
、
打
つ
こ
と
は
釘
や
杭

の
頭
を
軽
く
小
突
く
だ
け
で
も
「
打
っ
た
」
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
家
を
建
築
し
た
り
修
繕
す
る
と
い
う
文
脈
の
も
と
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ

の
場
合
、
打
つ
と
い
う
作
業
が
ど
こ
で
完
了
す
る
の
か
と
い
う
問
い
に
は
、
も
の

が
固
定
さ
れ
た
と
き
、
と
し
か
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
完
了
と
未

完
了
と
い
う
語
り
方
は
、
行
為
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
い
て
理
解
さ
れ
る
道
具
の
可

能
性
の
条
件
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
存
在
者
の
も
と
で
の
存
在

4

4

4

4

4

4

の
可
能
性
の
条
件
で

あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
条
件
の
み
に
よ
っ
て
合
理
的
な
も
の
を
他
か
ら
区
別
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
主
旨
性
の
結
合
形
式
を
☆
で
表
し
て
み
よ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
出
す
例
は
、「
私
は
自
分
の
身
を
風
雨
か
ら
防
御
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
☆
私
は
屋

根
の
下
で
暮
ら
す
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
☆
の
後
に
位
置
す
る
主
旨
は
、
遍
時

間
的
な
も
の
で
あ
る
。し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
説
明
関
係
は
生
物
に
も
見
ら
れ
る
。

生
物
を
特
徴
づ
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
生
活
形
式
（life-form

）
を
認
め
る
立

場
か
ら
す
れ
ば
、「
エ
イ
ミ
ー
は
今
年
の
春
に
仔
を
産
ん
だ
☆
エ
イ
ミ
ー
は
猫
で
あ

る
」
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う

（
注
５
）。

あ
る
い
は
、
単
な
る
物
質
に
つ
い
て
も
説

明
形
式
☆
は
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、「
こ
の
机
は
燃
え
た
☆
こ

の
机
は
可
燃
性
を
も
つ
」
が
そ
う
で
あ
る
（
外
的
な
原
因
を
必
要
と
す
る
点
で
前

二
者
と
は
異
な
る
が
）。
こ
れ
ら
の
説
明
に
お
い
て
説
明
項
は
遍
時
間
的
な
も
の

で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
こ
れ
ら
を
存
在
論
的
に
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
用
途
性
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
が
成
り
立
つ
。（

注
６
）。

我
々
は
、
用
途
や
主
旨
を
合
理
性
の
存
在
論
的
形
式
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が

ま
だ
で
き
て
い
な
い
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
我
々
は
ま
だ
猫
や
机
が
己
に
先

ん
じ
て
、
す
で
に
世
界
の
う
ち
に
、
存
在
者
の
も
と
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を

排
除
す
る
理
由
と
し
て
、
単
な
る
日
常
的
直
観
で
は
な
い
存
在
論
的
な
理
由
を
持

た
な
い
の
で
あ
る
。

3　

既
在
性

既
在
性
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
求
め
ら
れ
て
い
る
機
能
に
つ
い

て
考
察
し
よ
う
。
我
々
は
、
現
存
在
が
合
理
化
と
い
う
仕
方
で
行
為
な
い
し
道
具

を
説
明
す
る
た
め
の
説
明
関
係
を
、
現
存
在
以
外
の
も
の
の
持
つ
説
明
関
係
か
ら

区
別
す
る
も
の
を
求
め
て
い
る
。

そ
の
差
異
は
、
規
範
的
な
理
由
と
事
実
的
な
理
由
の
差
異
、
あ
る
い
は
私
に

と
っ
て
の
理
由
と
単
に
三
人
称
的
な
理
由
の
差
異
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
良
心
の
概
念
に
着
目
す
る
の
が
ク
ロ
ー
ウ
ェ
ル
の

解
釈
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
ウ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
社
会
的
規
範
で
あ
ろ
う
と
自
然
的
な

衝
動
で
あ
ろ
う
と
、
類
型
的
な
規
範
は
そ
れ
が
私
に
と
っ
て

4

4

4

4

4

重
要
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
こ
と
は
不
安
に
つ
い
て
の
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
記
述
に
表
れ
て
い
る
。
い
わ
く
、「
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
不
安
は
、
あ
ら

ゆ
る
法
や
当
為
の
規
範
性
に
対
す
る
全
面
的
な
無
能
力
の
よ
う
な
も
の
を
明
ら

か
に
す
る
。
実
在
す
る
規
範
は
単
な
る
事
実
と
し
て
現
れ
る
」（Crow

ell 2013, 
205

）。
あ
ら
ゆ
る
規
範
が
現
存
在
自
身
に
よ
る
関
与
な
し
に
は
い
わ
ば
単
な
る
事
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実
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、「
い
か
に
し
て
何
ら
か
の
理
由
が
私
に
と
っ

4

4

4

4

て
の

4

4

理
由
と
な
る
の
か
？
」（Crow

ell 2013, 204

）
と
い
う
問
い
が
生
ず
る
。

ク
ロ
ー
ウ
ェ
ル
は
こ
こ
で
、
良
心
論
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
が「
負
い
目
」を「
何

ら
か
の
非
力
さ
の
根
拠
」（SZ, 283

）
と
特
徴
づ
け
る
際
の
説
明
に
着
目
す
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
い
わ
く
、「［
現
存
在
は
］
自
分
自
身
に
よ
っ
て
で
は
な
く

4

4

4

4

4

4

4

4

、
自
分
自

身
へ
と

4

4

、
根
拠
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
し
て
そ
れ
は
、
根
拠
で
あ
る
た
め

4

4

4

4

4

4

4

に

な
の
で
あ
る
。
現
存
在
は
、
根
拠
が
現
存
在
自
身
の
企
投
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生

ま
れ
出
て
く
る
と
い
う
意
味
で
自
分
自
身
が
自
ら
の
存
在
の
根
拠
で
あ
る
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
自
己
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
現
存
在
は
根
拠
の
存
在

4

4

な
の

だ
。」（SZ, 284 f.

）
ク
ロ
ー
ウ
ェ
ル
は
、
こ
の
文
章
を
解
釈
す
る
た
め
に
「
根

拠
」
を
現
存
在
の
手
中
に
収
ま
ら
な
い
「
事
実
性
」
と
、
論
証
的
な
実
践
に
お
い

て
与
え
ら
れ
、
行
為
を
正
当
化
で
き
る
「
理
由
」
の
二
つ
の
意
味
で
解
釈
す
る
こ

と
を
提
案
す
る
。
そ
し
て
、
も
し
こ
の
文
章
に
お
け
る
「
根
拠
」
を
、
単
に
「
事

実
性
」
の
意
味
に
の
み
解
す
る
な
ら
ば
、
主
体
が
提
示
す
る
理
由
は
単
な
る
事
実

と
な
り
、
規
範
性
は
消
滅
す
る
と
い
う
（V
gl. Crow

ell 2013, 199 f.

）。
根
拠

を
引
き
受
け
る
と
は
、「
事
実
的
根
拠
の
『
可
能
化
』［possibilizing
］」（Crow

ell 
2013, 208

）
で
あ
り
、
そ
れ
は
「［
…
］
事
実
的
根
拠
が
、
私
が
説
明
責
任
を
負

う
選
択
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
う
し
た
根
拠

は
理
由
の
規
範
的
空
間
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
」（Crow

ell 2013, 208

）。
事
実
的

根
拠
は
選
択
に
よ
っ
て
、
行
為
の
合
理
化
の
一
項
と
し
て
使
用
可
能
な
も
の
と
な

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ク
ロ
ー
ウ
ェ
ル
は
、
良
心
の
呼
び
声
の
内
容
を

規
範
へ
の
応
答
可
能
性
（answ

erability

）
と
し
て
の
責
任
（responsibility

）

と
解
釈
す
る
（V

gl. Crow
ell 2013, 205 f.

）。

し
か
し
、
ク
ロ
ー
ウ
ェ
ル
の
用
い
る
可
能
化
と
い
う
概
念
は
曖
昧
で
あ
る
。
ク

ロ
ー
ウ
ェ
ル
は
可
能
化
に
関
し
て
、
元
来
単
な
る
事
実
で
あ
っ
た
も
の
を
理
由
と

し
て
取
り
入
れ
る
と
い
う
表
現
を
用
い
る
が
、
そ
れ
は
可
能
化
が
独
立
し
た
作
用

で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
A
と
い
う
単
な
る
事
実
と
B
と
い
う
私

の
行
為
が
、「
A
で
あ
れ
ば
B
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
私
は
行
為
の
理
由
と
し
て

認
め
る
」
と
い
う
思
考
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
場

合
、
可
能
化
に
お
け
る
選
択
そ
れ
自
体
は
規
範
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
否
か

と
問
う
こ
と
が
で
き
る
。も
し
そ
れ
が
規
範
に
則
っ
て
い
な
い
な
ら
、
そ
れ
は「
私

が
説
明
責
任
を
負
う
」
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
可
能
化
に
規

範
が
あ
る
な
ら
そ
れ
自
体
が
ま
ず
可
能
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
無
限

後
退
に
至
る
こ
と
に
な
る
（V

gl. Pippin 1997, 392

）。
こ
う
し
た
問
題
を
解
決

す
る
た
め
に
は
、
規
範
を
規
範
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
独
立
し
た
内
容
と

し
て
合
理
化
の
う
ち
に
登
場
す
る
の
で
は
な
く
、
合
理
化
形
式
そ
の
も
の
に
す
で

に
含
意
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

だ
が
そ
も
そ
も
、
既
在
性
と
実
践
的
推
論
の
形
式
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の

か
。
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
現
存
在
の
合
理
化
が
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
に

よ
っ
て
（
合
理
化
は
現
存
在
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
か
ら
）
現
存
在
の
あ
り
方
と

存
在
そ
の
も
の
が
知
ら
れ
る

0

0

0

0

仕
方
に
関
係
す
る
。

こ
の
こ
と
は
、
情
態
性
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
記
述
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
い
わ
く
、「
情
態
性
の
う
ち
で
現
存
在
は
常
に
す
で
に
自
分
自
身
に
直

面
し
て
お
り
、
自
分
自
身
を
常
に
す
で
に
見
出
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
知
覚
に

よ
っ
て
自
分
を
目
前
に
見
出
す
こ
と
［Sich-vor-finden

］
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

気
分
づ
け
ら
れ
て
自
ら
を
知
る
こ
と
［gestim

m
tes Sichfinden

］
に
よ
る
の
で

あ
る
。」（SZ, 135

）
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
知
の
二
つ
の
様
態
、
す
な
わ
ち

知
覚
と
情
態
性
の
違
い
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
の
鍵
は
、「
現
存
在
は
己
の
開

示
性
で
あ
る
」（SZ, 133

）
と
い
う
文
で
あ
る
。
現
存
在
と
現
存
在
の
開
示
性
は

同
一
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
存
在
と
現
存
在
の
知
覚
は
同
一
で
は
な
い
。
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現
存
在
は
自
分
自
身
を
知
覚
し
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
ま
た
現
存
在
が
知
覚
し
て

い
る
も
の
が
現
存
在
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
知
覚
と
は
対
象
を
自
分
と
異
な
る

も
の
と
し
て
知
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
知
覚
の
主
体
は
対
象
が
自
分
自
身
で

あ
っ
て
も
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
こ
と
や
、
自
分
以
外
の
も
の
を
自
分
だ
と
思
う
と

い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
気
分
は
現
存
在
の
存
在
と
開
示
の
同
一
性
を
意
味
す
る

が
ゆ
え
に
、
現
存
在
は
「
常
に
既
に
」
自
分
自
身
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

可
能
に
な
る
。
知
覚
に
お
い
て
対
象
が
自
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
私
が
知
っ
て

い
る
の
は
偶
然
、
つ
ま
り
外
的
な
条
件
が
満
た
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
が
、
情
態
性

に
お
い
て
対
象
が
自
分
だ
と
知
っ
て
い
る
こ
と
は
情
態
性
の
本
質
に
属
す
る
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
知
の
様
式
が
現
存
在
と
そ
の
他
の
存
在
者
を
区
別
す
る
こ
と
を
可

能
に
す
る
こ
と
を
示
そ
う
。
上
に
例
示
し
た
よ
う
な
現
存
在
以
外
の
存
在
者
に
つ

い
て
の
説
明
に
つ
い
て
、
現
存
在
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
こ
と
は
偶
然
で
あ
る
。

ま
た
、
現
存
在
は
自
分
自
身
に
つ
い
て
も
、「
人
間
は
32
本
の
歯
を
持
つ
」
と
い
う

よ
う
な
総
称
的
命
題
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
現
存
在
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
る

と
は
限
ら
ず
、
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
そ
れ
が
自
分
に
当
て
は
ま
る
と
気
づ
か
な

い
場
合
も
あ
り
う
る

（
注
７
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
合
理
化
の
形
式
で
説
明
さ
れ
る
事

柄
を
現
存
在
が
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
基
本
的
に
は
、
現
存
在

自
身
が
目
的
に
つ
い
て
知
ら
な
い
場
合
に
は
そ
の
目
的
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る

（
注
８
）。

情
態
性
は
被
投
性
を
開
示
し
、
被
投
性
は
既
在
性
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
こ

の
こ
と
は
、
合
理
化
に
つ
い
て
の
知
の
様
式
と
既
在
性
と
の
繋
が
り
を
示
唆
し
て

い
る
。
既
在
性
の
図
式
は
「［
…
］
被
投
性
の
直
面
す
る
も
の

4

4

4

4

4

4

［W
ovor

］
な
い

し
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
［Ü

berlassenheit

］
に
お
い
て
引
き
渡
さ
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

先4

［W
oran

］」（SZ, 365

）で
あ
る
。
現
存
在
が
直
面
す
る
も
の
と
い
う
表
現
は
、

気
分
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
る
際
に
も
用
い
ら
れ
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
の
語
を

一
貫
し
た
意
味
で
使
用
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
不
安
に
お
い
て
は
世
界
内

存
在
そ
の
も
の
で
あ
り
（V

gl. SZ, 186

）、
そ
の
他
の
場
合
は
、
恐
れ
を
例
と
し

て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
説
明
す
る
よ
う
に
、
現
存
在
が
世
界
の
う
ち
で
出
会
う
多
様
な

存
在
者
で
あ
る
（V

gl. SZ, 140

）。
そ
の
一
方
で
現
存
在
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
先

と
は
、
こ
ち
ら
は
現
存
在
自
身
お
よ
び
そ
の
「
現
」
で
あ
る

（
注
９
）。

ま
た
、
憂
慮

に
お
い
て
既
在
性
に
対
応
す
る
時
間
表
現
で
あ
る〈
既
に
存
在
す
る
こ
と
〉は〈
な

ん
ら
か
の
世
界
の
内
に
〉
で
あ
る
（V

gl. SZ, 192

）。
こ
の
よ
う
に
、
既
在
性
の

図
式
は
世
界
内
存
在
を
構
成
す
る
個
々
の
合
理
化
形
式
の
一
つ
で
は
な
く
、
世
界

内
存
在
そ
の
も
の
、
現
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
。
つ
ま
り
、W

ovor/W
oran

は

用
途
性
と
主
旨
性
に
追
加
さ
れ
る
第
三
の
説
明
形
式
で
は
な
く
、
時
相
規
定
的
お

よ
び
遍
時
間
的
な
説
明
形
式
を
全
体
的
に
変
容
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
用
途
性
お

よ
び
主
旨
性
と
い
う
合
理
化
の
形
式
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
上

の
解
釈
は
既
在
性
の
概
念
と
整
合
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
良
心
に
つ
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
良
心
の
呼

び
声
は
憂
慮
そ
れ
自
体
の
呼
び
声
で
あ
り
（V

gl. SZ, 277

）、
現
存
在
の
内
か
ら

や
っ
て
く
る
（V

gl. SZ, 275

）。
そ
し
て
「
呼
び
声
は
呼
び
か
け
の
対
象
を
手
探

る
必
要
は
な
く
、
呼
び
か
け
の
対
象
が
呼
び
か
け
よ
う
と
し
て
い
た
ま
さ
に
そ

の
相
手
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
標
識
を
必
要
と
し
な
い
」（SZ, 274

）。
こ
れ

ら
は
良
心
が
一
人
称
性
を
有
す
る
こ
と
を
示
す
が
（V

gl. Crow
ell 2013, 182

）、

そ
れ
は
指
示
に
失
敗
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
指
示
に
失
敗
す
る
こ
と
が
あ

り
え
な
い
の
は
、
我
々
が
何
ら
か
の
仕
方
で
あ
る
こ
と
自
体
が
、
そ
の
こ
と
に
つ

い
て
の
知
の
源
泉
に
な
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
本
稿
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
こ
の
解
釈
に
は
、
と
い
う
よ
り
こ
う
し
た

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
主
張
に
は
、
一
つ
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
存
在
と
開
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示
の
同
一
性
を
時
間
的
に
解
釈
す
る
こ
と
の
困
難
で
あ
る
。
現
存
在
の
開
示
性
を

構
成
す
る
規
範
は
、
現
存
在
が
常
に
既
に
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、

現
存
在
は
気
分
に
お
い
て
そ
こ
へ
と
連
れ
戻
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
現
存
在
は
既
に

何
ら
か
の
世
界
の
う
ち
に
あ
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
も
、
そ
う
し
た
時
間

的
な
表
現
が
本
当
に
時
間
性
を
表
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か

で
は
な
い
。
過
去
性
を
纏
っ
た
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
先
行
す
る
時
点
を
明
確
あ
る

い
は
曖
昧
に
指
示
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
注
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
既
在

性
」
と
い
う
用
語
法
が
弁
護
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
し
て
明
確
に
な
る
わ
け

で
も
な
い
。既
在
性
と
は
い
か
な
る「
通
俗
的
で
は
な
い
」意
味
で
時
間
的
な
の
か
、

と
い
う
問
い
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
本
稿
の
解
釈
を
採
る
な

ら
ば
、
既
在
性
は
遍
時
間
性
や
時
相
規
定
性
と
い
っ
た
時
間
規
定
で
は
な
く
、
現

存
在
の
時
間
性
の
産
出
的
・
自
己
定
立
的
な
性
格
そ
の
も
の
を
表
し
て
い
る
か
の

よ
う
に
見
え
る（
注　

）
10

。
と
は
い
え
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
既
在
的
・
現
在
化
的
な
将

来
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
を
時
間
性
と
し
て
解
釈
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題

と
、「
既
在
的
・
現
在
化
的
な
将
来
」
が
現
存
在
を
形
而
上
学
的
に
他
か
ら
区
別
す

る
た
め
に
十
分
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
別
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
前

者
の
問
い
に
は
否
定
的
に
答
え
ざ
る
を
得
な
い
が
、
後
者
に
は
肯
定
的
に
答
え
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注注
1
：
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
はK

ategorien

とExistenzialien

の
区
別
を
せ
ず
、
そ
れ

ら
を
一
括
し
て
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
呼
ぶ
。

注
2
：
こ
の
用
語
は
ゼ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
レ
ー
デ
ル
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
本
節
で
の

解
釈
は
、
全
体
的
に
ゼ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
レ
ー
デ
ル
（Rödl 2005; Rödl 2007

）
の

論
理
学
に
お
け
る
諸
概
念
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
レ
ー
デ
ル
が
著
作
の
う
ち
で
ハ

イ
デ
ガ
ー
に
言
及
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
本
稿
の
解
釈
は
両
者
の
間
に
か

な
り
の
類
似
性
を
見
出
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
用
途
と
主
旨
の
区
別

は
レ
ー
デ
ル
の
い
う
有
限
目
的
と
無
限
目
的
の
区
別
に
対
応
し
（V

gl. Rödl 2007, 
ch. 2

）、
ま
た
既
在
性
（
第
三
節
を
参
照
せ
よ
）
は
一
人
称
的
指
示
と
類
似
し
た
機

能
を
持
つ
こ
と
に
な
る
（vgl. Rödl 2007, ch. 1

）。
こ
れ
は
、
形
而
上
学
的
論
理

学
と
い
う
目
的
、
時
間
的
解
釈
と
い
う
手
段
、
そ
し
て
両
者
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を

参
照
し
て
い
る
と
い
う
共
通
点
に
由
来
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（V

gl. 

細
川 2000, 

157–173; Rödl 2007, 34–38

）。
実
際
、
遍
時
間
性
と
い
う
概
念
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
（V

gl. Rödl 2007, 36n26

）。

注
3
：
こ
れ
が
現
存
在
が
無
限
な
い
し
無
際
限
の
寿
命
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
論
ず
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

注
4
：
こ
れ
は
、
現
存
在
の
存
在
可
能
と
は
能
力
を
持
ち
な
が
ら
使
用
を
控
え
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
も
の
（
た
と
え
ば
自
動
二
輪
に
乗
る
な
ど
）
で
は
な
い
と
い
う
ブ

ラ
ッ
ト
ナ
ー
の
「
保
持
不
可
能
性
の
テ
ー
ゼ
」（Blattner 1999, 82

）
に
通
ず
る

と
こ
ろ
が
あ
る
。
な
お
将
来
性
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
彼
は
、「
世
界
時
間
の
説
明
を

左
右
す
る
根
源
的
将
来
の
特
徴
は
目
的
性

4

4

4

［purposiveness

］
あ
る
い
は
目
的
論

［teleology

］
で
あ
る
」（Blattner 1999, 107

）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
時
間
性

を
合
理
性
か
ら
解
釈
す
る
も
の
で
あ
り
、
合
理
性
を
時
間
的
に
解
釈
す
る
と
い
う
本

稿
の
目
的
と
は
相
容
れ
な
い
。

注
5
：
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
総
称
的
命
題
（generische A

ussage

）
の
形
式
で
あ
る
。

Rödl 2005, K
ap. 6, A

bschn. 2; Rödl 2007, 114–120

を
参
照
せ
よ
。
総
称
的
命
題

の
一
種
で
あ
る
自
然
史
的
命
題
、
お
よ
び
そ
の
慣
習
（practice

）
と
の
類
似
性
に
つ

い
て
はT

hom
pson 2008, ch. 4, ch. 11

を
参
照
せ
よ
。

注
6
：
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
例
に
お
い
て
説
明
項
が
す
べ
て
能
力
と
呼
ば

れ
う
る
点
で
あ
る
。
存
在
可
能
を
能
力
特
性
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
の
不
十
分
さ
は
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こ
こ
に
あ
る
。（V

gl. Blattner 1999, 32–37

）
第
一
に
能
力
は
遍
時
間
的
命
題
を
形

成
す
る
が
、
行
為
を
合
理
化
し
は
し
な
い
。
第
二
に
、
現
存
在
以
外
の
も
の
も
能
力

を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の

理
解
に
お
け
る
〈
な
さ
れ
う
る
こ
と
〉
と
は
、
何
ご
と
か
［W

as

］
で
は
な
く
、
実

存
す
る
こ
と
と
し
て
の
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
」（SZ, 143

）
と
述
べ
、
存
在
可
能
が

（
個
々
の
行
為
が
例
化
す
る
と
こ
ろ
の
）
行
為
形
式
に
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

注
7
：
そ
の
よ
う
な
法
則
は
、
現
存
在
と
し
て
の
現
存
在
の
法
則
で
は
な
く
、
現
存
在

の
所
与
の
性
質
に
つ
い
て
の
命
題
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
（
本
文
中
の
例
で
主
語
が

「
現
存
在
」
で
は
な
く
「
人
間
」
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
）。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

厳
密
な
意
味
で
現
存
在
に
つ
い
て
の
類
的
命
題
と
は
、
現
存
在
が
開
示
と
い
う
仕
方

で
知
り
う
る
も
の
に
限
ら
れ
る
、
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

注
8
：
道
具
の
場
合
は
製
作
者
か
使
用
者
か
で
事
情
が
異
な
る
で
あ
ろ
う
。

注
9
：
ハ
イ
デ
ガ
ー
はÜ

berantw
ortetsein

（V
gl. SZ, 134 f.

）、A
ngew

iesenheit

（V
gl. SZ, 139

）
な
ど
の
語
を
用
い
る
が
、
こ
れ
をÜ

berlassenheit, Gew
orfenheit

と
同
義
に
解
す
る
。

注
10
：
レ
ー
デ
ル
は
、
時
相
規
定
性
お
よ
び
遍
時
間
性
と
い
う
時
間
性
格
そ
の
も
の
は

あ
ら
ゆ
る
実
体
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
理
性
的
主
体
を
他
か
ら
区
別
す

る
役
割
を
自
己
意
識
に
求
め
る
。
そ
し
て
、
自
己
意
識
そ
の
も
の
は
時
間
的
に
説
明

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
、
存
在
一
般
の
意
味
が
時
間
で
あ
る
と
述
べ
る

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
レ
ー
デ
ル
よ
り
も
困
難
な
課
題
を
抱
え
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

V
gl. Rödl 2005, 177; Rödl 2007, 10 f.
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一　

問
題
設
定

一
九
二
四
／
二
五
年
冬
学
期
講
義
『
プ
ラ
ト
ン
：
ソ
ピ
ス
テ
ス
』（G

A
19, 

以

下
、
ソ
ピ
ス
テ
ス
講
義
と
略
記
）
で
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
伝
統
的
解
釈

学
の
手
法
に
な
ら
い
、
前
半
部
で
読
み
解
い
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス

倫
理
学
』
の
「
明
る
み
」
を
光
源
に
、
後
半
部
で
プ
ラ
ト
ン
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
篇

の
「
暗
が
り
」
を
照
ら
し
（G

A
19, §1, S. 11, §27, S. 190

）１
、
そ
こ
に
ひ

そ
む
「
存
在
概
念
の
革
新

0

0

0

0

0

0

0

」、
つ
ま
り
、「
在
ら
ぬ
こ
と
が
在
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
の
意
味
を

解
き
明
か
す
（G

A
19, §27, S. 189, vgl. S. 192

）。
小
稿
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、

こ
の
解
明
に
む
か
う
途
上
の
講
義
前
半
部
に
お
け
る「
実
践
的
推
論（syllogism

os 
praktikos

）」
と
「
知
慮
（phronēsis

）」
の
現
象
学
的
解
釈
で
あ
る 

２

。

こ
の
知
慮
は
、「
善
き
ひ
と
（agathos

）」
に
明
ら
か
な
人
間
的
「
最
高
善
（to 

ariston

）」
を
ふ
ま
え
（G

A
19, §24, S. 166, §19, S. 137

）、
実
践
的
推
論
全

体
に
「
方
向
づ
け
」
を
行
な
う
「
知
性
的
徳
（dianoētikē aretē

）」
で
あ
る

（vgl. G
A

19, §17, S. 129f., §8, S. 54, §22, SS. 149-151

）。
つ
ま
り
、「
他
で
あ

り
う
る
と
い
う
性
格
、
人
間
的
現
存
在

0

0

0

0

0

0

と
い
う
性
格
を
も
つ
一
定
の
存
在
者
を

あ
ら
わ
に
す
る
仕
方
」（G

A
19, §24, S. 165

）
が
知
慮
で
あ
る
。
そ
の
機
能
を

特
徴
づ
け
る
“Sehen

（
見
る
こ
と
）”
の
諸
術
語
は
、「
目
配
り
（U

m
sicht

）」、

「
見
通
し
（D

urchsichtigkeit

）」、「
眼
差
し
（H

insehen

）」、「
目
配
り
的
眼
差

し
（um

sichtiges H
insehen

）」、「
洞
見
（Einsicht

）」、「
瞬
視
（A

ugenblick

）」

な
ど
だ
が
、
こ
れ
ら
の
諸
術
語
で
実
践
的
推
論
の
契
機
が
説
明
さ
れ
る
。

進
行
は
以
下
で
あ
る
。
第
二
節
「
見
る
こ
と
と
ロ
ゴ
ス
」
で
は
、「
ア
レ
ー
テ
ウ

エ
イ
ン
（alētheuein

）」（G
A

19, §4, S. 21

）
の
観
点
か
ら
講
義
前
半
部
の
知

慮
や
実
践
的
推
論
の
解
釈
と
講
義
後
半
部
の
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
篇
解
釈
と
の
連

続
性
を
確
認
す
る
。
第
三
節
「
実
践
的
推
論
の
小
前
提
に
お
け
る
目
配
り
」
で

は
、
小
前
提
で
働
く
「
実
践
的
ヌ
ー
ス
（Praktischer nous

）」（G
A

19, §23, 
S. 160

）
が
ど
の
よ
う
に
〈
見
る
こ
と
〉
な
の
か
を
確
認
す
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
、

第
四
節
「
実
践
的
推
論
を
方
向
づ
け
る
知
慮
の
視
」
で
は
、
小
前
提
と
大
前
提
の

関
係
を
采
配
す
る
知
慮
の
特
徴
を
〈
見
る
こ
と
〉
の
観
点
か
ら
確
認
す
る
。

以
上
の
結
果
、〈
見
る
こ
と
〉
の
諸
術
語
を
も
ち
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
プ
ラ
ト

ン
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
篇
の
「
問
答
術
」
や
「
分
割
法
」
に
か
ん
す
る
現
象
学
的
解

釈
を
予
定
し
つ
つ
、『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
実
践
的
推
論
に
か
ん
す
る
現
象
学

的
解
釈
を
行
な
っ
た
理
由
が
見
え
や
す
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』講
義
に
お
け
る「
実
践
的
推
論
」と「
知
慮
」の
解
釈
に
つい
て

横

地

徳

広
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二　

見
る
こ
と
と
ロ
ゴ
ス

ソ
ピ
ス
テ
ス
講
義
の
後
半
部
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
哲
学
者
と
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
多

様
な
存
在
を
と
ら
え
る
た
め
（vgl. G

A
19,  §36, §37, SS. 243-249, §30, §31, 

SS. 215-221, §57, SS. 381-383, Sophista, §1, §18, §39, §52

）、「
釣
り
師
」
と

い
う
「
よ
く
知
ら
れ
た
些
細
な
こ
と
」（G

A
19, §40, S. 261, cf. Sophista, §2

）

か
ら
出
発
し
、「
存
在
、
動
、
静
、
動
、
異
」
と
い
う
「
最
大
類
」
を
「
見
通
し

（durchsichtig m
achen

）」、「
見
分
け
る
（einsehen

）」
こ
と
で
（G

A
19, §40, 

S. 259, vgl. §76, S. 523f., Sophista, §§40-42

）、「
存
在
者
の
多
様
性
が
一
に

帰
せ
ら
れ
る
」
さ
い
、
最
大
類
の
あ
い
だ
で
「
結
合
（koinōnia

）」
と
「
分
離

（diairesis

）」が
な
さ
れ
る
こ
と
を
解
き
明
か
す（G

A
19, §76, S. 525f., vgl. §26, 

SS. 184-186, Sophista, §44

）。
こ
の
解
明
の
も
と
、
哲
学
者
と
ソ
フ
ィ
ス
ト
の

存
在
は
「
在
る
こ
と
の
明
る
さ
」
と
「
在
ら
ぬ
こ
と
の
暗
さ
」
の
対
比
と
し
て
相

即
的
に
解
釈
さ
れ
（G

A
19, §76, S. 530, cf. Sophista, §39

）、〈
在
ら
ぬ
も
の
が

在
る
〉
と
い
う
「
偽
（pseudos

）」
の
存
在
を
語
る
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
ロ
ゴ
ス
は
「
同

（tauton

）」
と
「
異
（heteron

）」
の
結
合
に
も
と
づ
く
こ
と
が
解
き
明
か
さ
れ

る 

３

。
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
に
言
え
ば
、
そ
の
総
合
的
ロ
ゴ
ス
も
「
と
し
て
（als

）」

構
造
を
そ
な
え
て
お
り
、「
何
か
と
し
て
」
の
そ
の
「
何
か
を
お
き
ち
が
え
る
こ
と

（V
erstellen von etw

as

）」
で
（G

A
19, §26, SS. 181-185

）
偽
の
存
在
を
語

る（vgl. G
A

19, §80, S. 605f., §81, S. 607, Sophista, §26

）。こ
う
し
て
ソ
フ
ィ

ス
ト
の
第
五
定
義
ま
で
は
日
常
的
事
例
で
あ
る
釣
り
師
の
分
析
が
行
な
わ
れ
、
し

か
し
、
第
六
定
義
と
第
七
定
義
に
お
い
て
哲
学
者
と
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
本
質
が
表
裏

一
体
で
解
明
さ
れ
る
展
開
の
な
か
、「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」を
可
能
に
す
る「
地

盤
」
が
仕
上
げ
ら
れ
て
い
く
。

以
上
を
導
く
プ
ラ
ト
ン
の「“
問
答
術
”は
根
本
意
味
が
お
し
ゃ
べ
り

0

0

0

0

0

（G
erede

）

の
分
割
」（G

A
19, §28, S. 195

）
で
あ
り
、
す
べ
て
を
騙
り
う
る
ソ
フ
ィ
ス
ト

の
「
偽
な
る
ロ
ゴ
ス
（logos pseudēs

）」、
つ
ま
り
、「
隠
蔽
す
る
お
し
ゃ
べ
り
」

か
ら
哲
学
者
の
「
真
な
る
ロ
ゴ
ス
（logos alēthēs

）」
を
区
別
す
る
（G

A
19, 

§28, S. 195, cf. Sophista, §20, §21

）。
こ
う
し
た
動
性
を
は
ら
む
「
プ
ラ
ト

ン
の
問
答
術
は
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
或
る
見
る
こ
と
（Sehen

）、
或
る
露
呈

（A
ufdecken

）
へ
の
傾
向
を
そ
な
え
る
」（G

A
19, §28, S. 197f.

）。「
問
答
す

る
こ
と
（dialegesthai

）」
は
、
偽
が
隠
れ
た
蔽
い
を
取
払
っ
て
真
理
を
明
か
す

ア
レ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン
で
あ
る
（G

A
19, §28, S. 195

）。
そ
も
そ
も
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
「
問
答
的
推
論
（syllogism

os dialektikos

）」
概
念
は
『
ト
ピ
カ
』
で

説
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
的
問
答
術
の
改
鋳
で
あ
り
（vgl. T

opica, I, 
G

A
19, §28, S. 203, §30, SS. 214-216

）、
こ
の
『
ト
ピ
カ
』
に
ふ
く
ま
れ
る
『
ソ

フ
ィ
ス
ト
的
論
駁
』
の
「
事
象
に
そ
く
し
て
（kata to pragm

a

）」（Sophistici 
elenchi, I-11, 171b6

）と
い
う
語
句
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は「
諸
事
象
を
眼
差
し
て（im

 
H

inblick auf die Sachen

）」
と
訳
し
、
問
答
家
の
〈
見
る
こ
と
〉
と
連
動
す
る

「
語
り
の
事
象
性
（Sachlichkeit der Rede

）」
を
ソ
フ
ィ
ス
ト
は
欠
く
と
指
摘

し
て
い
た
（G

A
19, §30, S. 216, S. 627

）。

講
義
後
半
部
を
照
ら
す
光
源
の
前
半
部
で
は（vgl. G

A
19, §23, S. 164f.

）、「
魂

が
肯
定
と
否
定
に
よ
っ
て
真
理
を
明
ら
か
に
す
る
」
仕
方
を
論
じ
た
『
ニ
コ
マ

コ
ス
倫
理
学
』
６
巻
の
（E

N
, V

I-3, 1139b15, cf. G
A

19, §26, SS. 184-186, 
Sophista, §47

）、「
ロ
ゴ
ス
を
伴
う
（m

eta logou

）」
ア
レ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン
、
つ

ま
り
、「
知
慮
」、「
技
術
知
（technē

）」、「
知
恵
（sophia

）」、「
学
知
（epistēm

ē

）」

と
い
う
知
性
的
徳
が
考
察
さ
れ
る
（G

A
19, §4, S. 21f.

）。
こ
の
な
か
で
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
弁
論
術
』
の
実
践
的
推
論
に
ふ
れ
つ
つ
、
ニ
コ
マ
コ

ス
的
な
実
践
的
推
論
と
知
慮
を
独
自
の
仕
方
で
こ
う
解
釈
す
る
。

知
慮
は
選
択
（proairesis

）
の
も
と
で
始
ま
る
。
主
旨
で
あ
る
こ
と
の
た
め
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に
（U

m
 dessentw

illen

）、
善
（agathon

）
の
た
め
に
…
…
そ
れ

0

0

は
な
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
（sollen

）。
こ
れ
が
第
一
の
〔
大
〕
前
提
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

行
為
の
事
情
や
状
態
は
か
く
か
く
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
第
二
の
〔
小
〕
前
提

で
あ
る
。そ
れ
ゆ
え
、
私
は
し
か
じ
か
に
行
為
す
る
と
い
う
の
が
結
論
で
あ
る
。

第
一
前
提
で
は
、
エ
ン
ド
ク
サ
と
し
て
い
だ
か
れ
た
（endexom

enon

）、
～

の
た
め
に
（hou heneka
）
の
把
握
が
問
題
で
あ
る
。
第
二
前
提
で
の
問
題
は

最
終
的
な
こ
と
（eskhaton
）
の
発
見
で
あ
り
、
最
終
的
な
こ
と
と
い
う
も
っ

と
も
外
的
な
こ
と
の
も
と
で
考
量
は
停
止
す
る
。（G

A
19, §23, S. 159, vgl. 

§8, S. 50.

）

小
前
提
で
「
知
慮
が
思
案
す
る
こ
と
（Ü

berlegen

）
は
論
じ
通
す
こ
と

（D
urchsprechen

）、
考
量
す
る
こ
と
（logizesthai
）
で
あ
る
」（G

A
19, §8, S. 

50

）
か
ら
、
考
量
は
「
思
案
す
る
こ
と
（bouleuesthai
）」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
だ

が
（G

A
19, §22, S. 144, S. 149f.

）、
推
論
形
式
の
順
序
で
は
な
く
、
行
為
遂
行

の
時
間
的
順
序
で
言
え
ば
、
現
存
在
が
【
小
前
提
】
直
面
し
た
具
体
的
状
況
を
知

覚
し
、
こ
れ
に
ま
つ
わ
る
個
別
的
な
諸
事
を
考
量
し
な
が
ら
、【
大
前
提
】
普
遍
的

な
最
高
善
に
照
ら
さ
れ
た
「
エ
ン
ド
ク
サ
」
に
も
と
づ
い
て
な
す
べ
き
行
為
を
選

択
し
、【
結
論
】
実
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
学
の
な
か
で

も
、
実
践
的
推
論
に
あ
っ
て
結
論
は
行
為
か
、
大
前
提
は
何
を
指
す
か
、
こ
れ
ら

の
解
釈
は
わ
か
れ
る
が 

４

、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合
、
結
論
は
行
為
で
あ
り
、
大

前
提
に
は
「
当
為
（Sollen

）」
が
認
め
ら
れ
る
。

三　

実
践
的
推
論
の
小
前
提
に
お
け
る
目
配
り

小
前
提
に
お
け
る
〈
見
る
こ
と
〉
は
、「
善
き
実
践
（eupraxis

）」
の
「
善

さ
（eu

）」
と
い
う
「
目
的
へ
む
か
う
事
柄
（ta pros to telos

）」
を
思
案
し
な

が
ら
（E

N
, III-3, 1112b11-12, G

A
19, §23, S. 161f.

）５
、
そ
の
つ
ど
異
な

る
「
状
況
（Situation

）」
の
最
終
的
な
こ
と
を
認
知
す
る
「
目
配
り
」
で
あ
り

（G
A

19, §20, S. 138f., cf. §7, SS. 45-47

）、
実
践
的
ヌ
ー
ス
と
い
う
一
種
の「
感

覚
（aisthēsis

）」
に
よ
る
状
況
開
示
が
ふ
く
ま
れ
る
（G

A
19, §23, SS. 158-

160, E
N

, V
I-12, 1143b1

）。「
目
の
瞬
き

0

0

0

0

（Blick des A
uges

）
と
い
う
ア
イ
ス

0

0

0

0

0

0

テ
ー
シ
ス

0

0

0

0

、
瞬0-

視0

（A
ugen-blick

）
と
い
う
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
と
し
て
知
慮
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

そ
れ
自
体
で
つ
ね
に
他
で
も
あ
り
う
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
つ
ど
具
体
的
な
こ
と
に
む
か
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い
る

0

0

」（G
A

19, §23, S. 163f.

）。「
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
に
あ
っ
て
私
が
見
て
い
る

の
は
、
構
成
要
素
の
全
体
で
あ
り
、
通
り
や
家
々
、
木
々
、
人
び
と
の
全
体
で
あ

る
」（G

A
19, §23, S. 160

）。

「
こ
の
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
ヌ
ー
ス
で
あ
る
」

（1143b5

）。〔
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
訳
出
で
は
〕《
そ
の
た
め
に
必
要
な
の
は
、
ひ
と

に
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
が
、
つ
ま
り
、
ま
っ
す
ぐ
認
取
す
る
こ
と
が
所
持
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
》。
私
が
或
る
状
態
で
行
為
す
べ
き
と
き
、
そ
の
状
態
を
考
量
す

る
が
、
こ
こ
で
私
が
最
終
的
に
ぶ
つ
か
る
の
は
、
手
前
の
或
る
諸
事
情
、
或
る

諸
状
況
、
或
る
時
で
あ
る
。
す
べ
て
の
思
案
は
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
で
終
わ
る
。

（G
A

19, §23, S. 159

）

こ
う
し
て
「
知
慮
の
ヌ
ー
ス
」（G

A
19, §23, S. 163

）
と
し
て
働
く
目
配
り

に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
た
「
最
終
的
な
こ
と
」
は
、
と
は
い
え
行
為
遂
行
の
順

序
で
言
え
ば
、
そ
の
着
手
点
と
な
る
「
最
初
の
こ
と
」
で
あ
る
（G

A
19, §23, 

S. 162, E
N

, III-3, 1112b11-20, cf. V
I-2, 1143b1-10

）。
裏
返
せ
ば
、「
人
び

と
は
自
分
の
行
為
が
な
さ
れ
る
具
体
的
状
態
に
そ
の
つ
ど
目
配
り
し
（sich 

um
sehen

）、『
そ
の
よ
う
に
第
一
の
原
因
ま
で
辿
っ
て
い
く
が
、
こ
の
第
一
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の
原
因
こ
そ
、
発
見
の
順
序
に
あ
っ
て
最
終
的
な
こ
と
で
あ
る
』（1112b18-

20
）」（G

A
19, §23, S. 162

）。

行
為
は
、
実
践
的
ヌ
ー
ス
の
状
況
知
覚
な
し
に
始
ま
ら
な
い
。
問
う
べ
き
は
状

況
知
覚
の
仕
方
で
あ
る
。

ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
は
こ
の
と
き
…
…
、
知
慮
に
お
け
る
停
止
維
持
で
あ
り
、
こ

の
停
止
維
持
に
あ
っ
て
事
象
と
シ
ン
プ
ル
に
出
会
わ
せ
る
位
置
を
事
象
に
与
え

る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
こ
う
し
て
ノ
エ
イ
ン
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
の
は
、

事
象
そ
の
も
の
を
シ
ン
プ
ル
に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
事

象
は
事
象
そ
の
も
の
か
ら
語
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
も
は
や
わ
れ
わ
れ
か
ら
語
り
示
す
必
要
は
な

い
。
こ
こ
で
な
お
言
わ
れ
う
る
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
明
ら
か
で

あ
る
こ
と
（phainetai

）
は
事
象
が
み
ず
か
ら
を
そ
の
よ
う
に
示
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
あ

る
。
眼
差
す
（hinsehen

）
可
能
性
や
そ
の
眼
差
し
（H

insehen

）
の
な
か
で

把
握
す
る
可
能
性
が
成
り
立
つ
の
は
唯
一
そ
う
い
う
場
合
で
あ
る
。（G

A
19, 

§23, S. 161

）

状
況
知
覚
に
あ
っ
て
「
事
象
が
み
ず
か
ら
を
そ
の
よ
う
に
示
す
」
の
で
あ
れ
ば
、

実
践
的
ノ
エ
イ
ン
で
そ
れ
を
正
し
く
眼
差
す
必
要
が
あ
る
。「
知
慮
は
、
確
か
に

諸
事
情
を
最
終
的
に
眼
差
す
こ
と
だ
が
」、「
目
配
り
し
な
が
ら
眼
差
す
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（ein 
um

sichtiges H
insehen

）」で
あ
り
、「
善
き
実
践
と
い
う
目
的
に
む
か
っ
て
い
る
」

（G
A

19, §23, S. 163

）。
つ
ま
り
、「
こ
の
目
配
り
的
眼
差
し
は
正
し
さ
に
よ
っ
て

導
か
れ
て
お
り
」（G

A
19, §23, S. 163

）、「
賢
慮
（euboulia

）」
を
指
す
（E

N
, 

V
I-9 1142b27, vgl. G

A
19, §22, SS. 146-149, §20, S. 138f.

）。
賢
慮
は
、
知

慮
あ
る
善
き
ひ
と
の
目
配
り
的
眼
差
し
に
先
取
り
さ
れ
た
普
遍
的
善
の
「
幸
福
」

に
照
ら
さ
れ
、
正
し
く
遂
行
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
以
上
が
小
前
提
の
現
象
学
的

考
察
で
あ
る
。

こ
こ
で
大
前
提
の
考
察
も
ふ
く
め
つ
つ
、
実
践
的
ヌ
ー
ス
と
ロ
ゴ
ス
の
関
係
を

ソ
ピ
ス
テ
ス
講
義
の
内
在
的
可
能
性
と
し
て
問
い
た
い
。

「
知
慮
は
、
人
間
的
善
に
つ
い
て
の
実
践
に
か
か
わ
る
ロ
ゴ
ス
を
伴
っ
た

（m
eta logou

）
真
の
性
向
（hexis

）
で
あ
る
」（E

N
, V

I-5, 1140b20-21

）。
こ

の
ロ
ゴ
ス
は
、「
何
か
と
し
て
（als

）
何
か
に
言
い
及
ぶ
こ
と
、
つ
ま
り
、
何
か

に
つ
い
て
何
か
を
語
る
こ
と
（legein ti kata tinos

）」（G
A

19, §22, S. 144

）

で
あ
り
、「
何
か
を
何
か
と
し
て
見
さ
せ
る
（sehen lassen

）」
構
造
を
も
つ

（G
A

19, §26, S. 186

）。
人
間
の
実
践
的
ヌ
ー
ス
は
、
発
見
の
順
序
で
言
え
ば
、

そ
れ
以
上
は
も
う
ロ
ゴ
ス
の
〈
と
し
て
〉
的
分
節
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
受
け
つ
け
な

い
最
終
段
階
に
あ
っ
て
（vgl. G

A
19, §26, S. 179f.

）、
直
面
状
況
を
一
定
の
状

況
〈
と
し
て
〉
見
定
め
て
い
た
。
つ
ま
り
、
状
況
の
「
ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚
」
で
あ

る 

６

。
た
と
え
ば
、
病
弱
な
思
索
家
が
い
つ
も
哲
学
に
ふ
け
る
散
歩
道
で
獰
猛
な
野
犬

を
見
つ
け
る
。
状
況
は
一
変
し
、
そ
こ
は
危
険
な
道
〈
と
し
て
〉
認
知
さ
れ
る
。

彼
が
「
知
慮
あ
る
ひ
と
（phronim

os

）」
な
ら
、
杖
で
野
犬
を
追
い
払
う
「
向

う
見
ず
」
な
行
動
は
と
ら
ず
、
逃
げ
道
〈
と
し
て
〉
野
犬
が
い
な
い
遠
回
り
の
道

を
選
ぶ
。
そ
れ
は
、「
勇
気
」
と
い
う
「
性
格
的
徳
（ēthikē aretē

）」
を
野
犬
へ

の
「
恐
怖
」
で
失
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
状
況
に
適
し
た
性
格
的
徳
の
「
慎

重
さ
」
を
発
揮
し
、
そ
の
場
そ
の
と
き
の
自
分
に
ふ
さ
わ
し
い
行
為
を
選
択
し
た

か
ら
で
あ
る
（vgl. G

A
19, §22, S. 146

）７
。

こ
の
選
択
は
「
欲
求
に
か
か
わ
る
ヌ
ー
ス
」
ま
た
は
「
思
想
に
か
か
わ
る
欲
求
」

で
あ
り
（E

N
, V

I-2, 1139b4-5, G
A

19, §22, S. 151, A
nm

. 7

）、「
そ
れ
自
体
を

見
通
す
行
為
を
特
徴
づ
け
る
」（G

A
19, §22, S. 151

）。
そ
う
行
為
し
た
い
「
欲

求
（orexis
）」
と
、
ヌ
ー
ス
が
ロ
ゴ
ス
を
介
し
て
そ
の
行
為
を
吟
味
す
る
「
思
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想
（dianoia

）」
と
の
一
体
化
が
選
択
で
あ
る
点
に
注
目
す
る
と
、
小
前
提
で
働

く
状
況
知
覚
と
大
前
提
で
働
く
性
格
的
徳
と
の
連
携
が
見
え
や
す
く
な
る
。
す
な

わ
ち
、「
性
格
的
徳
は
選
択
に
か
か
わ
る
性
向
で
あ
り
、
選
択
は
思
案
に
か
か
わ
る

欲
求
で
あ
る
」
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、「
選
択
が
優
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、〔
思

案
の
〕
ロ
ゴ
ス
の
告
知
内
容
が
欲
求
の
追
求
内
容
で
あ
る
よ
う
に
、
ロ
ゴ
ス
は
真

で
欲
求
は
正
し
い
必
要
が
あ
る
」（E

N
, V

I-2, 1139a22-26

）。
こ
こ
で
「
思
案
」

は
「
思
想
」
と
同
じ
働
き
を
指
す
が
、
行
為
を
吟
味
し
た
「
思
想
そ
れ
自
体
は
何

も
動
か
さ
な
い
」
の
で
（E

N
, V

I-2, 1139a35-36

）、
選
択
に
は
、
そ
う
行
為
し

た
い
欲
求
が
欠
か
せ
な
い 

８

。

最
高
善
の
幸
福
に
照
ら
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
場
そ
の
と
き
に
特
有
の
事
情
に
対

し
て
知
慮
の
目
配
り
的
眼
差
し
が
正
し
く
遂
行
さ
れ
る
と
き
、
数
あ
る
徳
目
の
な

か
で
も
そ
の
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
性
格
的
徳
が
発
揮
さ
れ
、
善
き
行
為
が
選
択
さ

れ
る
。「
知
慮
を
欠
い
て
も
、〔
性
格
的
〕
徳
を
欠
い
て
も
、
正
し
い
選
択
は
成
り

立
た
な
い
だ
ろ
う
」（E

N
, V

I-13, 1145a3-5

）。
有
徳
な
人
間
が
「
ロ
ゴ
ス
を
伴

う
実
践
的
生
（zōē praktikē m

eta logou

）」（vgl. E
N

, I-7, 1098a3-4

）
に

与
か
る
と
き
、
こ
の
「
実
践
的
生
は
そ
の
つ
ど
一
定
の
環
境
世
界
（U

m
w

elt

）

の
な
か
を
動
い
て
い
る
」（G

A
19, §22, S. 146

）。
そ
の
具
体
相
を
教
え
る
の
が

状
況
の
ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚
で
あ
っ
た
。

四　

実
践
的
推
論
を
方
向
づ
け
る
知
慮
の
視

前
節
を
ふ
ま
え
、
本
節
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
知
慮
に
そ
く
し
て
実
践
的
推
論
の

連
関
全
体
を
解
釈
し
た
様
子
の
確
認
を
行
な
う
。
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

知
慮
は
、
純
粋
に
あ
ら
わ
に
す
る
。
つ
ま
り
、
ま
っ
す
ぐ
に
認
取
す
る
二
つ
の

可
能
性
に
お
い
て
成
り
立
つ
。
第
一
に
、
知
慮
に
あ
っ
て
端
的
に
示
さ
れ
る
、

す
な
わ
ち
、「
明
ら
か
で
あ
る
」（1144a34

）
の
は
、
私
が
選
択
で
覚
悟
す
る

（sich entschließen

）
さ
い
に
参
照
す
る
善
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
第
二

に
知
慮
に
お
い
て
示
さ
れ
る
の
は
、
或
る
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
に
お
け
る
考
量
の

最
終
的
な
こ
と
で
あ
る
。
瞬
視
に
お
い
て
私
が
見
わ
た
す
（übersehen

）
の

は
行
為
の
具
体
的
状
況
だ
が
、
そ
の
状
況
か
ら
そ
の
状
況
に
む
け
て
私
は
決
定

す
る
。（G

A
19, §24, S. 165

）

　
善
き
ひ
と
が
「
選
択
で
決
定
す
る
さ
い
に
参
照
す
る
善
」
は
最
高
善
の
幸
福
と

有
機
的
に
協
働
し
て
い
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
で
は
区

別
さ
れ
る
べ
き
知
慮
の
幸
福
と
知
恵
の
幸
福
と
を「
独
立
し
た
知
慮
」概
念
に
よ
っ

て
重
ね
も
し
（G

A
19, §16, S. 124f.

）、「
幸
福
は
、
完
成
存
在
と
し
て
…
…
人
間

存
在
に
該
当
す
る
」
と
述
べ
る
（G

A
19, §25, S. 172

）。「
幸
福
な
生
は
徳
に
も

と
づ
く
」（E

N
, X

-6, 1177a1-3

）
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
考
え
る
が
、
こ
う
し

て
有
徳
な
「
行
為
は
、
そ
の
意
味
に
よ
れ
ば
、
状
況
や
時
、
ひ
と
に
応
じ
て
そ
の

つ
ど
異
な
る
」（G

A
19, §25, S. 174

）。
知
慮
は
①
幸
福
を
眼
差
し
つ
つ
、
②
状

況
に
固
有
な
諸
事
に
目
配
り
し
て
③
善
き
行
為
を
見
通
す
が
、
善
き
ひ
と
は
そ
の

場
そ
の
と
き
の
自
分
に
ふ
さ
わ
し
い
性
格
的
徳
に
そ
く
し
て
善
き
行
為
を
覚
悟
＝

選
択
す
る
。「
実
践

0

0

に
対
応
す
る
発
見
的
性
向
（disposition

）」
の
「
知
慮
は
、

つ
ね
に
個
々
別
々
に
変
化
す
る
状
況
に
直
面
し
、
所
与
の
或
る
瞬
間
に
あ
っ
て
善

美
な
生
の
要
請
に
適
う
こ
と
を
判
断
す
る
明
察
や
洞
見
で
あ
る
」９
。

こ
う
し
て
選
択
さ
れ
る
善
き
行
為
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
独
自
の
概
念
で
次
の
よ
う

に
説
明
さ
れ
る
。

行
為
の
ア
ル
ケ
ー
は
フ
ー
・
ヘ
ネ
カ（
～
の
た
め
に
）、
主
旨（W

orum
w

illen

）

で
あ
る
。
こ
の
フ
ー
・
ヘ
ネ
カ
は
行
為
の
端
緒
に
あ
っ
て
選
択
さ
れ
る
こ
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と
（proaireton

）、
つ
ま
り
、
私
が
選
択
に
お
い
て
先
取
り
す
る
こ
と
で
あ

る
。
〇
〇
の
こ
と
は
今

0

0

0

0

0

0

0

、
×
×
の
ひ
と
に
む
け
て
自
分
か
ら
□
□
で
起
き
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

（G
A

19, §22, S. 147f.

）

現
存
在
と
い
う
「
主
旨
」
は
、
そ
れ
に
外
在
す
る
他
の
「
何
か
へ
む
け
て
（pros 

ti

）
や
何
か
の
た
め
に
（heneka tinos

）」
で
は
な
く
、「
現
存
在
の
た
め
に
」
と

い
う
「
端
的
な
目
的
（telos aplōs

）」
で
あ
り
、
こ
れ
を
説
明
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
「
人
間
が
正
し
く
存
在
す
る
こ
と
」
だ
と
言
う
（G

A
19, §8, S. 50

）。「
人

間
に
か
か
わ
る
の
は
現
存
在
自
身
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
人
間
の
最
善
、
幸
福
で

あ
る
」
が
、「
知
慮
は
、
こ
の
幸
福
に
む
か
う
指
針
を
与
え
」、「
行
為
を
な
し
と
げ

る
さ
い
、
現
存
在
を
見
通
し
、
人
間
が
善
く
生
き
る
（eu zēn

）
よ
う
に
す
る
」

（G
A

19, §19, S. 135, vgl. §8, S. 54

）。

知
慮
が
行
為
の
善
さ
を
吟
味
す
る
さ
い
に
眼
差
す
「
幸
福
（eudaim

onia

）
は

も
っ
と
も
善
く
、
も
っ
と
も
美
し
く
、
も
っ
と
も
快
い
」（E

N
, I-8, 1099a24-

25

）。
神
崎
繁
の
訳
注
で
は
、「『
幸
福
』（
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
ー
）
お
よ
び
『
幸
福

で
あ
る
こ
と
』（
エ
ウ
ダ
モ
ネ
イ
ン
）
に
お
け
る
『
エ
ウ
』
と
い
う
の
は
『
善

い
』
の
副
詞
形
」
で
あ
り
、「『
よ
く
行
う
こ
と
』（
エ
ウ
・
プ
ラ
ッ
テ
イ
ン
）
と

は
、
行
為
の
成
功
と
と
も
に
、
行
為
の
正
し
さ
・
美
し
さ
を
も
意
味
す
る
」10
。

“eudaim
onia

”
は
「
善
き
ダ
イ
モ
ー
ン
」
と
も
訳
せ
る
が 

11

、
多
義
的
な
ダ
イ

モ
ー
ン
を
伴
う
「
魂
（psychē, Seele

）」
は
ソ
ピ
ス
テ
ス
講
義
で
「
人
間
の
存
在
」

を
指
す
か
ら
（G

A
19, §4, S. 23, §24, S. 171, vgl. §56, S. 369

）、
実
践
的
推

論
に
あ
っ
て
主
旨
は
や
は
り
「
人
間
が
正
し
く
存
在
す
る
こ
と
」
を
指
す 

12

。

思
索
家
の
場
合
、
そ
れ
は
存
在
を
問
う
て
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ダ
イ
モ
ー
ン
の
全
体
的
な
“eu

”
は
個
々
別
々
の
“eupraxis

”
と
有
機
的
に

協
働
し
、“eu

”
と
い
う
「
人
間
の
善
は
徳
に
も
と
づ
く
魂
の
現
実
態
（energeia

）

で
あ
る
」（E

N
, I-7, 1098a16-17

）。
人
間
の
現
実
態
の
う
ち
、
最
高
の
「
安
定

性
」を
そ
な
え
る
の
は
徳
の
性
向
に
も
と
づ
く
魂
の
現
実
態
で
あ
り
、
ゆ
え
に「
幸

福
な
ひ
と
」
は
「
最
期
を
見
届
け
る
」
ま
で
そ
う
決
ま
ら
な
い
わ
け
で
は
な
く

（E
N

, I-10, 1100a10-11

）、「
何
よ
り
も
優
れ
た
連
続
的
生
を
送
る
」（E

N
, I-10, 

1100b12-16

）。
実
践
的
生
の
こ
の
可
能
的
全
体
に
わ
た
っ
て
幸
福
な
自
分
が
人

間
の
正
し
い
存
在
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
幸
福
は
、
死
の

可
能
性
に
限
定
さ
れ
た
現
実
態
で
あ
る 

13

。「
幸
福
は
、
生
き
る
者
が
終
わ
り
に

も
た
ら
さ
れ
る
存
在
可
能
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
当
人
の
純
粋
な
現
在
で
あ
る
」

（G
A

19, §25, S. 173

）。

知
慮
に
采
配
さ
れ
て
性
格
的
徳
が
発
揮
さ
れ
る
実
践
的
推
論
で
は
、
状
況
に
応

じ
て
そ
の
つ
ど
異
な
る
善
き
行
為
の
個
別
的
〈
多
〉
は
幸
福
〈
一
般
〉
と
有
機

的
な
全
体
連
関
を
な
す
が
、
こ
れ
は
、
ソ
ピ
ス
テ
ス
講
義
な
り
の
「
エ
ル
ゴ
ン
・

ア
ー
ギ
ュ
メ
ン
ト
」
だ
っ
た
と
言
え
る 

14

。

こ
の
幸
福
を
眼
差
す
「
知
慮
は
ア
レ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン
の
或
る
性
向
で
あ
り
、
つ

ま
り
、《
そ
の
知
慮
に
あ
っ
て
私
は
自
分
自
身
を
見
通
す
こ
と
が
自
在
に
で
き
る

よ
う
、
人
間
的
現
存
在
が
用
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
》」（G

A
19, §8, S. 

52

）。
こ
の
知
慮
に
注
目
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
実
践
的
推
論
の
時
間
的
順
序
を

あ
ら
た
め
て
辿
り
な
お
す
。

た
し
か
に
行
為
は
私
の
決
定
内
容
と
し
て
先
取
り
さ
れ
て
い
る
が
、
先
取
り
さ

れ
た
ア
ル
ケ
ー
に
あ
っ
て
も
、
事
情
な
り
、
行
為
の
遂
行
に
属
す
こ
と
な
り
は

特
徴
的
な
仕
方
で
は
ま
だ
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
私
が
決
定
し
た
内

容
を
つ
ね
に
眼
差
す
こ
と
か
ら
状
況
は
見
通
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
選
択
さ
れ

る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
行
為
の
具
体
的
な
状
態
は
な
お
探
求
さ
れ
る
べ
き
こ
と

（zētoum
enon

）
で
あ
り
、
覆
わ
れ
て

0

0

0

0

（verdeckt

）
い
る
。〔
中
略
〕
そ
れ
ゆ
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え
、
さ
し
あ
た
り
隠
さ
れ
て
（verborgen

）
い
る
行
為
の
具
体
的
状
態
を
行

為
の
ア
ル
ケ
ー
と
い
う
視
点
か
ら
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
こ
う

し
て
行
為
そ
の
も
の
を
見
通
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。（G

A
19, §22, S. 148

）

「
行
為
の
ア
ル
ケ
ー
」は「
選
択
さ
れ
た
こ
と
」だ
が
、
こ
の
引
用
で
ハ
イ
デ
ガ
ー

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
隠
蔽
を
剥
い
で
い
く
動
態
か
ら
見
た
、
大
前
提
と
小

前
提
の
循
環
的
相
互
規
定
関
係
で
あ
る
。
そ
の
時
間
的
順
序
を
示
す
と
、
現
存
在

が
直
面
し
た
状
況
は
そ
の
つ
ど
異
な
る
個
別
的
〈
多
〉
で
あ
り
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ

し
い
善
き
実
践
の
種
類
や
徳
目
も
そ
の
つ
ど
変
わ
る
個
別
的
〈
多
〉
だ
が
、
知
慮

は
【
小
前
提
１
】
そ
の
状
況
知
覚
で
も
「
切
り
分
け
ら
れ
て
い
な
い
全
体

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
前

も
っ
て
視
野
に
収
め
」（vgl. G

A
19, §26, S. 183, S. 186

）、【
大
前
提
１
】
そ
の

状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
え
る
善
き
行
為
を
目
的
と
し
て
先
取
り
す
る
。【
小
前

提
２
】こ
の
目
的
を「
つ
ね
に
眼
差
す
こ
と
か
ら
、
状
況
は
見
通
さ
れ
」つ
つ
、「
目

配
り
し
て
自
分
に
相
談
す
る
こ
と
（das um

sichtige M
it-sich-Rate-Gehen

）」

（G
A

19, §21, S. 143

）
の
思
案
や
状
況
の
ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚
が
正
し
く
遂
行
さ

れ
る
。
こ
う
し
て
思
案
は
「
行
為
の
主
旨
を
受
け
入
れ
」（G

A
19, §8, S. 53

）、

こ
の
の
ち
、【
大
前
提
２
】
そ
の
場
そ
の
と
き
の
自
分
に
ふ
さ
わ
し
い
善
き
行
為
が

正
し
く
思
考
さ
れ
欲
求
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
実
践
的
生
の
可
能
的
全
体
に
あ
っ
て

幸
福
な
自
分
〈
一
般
〉
と
い
う
主
旨
の
も
と
、
以
上
の
「
探
求
」
に
よ
っ
て
「
行

為
の
具
体
的
状
態
」を
隠
し
て
い
た
覆
い
が
剥
さ
れ
、
善
き
行
為
が
選
択
さ
れ
る
。

【
結
論
】
こ
う
し
て
そ
の
行
為
は
実
行
さ
れ
る
。

「
知
慮
で
示
さ
れ
る
の
は
、
特
徴
的
な
意
味
で
の
ア-

レ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン
、
つ
ま

り
、
隠
さ
れ
て
い
る
何
か
の
露
呈
と
い
う
意
味
で
あ
る
」（G

A
19, §8, S. 52

）。

実
践
的
推
論
の
場
面
で
〈
見
る
こ
と
〉
と
ロ
ゴ
ス
と
の
多
様
な
相
即
を
内
蔵
し
た

知
慮
は
、
知
慮
あ
る
ひ
と
と
そ
の
実
践
的
存
在
に
巣
食
う
隠
蔽
を
剥
い
で
い
く
動

的
な
働
き
で
あ
る 

15

。
こ
の
考
察
を
た
ず
さ
え
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ソ
ピ
ス
テ
ス

講
義
後
半
部
の
ア
レ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン
論
へ
む
か
う
。

凡
例

G
A

はV
. K

losterm
ann

版
ハ
イ
デ
ガ
ー
全
集
を
示
し
、
巻
数
、
節
数
、
頁
数
を

記
す
。italic

に
は
傍
点

0

0

を
ふ
す
。〔
〕
に
よ
る
補
足
は
発
表
者
の
も
の
。Sophista

はO
CT

を
参
照
し
、
節
数
は
岩
波
版
プ
ラ
ト
ン
全
集
に
従
う
。
神
崎
繁
訳
『
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
全
集
15　

ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
とE

thica 
N

icom
achea (revised by I. Byw

ater, O
CT

, 1988[1920])

は
略
号E

N

の
あ
と
、
巻

数
、
章
数
、
頁
数
、ab

、
行
数
を
示
す
。
引
用
の
さ
い
、T

. Irw
in

の
英
訳
（
第
二
版
）

を
参
照
し
て
訳
文
を
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
、
上
記
テ
キ
ス
ト
へ
の

参
照
は
文
中
に
（
）
で
文
中
に
示
し
、
註
は
最
小
か
つ
簡
素
に
と
ど
め
た
。
ご
寛
恕
を

請
う
次
第
で
あ
る
。

註１　

V
gl. G. Figal, Zu H

eidegger, K
losterm

ann, 2009, S. 58. 

『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
篇

の
内
在
的
解
釈
は
、
納
富
信
留
『
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
哲
学
者
の
間
』（
名
古
屋
大
学
出
版

会
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
。

２　

Cf. 

“syllogism
os tōn praktōn

”（E
N

, V
I-12, 1144a31f.

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
は
以
下
を
参
照
。R

eading H
eidegger from

 the Start, ed. 
by T

h. K
isiel &

 J. van Buren, SU
N

Y
 Press, 1994. 

特
にF. V

olpi

論
文
。
ソ

ピ
ス
テ
ス
講
義
に
出
席
し
て
い
た
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
に
よ
る
実
践
的
推
論
の
解
釈

は
以
下
を
参
照
。H

annah A
rendt, T

he Life of the M
ind, T

w
o / W

illing, 
H

arcourt, 1971, §7, pp. 58-62.

３　

G
A

19, §81, S. 607, §80, S. 605f., cf. Sophista, §§24-26.

「
類
」
概
念
の
ハ
イ
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デ
ガ
ー
的
解
釈
は
以
下
を
参
照
。B. Person, M

it A
ristoteles zu Platon, Peter 

Lang, 2008, 2te K
apitel. 

４　
「
実
践
的
推
論
」
各
種
の
簡
潔
明
瞭
な
見
取
り
図
と
し
て
以
下
を
参
照
。Logical 

A
nalysis and H

istory of Philosophy, Focus: T
he Practical Syllogism

, vol. 
11, M

entis, 2008, pp. 93-98.

５　
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
本
旨
は
」、
知
慮
が
「
目
的
を
含
め
て
目
的
へ
と
至
る
過
程

を
考
慮
す
る
」
点
に
あ
る
（
神
崎
訳
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』、
二
五
七
頁
、
訳
注
３
、

四
四
二
頁
）。

６　

菅
豊
彦
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
を
読
む
』（
勁
草
書
房
、

二
〇
一
六
年
）
の
九
九
頁
。Cf. J. M

cD
ow

ell, M
ind, V

alue, and R
eality, 

H
arvard U

ni. Press, 1998, p. 55f., p. 70. 
ロ
ゴ
ス
の
〈
と
し
て
〉
構
造
、
ロ
ゴ
ス

を
孕
む
思
考
（dianoein

）、
実
践
的
ヌ
ー
ス
の
連
関
は
、cf. D
. W

ebb, H
eidegger, 

E
thics and the Practice of O

ntology, Bloom
sbury, 2009, p. 11f.

７　

門
脇
俊
介
「
徳
（virtue

）
の
あ
り
か
」（『
破
壊
と
構
築
』、
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。「
悪
徳
」
や
「
無
抑
制
」
に
か
ん
す
る
考
察
は
、
拙
稿
「
意

味
へ
の
問
い
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
ア
レ
ン
ト
」（
東
北
大
学
哲
学
研
究
会
『
思
索
』、

五
一
号
、
二
〇
一
八
年
）
を
参
照
。

８　

欲
求
が
“Sorge

”
概
念
の
原
型
と
目
さ
れ
る
こ
と
の
解
釈
は
、
坂
下
浩
司
「
な
ぜ

若
き
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
動
物
運
動
論
』
を
「
広
範
な
基
盤
」
と
し
て
『
魂
に
つ
い
て
』

と
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
を
解
釈
す
る
計
画
を
『
ナ
ト
ル
プ
報
告
』
で
立
て
た
の
か
」

（H
eidegger-Forum

, vol.2, 2008

）
を
参
照
。

９　

J. T
am

iniaux, L
a fille de T

hrace et le penseur professionnel, Payot, 
1992, p. 54.

10　

神
崎
訳
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』、
二
五
頁
、
訳
注
１
、四
四
三
～
四
四
四
頁
、

四
五
九
頁
。

11　

Cf. Liddell and Scott

’s G
reek-E

nglish Lexion, p. 148.

12　
「
エ
ー
ト
ス
は
人
間
に
と
っ
て
ダ
イ
モ
ー
ン
で
あ
る
」
こ
と
が
ソ
ピ
ス
テ
ス
講
義

な
り
の
仕
方
で
多
重
的
に
示
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
の
箴
言
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
学
的
解
釈
は
篠
澤
和
久
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
時
間
論
』（
東
北
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
七
年
）
の
二
六
三
～
二
六
六
頁
。

13　

解
釈
視
点
と
し
て
細
川
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
の
射
程
』
の
一
六
一
～
一
八
三
頁
を

参
照
。池
田
喬『
ハ
イ
デ
ガ
ー　

存
在
と
行
為
』（
二
〇
一
一
年
、
創
文
社
）第
四
章
の
、

「
現
前
性
」
批
判
に
も
と
づ
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
幸
福
論
解
釈
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。

小
稿
で
は
ソ
ピ
ス
テ
ス
講
義
の
内
在
的
解
釈
に
限
定
し
、
実
践
的
推
論
の
善
、『
形
而

上
学
』
の
「
存
在
（on

）」、『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
篇
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
い
う
三
者
の
あ
い

だ
に
ア
レ
ー
テ
ウ
エ
イ
ン
の
観
点
か
ら
〈
一
と
多
〉
へ
の
問
い
を
見
出
し
つ
つ
、
幸

福
概
念
を
解
釈
し
た
。

14　

Cf. R. K
raut, A

ristotle on the H
um

an G
ood, Princeton U

ni. Press, 1991, 
pp. 211-237; L. Brow

n, Introduction, in: T
he N

icom
achean E

thics, O
W

C, 
2009, pp. x-xvii; 

高
橋
久
一
郎『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）

の
四
八
～
六
一
頁
、
一
一
三
頁
。

15　

い
く
ら
で
も
詳
し
く
語
り
う
る
行
為
の
過
程
を
図
式
的
に
析
出
し
た
実
践
的
推
論

は
、
行
為
が
う
ま
く
い
か
な
い
場
面
で
ほ
ど
、
行
為
者
や
考
察
者
に
前
景
化
す
る
点

は
、cf. G. E. M

. A
nscom

be, Intention, H
arvard U

ni. Press, 2nd ed., 2000, p. 
79, p. 53.

（
横
地
徳
広
・
よ
こ
ち　

の
り
ひ
ろ
・
弘
前
大
学
）



201 植村玄輝・八重樫徹・吉川孝編著、富山豊・森功次著『ワードマップ  現代現象学』（新曜社、2017年）

本
書
は
高
い
志
と
丁
寧
な
記
述
を
備
え
た
優
れ
た
現
象
学
の
入
門
書
で
あ
る
。

入
門
書
は
本
質
的
に
野
心
的
な
書
物
で
あ
る
。
平
易
さ
と
正
確
さ
の
両
立
と

い
っ
た
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
想
定
読
者
が
そ
の
分
野
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
先

入
観
や
混
乱
の
可
能
性
を
予
測
し
な
が
ら
、
既
存
の
入
門
書
と
は
別
の
見
取
り
図

を
描
く
こ
と
が
著
者
に
期
待
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
日
本
の
哲
学
研
究
者
は
、
専

門
的
研
究
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
も
つ
入
門
書
の
執
筆
に
も
力

を
注
い
で
き
た
。
そ
の
豊
饒
な
成
果
と
影
響
力
の
大
き
さ
は
本
稿
で
述
べ
る
ま
で

も
な
い
だ
ろ
う
。
重
要
な
の
は
こ
の
「
優
れ
た
入
門
書
を
書
き
、
世
に
問
う
」
と

い
う
試
み
を
、
比
較
的
若
い
世
代
の
研
究
者
が
自
ら
の
任
務
と
し
て
積
極
的
に
引

き
受
け
る
流
れ
が
出
て
き
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
す
べ
て
を
挙
げ
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
鈴
木
生
郎
・
秋
葉
剛
史
・
谷
川
卓
・
倉
田
剛
『
ワ
ー
ド
マ
ッ
プ　

現

代
形
而
上
学
』（
新
曜
社
、2014

年
）
や
佐
藤
岳
詩
『
メ
タ
倫
理
学
入
門
』（
勁
草

書
房
、2017

年
）
な
ど
既
に
高
い
評
価
を
得
て
い
る
も
の
も
多
い
。
そ
し
て
本
書

『
ワ
ー
ド
マ
ッ
プ　

現
代
現
象
学
』
も
ま
た
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
現
象
学
入

門
の
ニ
ュ
ー
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
、
あ
る
い
は
「
現
代
現
象
学
」
と
い
う
分
野
の
日

本
に
お
け
る
確
立
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。

第
一
部
・
基
本
編
に
つ
い
て

本
書
の
構
成
は
大
き
く
分
け
る
と
第
一
部
・
基
本
編
と
第
二
部
・
応
用
編
に
分

か
れ
て
い
る
。
基
本
編
に
お
い
て
は
ま
ず
現
象
学
の
探
求
の
対
象
が
「
経
験
」
で

あ
る
こ
と
を
読
者
に
対
し
て
徹
底
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
第
一
章
「
現

代
現
象
学
と
は
何
か
」
で
は
経
験
を
探
求
す
る
こ
と
の
意
義
が
、
第
二
章
「
経
験

の
分
類
」
で
は
個
別
の
経
験
の
分
類
が
、
第
三
章
「
経
験
の
志
向
性
と
一
人
称
性
」

で
は
経
験
の
特
徴
づ
け
が
そ
れ
ぞ
れ
扱
わ
れ
る
が
事
実
上
は
一
つ
の
大
き
な
章
と

し
て
読
む
べ
き
だ
ろ
う
。
現
象
学
に
お
け
る
「
経
験
」
と
い
う
語
は
非
常
に
豊
か

で
広
い
射
程
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
多
種
多
様
な
個
別
の
経
験
の
あ
り

方
が
す
べ
て
一
括
し
て
「
経
験
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
の
意
義
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ

て
、
私
た
ち
は
現
象
学
の
基
本
的
な
方
法
と
発
想
を
押
さ
え
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。

本
書
で
は
現
象
学
的
探
究
と
は
以
下
の
三
つ
の
特
徴
を
も
つ
と
さ
れ
る
。（
１
）

現
象
学
に
お
け
る
世
界
の
探
求
は
、
経
験
を
事
実
上
の
出
発
点
と
す
る　
（
２
）

現
象
学
は
現
象
の
相
の
も
と
で
世
界
を
理
解
す
る　
（
３
）
現
象
学
は
、
対
象
の

経
験
さ
れ
る
仕
方
の
解
明
を
通
じ
て
、
対
象
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
、
の
三
つ

で
あ
る
（cf. pp.12-18.
）。
も
う
少
し
開
い
た
仕
方
で
語
れ
ば
、
い
か
な
る
学
的

植
村
玄
輝
・
八
重
樫
徹
・
吉
川
孝
編
著
、富
山
豊
・
森
功
次
著

『
ワ
ー
ド
マ
ッ
プ　

現
代
現
象
学
』（
新
曜
社
、二
〇
一七
年
）

長

門

裕

介
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経
験
も
事
実
と
し
て
経
験
か
ら
出
発
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
、
し
か
も
単
に
出

発
点
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
だ
け
で
な
く
あ
え
て
そ
こ
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
、

な
お
も
対
象
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
現
象
学

だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
現
象
学
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
知
識
を
も
た
な

い
読
者
が
現
象
学
の
こ
の
探
求
指
針
を
耳
に
し
た
ら
、
そ
れ
は
非
常
に
困
難
な
試

み
だ
と
思
う
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
一
人
称
性
や
主
観
性
と
結
び
つ
い
て
語
ら
れ

る
経
験
を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
る
と
な
ぜ
考
え

ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
躓
き
を
お
ぼ
え
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

実
の
と
こ
ろ
本
書
の
基
本
編
を
通
読
し
て
も
こ
の
問
い
に
完
全
に
応
え
て
い
る
よ

う
に
は
思
わ
れ
な
い
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
第
二
部
・
応
用
編
の
第
四
章

と
第
五
章
が
中
心
的
に
扱
う
テ
ー
マ
で
あ
る
）。
本
書
で
は
こ
こ
で
す
ぐ
さ
ま
思

考
と
世
界
の
関
係
や
実
在
の
問
題
の
問
題
に
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は
せ
ず
、
た
と

え
ば
知
覚
と
想
像
の
違
い
と
い
っ
た
経
験
の
分
類
を
経
験
に
根
差
し
た
仕
方
で
扱

う
こ
と
や
、
志
向
性
や
一
人
称
性
は
本
当
に
経
験
の
一
般
的
特
徴
な
の
か
を
検
討

す
る
方
向
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。

現
象
学
の
意
義
を
説
明
す
る
順
序
に
つ
い
て
は
そ
れ
こ
そ
現
象
学
者
の
数
だ
け

や
り
方
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
本
書
が
ま
ず
経
験
の
構
造
や
本
性
に
つ
い
て
徹
底
す

る
方
針
を
と
っ
た
の
は
成
功
だ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
多
く
の
読
者

に
と
っ
て
「
経
験
」
と
い
う
語
は
曖
昧
に
し
か
理
解
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
な

く
、
先
入
観
を
抱
か
せ
る
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で
な
い
含
み
を
も
つ
概
念
だ
か
ら
で
あ

る
。
第
一
章
の
最
後
で
著
者
が
注
意
を
促
し
て
い
る
よ
う
に
、
経
験
と
い
う
語
は

「
理
論
」
と
の
対
比
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
感
覚
経
験
に
限
定
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
し
、「
経
験
豊
か
な
ひ
と
」
の
よ
う
な
時
間
的
蓄
積
を
示
す
こ
と
も
あ

る
。私
た
ち
は
実
際
に
は
そ
れ
ら
を
文
脈
に
よ
っ
て
使
い
分
け
て
い
る
わ
け
だ
が
、

現
象
学
に
お
け
る
経
験
概
念
は
そ
れ
ら
よ
り
ず
っ
と
包
括
的
で
あ
る
。
本
書
後
半

部
の
応
用
編
に
進
む
た
め
に
も
、
た
と
え
ば
想
像
や
想
起
も
経
験
の
一
種
で
あ
る

と
い
っ
た
こ
と
や
、「
他
者
経
験
」
と
い
っ
た
日
常
で
ま
ず
目
に
す
る
こ
と
の
な
い

用
語
法
に
も
違
和
感
な
く
入
れ
る
よ
う
に
地
な
ら
し
を
し
て
お
く
こ
と
は
読
者
に

と
っ
て
親
切
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
一
方
で
、
経
験
が
志
向
性
を
も
つ
（
こ
と
が

あ
る
）
こ
と
や
一
人
称
的
な
観
点
を
も
つ
こ
と
を
私
た
ち
が
自
明
の
も
の
と
し
て

い
る
と
も
考
え
に
く
い
。
第
一
部
・
基
本
編
は
「
経
験
」
概
念
に
こ
だ
わ
り
ぬ
く

こ
と
で
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
拡
張
す
る
と
と
も
に
特
徴
づ
け
も
提
示
し
て
い
る
。

本
書
全
体
を
通
し
て
「
エ
ポ
ケ
ー
」
や
「
現
象
学
的
還
元
」
と
い
う
語
が
ほ
と
ん

ど
現
れ
な
い
こ
と
が
驚
き
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
最
初
の
三
章

に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
作
業
は
内
実
と
し
て
は「
世
界
を
経
験
へ
と
関
連
づ
け
、

そ
こ
に
お
い
て
対
象
の
構
成
を
問
う
」
と
い
う
あ
る
意
味
で
は
還
元
的
な
試
み
で

あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
部
・
応
用
編
に
つ
い
て

第
二
部
・
応
用
編
は
現
代
哲
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ピ
ッ
ク
を
現
象
学
の
立
場
か

ら
検
討
す
る
パ
ー
ト
で
あ
る
。
目
次
の
上
で
は
第
四
章
は
志
向
性
、
第
五
章
は
存

在
、
第
六
章
は
価
値
、
第
七
章
は
芸
術
、
第
八
章
は
社
会
、
第
九
章
は
人
生
を
そ

れ
ぞ
れ
扱
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
よ
り
細
か
い
区
分
が
可
能
で
あ

る
。
た
と
え
ば
第
五
章
は
前
半
が
実
在
論
と
観
念
論
の
対
立
、
後
半
が
心
身
問
題

を
扱
っ
て
お
り
、
第
六
章
で
は
前
半
が
価
値
と
価
値
判
断
、
後
半
が
道
徳
の
問
題

を
扱
う
…
…
と
一
章
に
つ
き
二
つ
の
テ
ー
マ
が
振
り
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
計

12
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
現
象
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
も

言
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
の
「
現
象
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
は
何
か
に
つ
い
て

は
若
干
の
注
意
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
第
二
部
・
応
用
編
で
扱
わ
れ
る
テ
ー
マ
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は
い
ず
れ
も
哲
学
に
お
け
る
伝
統
的
な
問
題
群
で
あ
る
と
共
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
や

ハ
イ
デ
ガ
ー
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
サ
ル
ト
ル
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
ら
高
名
な
現
象

学
者
が
直
接
的
で
あ
れ
間
接
的
で
あ
れ
取
り
組
ん
だ
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
。し
か
し
、

本
書
に
お
い
て
は
彼
ら
の
考
察
が
直
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
つ
ま
り

「
心
身
問
題
に
つ
い
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
…
…
と
述
べ
て
い
る
」
と
い
っ

た
仕
方
で
論
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
む
し
ろ
、
第
一
部
・

基
本
編
に
お
い
て
強
調
さ
れ
た
「
経
験
に
定
位
す
る
こ
と
の
意
義
」
に
基
づ
い
て

論
じ
て
い
く
こ
と
を
現
象
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。よ
っ
て
、

各
テ
ー
マ
の
論
じ
方
は
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
の
独
自
の
考
察
が
反
映
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
四
章
「
志
向
性
」
で
は
ま
ず
、
な
に
か
を
信
じ
た
り
、
疑
っ
た
り
、
否
認
し

た
り
す
る
「
思
考
」
が
い
か
に
し
て
世
界
と
関
わ
る
か
が
論
じ
ら
れ
る
。
著
者
が

提
案
す
る
の
は
、
思
考
の
内
容
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
そ
れ
が
支
持
さ
れ
た
り

反
証
さ
れ
た
り
す
る
の
か
と
い
う
具
体
的
な
経
験
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
で

特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
検
証
主
義
的
意
味
論
で
あ
る
。
私
の
思
考
が
志
向
性
を

も
ち
、
世
界
の
な
か
の
特
定
の
対
象
と
関
わ
る
と
き
、
そ
こ
で
は
思
考
の
真
理
の

検
証
可
能
性
も
同
時
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は
ま
た
、
思
考

に
お
け
る
意
味
の
把
握
に
つ
い
て
の
内
在
主
義
／
外
在
主
義
と
い
う
話
題
と
も
関

係
し
て
い
る
。
自
ら
が
思
考
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
何
で
あ
る
か
の
把
握
は
思

考
す
る
主
体
の
内
部
で
完
結
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
内
在
主
義
は
、
世
界

の
側
の
客
観
的
要
因
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
意
味
の
把
握
は
不
可
能
だ
と
す
る

外
在
主
義
の
挑
戦
を
受
け
て
き
た
。
現
象
学
の
立
場
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

内
在
主
義
の
基
本
的
に
は
堅
守
し
つ
つ
、
経
験
が
時
間
的
に
連
続
し
た
意
味
連
関

の
な
か
で
組
織
化
さ
れ
る
と
い
う
構
造
に
着
目
す
れ
ば
外
在
主
義
の
メ
リ
ッ
ト
で

あ
る
文
脈
依
存
性
を
自
ら
の
理
論
の
う
ち
に
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る

の
で
あ
る
。

第
五
章
で
は
「
世
界
に
は
何
が
ど
の
よ
う
に
存
在
す
る
の
か
」
と
い
う
形
而
上

学
の
問
い
に
現
象
学
は
ど
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
ま
ず
話
題
と
な

る
。
仮
に
こ
の
形
而
上
学
の
問
い
の
な
か
に
あ
る
「
世
界
」
と
い
う
語
が
「
経
験

か
ら
独
立
し
た
も
の
」
と
い
う
含
意
を
あ
ら
か
じ
め
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
経
験
に
立
脚
し
よ
う
と
す
る
現
象
学
は
形
而
上
学
と
は
無
縁
な
も
の
と

な
る
。
し
か
し
、
現
象
学
が
あ
く
ま
で
経
験
に
立
脚
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
経
験

の
志
向
的
対
象
の
存
在
身
分
に
つ
い
て
問
う
道
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
現
象
学
的
な
実
在
論
と
観
念
論
と
い
う
オ
プ
シ
ョ
ン
が
あ
り
う
る
こ
と

を
著
者
は
提
示
す
る
。
実
在
論
の
道
は
定
立
的
な
経
験（
前
節
に
お
け
る「
思
考
」）

の
正
し
さ
を
世
界
の
実
際
の
在
り
方
と
の
一
致
に
求
め
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
非

現
象
学
的
な
想
定
を
持
ち
込
む
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
観
念
論
の
道
は
、
明
証
的

経
験
の
原
理
的
な
可
能
性
に
訴
え
る
こ
と
で
志
向
的
対
象
の
存
在
を
問
う
こ
と
が

で
き
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
道
は
普
通
の
意
味
で
は
経
験
の
可
能
性
の
及
ば

な
い
範
囲
に
あ
る
も
の
（「
生
命
誕
生
以
前
の
地
球
」
な
ど
）
の
存
在
を
分
析
に

困
難
が
生
じ
る
。
そ
し
て
、
心
身
問
題
に
つ
い
て
も
、
物
質
的
な
世
界
と
現
象
的

な
世
界
の
ど
ち
ら
が
先
行
し
て
い
る
の
か
に
関
し
て
同
種
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
。
著
者
は
こ
こ
で
性
急
に
実
在
論
／
観
念
論
の
ど
ち
ら
か
の
立
場

に
軍
配
を
上
げ
る
こ
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
経
験
主
体
と
し
て
の
私
た
ち
の
不
完
全

さ
に
注
目
す
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
形
而
上
学
的
問
題
が
現
象
学
に
と
っ
て

ま
だ
整
備
さ
れ
始
め
た
ば
か
り
の
未
開
拓
の
領
野
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
第
四
章
と
第
五
章
は
真
理
・
意
味
・
実
在
と

い
っ
た
相
互
に
関
連
す
る
現
代
哲
学
の
巨
大
な
テ
ー
マ
が
扱
わ
れ
る
が
、
読
者
と

し
て
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
そ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
ど
れ
ほ
ど
有
効
な
の
か

を
評
価
す
る
の
が
非
常
に
難
し
い
パ
ー
ト
に
な
っ
て
い
る
。
第
四
章
で
は
観
念
論
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的
な
説
明
が
有
効
で
あ
り
、
現
象
学
の
探
求
指
針
と
整
合
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

さ
れ
る
が
、
第
五
章
で
は
観
念
論
か
ら
離
れ
る
動
機
が
一
定
程
度
あ
る
こ
と
も
示

唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は「
な
に
を
外
す
と
現
象
学
で
は
な
く
な
る
の
か
」と
い
っ

た
問
題
と
も
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
本
書
全
体
の
な
か
で
も
非
常
に
重
要
な
部

分
と
し
て
繰
り
返
し
読
ま
れ
る
必
要
が
あ
る
。

続
く
第
六
章
か
ら
は
比
較
的
独
立
し
た
応
用
現
象
学
の
試
み
と
し
て
読
む
こ
と

が
で
き
る
。
第
六
章
前
半
で
は
価
値
判
断
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
現
象
学
的

な
立
場
と
し
て
情
動
の
役
割
に
訴
え
る
道
が
選
択
さ
れ
る
。
大
事
な
の
は
情
動
に

訴
え
る
か
ら
と
い
っ
て
、
価
値
判
断
が
正
当
化
不
可
能
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
情
緒
的
な
反
応
に
も
適
切
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の

が
あ
る
。
こ
の
考
え
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
好
ま
し
い
か
ら
価
値
が
あ
る

の
か
、
価
値
が
あ
る
か
ら
好
ま
し
い
の
か
」
と
い
っ
た
問
題
を
回
避
し
、
価
値
と

適
切
な
情
緒
的
判
断
が
相
互
依
存
的
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
道
筋
が
現
れ
て
く
る

こ
と
に
な
る
。
第
六
章
後
半
で
は
道
徳
が
話
題
と
な
る
。
こ
こ
で
は
現
象
学
的
倫

理
学
は
功
利
主
義
や
義
務
論
と
い
っ
た
近
代
道
徳
哲
学
に
再
検
討
を
迫
る
立
場
と

し
て
扱
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
な
に
が
道
徳
的
配
慮
の
対
象
で
あ
り
、
な
に
が
配

慮
の
対
象
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
問
題
を
近
代
道
徳
哲
学
は
あ
ら
か
じ
め
確
定
し

た
道
徳
原
理
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
現
象
学
的
倫
理
学
は
そ
れ
に
対
し

て
具
体
的
な
状
況
の
な
か
で
の
道
徳
経
験
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち

と
道
徳
的
価
値
の
か
か
わ
り
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

第
七
章
で
は
作
品
の
存
在
論
と
美
的
判
断
・
美
的
経
験
が
扱
わ
れ
る
。
文
化
的

な
事
物
の
存
在
論
的
な
性
格
を
探
求
す
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
そ
の
事
物
の
物
理

的
な
組
成
を
調
べ
る
こ
と
に
は
還
元
で
き
な
い
。
他
の
存
在
者
と
同
様
、
文
化
的

な
事
物
も
作
曲
活
動
や
鑑
賞
者
の
存
在
、
環
境
と
い
っ
た
様
々
な
も
の
に
依
存
し

て
存
在
し
て
い
る
。
依
存
関
係
か
ら
存
在
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
芸
術
作
品
に
つ

い
て
は
創
作
や
鑑
賞
と
い
っ
た
人
間
の
具
体
的
な
芸
術
活
動
に
着
目
す
る
こ
と
と

切
り
離
し
え
な
い
と
い
う
意
味
で
現
象
学
と
関
係
す
る
。
ま
た
、
美
的
な
経
験
や

判
断
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
に
お
い
て
主
観
的
な
感
情
の
動
き
や
想
像
力
、
好
奇
心

が
喚
起
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
素
材
と
し
た
自
分
の
趣
味
判
断
へ
の
同

意
を
要
請
す
る
規
範
性
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
経
験
や
判
断
が
単
な
る
論
理

的
判
断
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
「
な
ぜ
私
は
こ
れ
に
感
動
し
て

い
る
の
か
」
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
ひ
と
は
自
ら
の
経
験
を
問
い
直
す

現
象
学
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
美
学
は
必
然
的
に
現
象
学
を
含

む
、
と
著
者
は
結
論
し
て
い
る
。

第
八
章
は
「
社
会
」
と
題
さ
れ
て
い
る
が
、
主
題
と
な
る
の
は
他
者
経
験
、
つ

ま
り
他
人
の
心
を
知
る
こ
と
と
「
約
束
」
の
成
立
の
場
面
で
あ
る
。
私
た
ち
は
他

人
の
考
え
て
い
る
こ
と
や
ど
の
よ
う
な
感
情
を
抱
い
て
い
る
か
に
つ
い
て
何
事
か

を
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
首
尾
よ
く
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
る
。

し
か
し
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
著
者
は

現
象
学
の
立
場
か
ら
、
他
人
の
心
を
知
る
こ
と
の
一
部
は
近
く
経
験
に
含
ま
れ
て

い
る
と
考
え
る
。
私
た
ち
が
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
を
あ
る
特
定
の
観
点
か
ら
見
る
と

き
、
私
た
ち
は
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
の
あ
る
特
定
の
側
面
だ
け
を
見
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
現
象
学
は
「
そ
う
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
そ
の
と
き
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
そ

の
も
の
を
見
て
い
る
の
だ
」
と
答
え
る
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
知
覚
に
お
い
て
事
物

の
見
え
て
い
な
い
側
面
も
含
め
た
全
体
を
い
わ
ば
先
取
り
し
て
い
る
。
こ
れ
と
同

様
に
、
た
と
え
ば
子
供
が
退
屈
し
て
い
る
の
を
見
る
と
き
、
私
に
現
れ
て
い
る
の

は
端
的
に
は
子
供
の
身
体
と
動
作
だ
け
で
あ
っ
て
も
、
彼
の
心
の
状
態
も
ま
た
共

に
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
子
供
の
そ
れ
か
ら
の
動
作
が
「
退
屈
し
て
い
る
」

動
作
と
し
て
破
綻
な
く
進
行
し
て
い
る
の
を
知
覚
し
て
い
る
限
り
、
私
は
そ
の
子

供
の
心
を
把
握
し
て
い
る
と
言
い
う
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
他
者
と
の
関
り
の
例
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と
し
て
も
う
一
つ
「
約
束
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
約
束
を
す
る
こ
と
の
経
験

は
他
人
に
対
し
て
な
に
か
を
表
明
し
、
そ
れ
が
受
け
止
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と

い
う
社
会
的
作
用
と
し
て
み
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
約
束
の
社
会
的
作
用
に

よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
る
「
契
約
」
と
し
て
の
約
束
は
経
験
で
は
な
い
。
約
束
の
契

約
と
し
て
の
効
果
は
私
が
そ
の
約
束
経
験
を
想
起
し
て
い
な
く
て
も
存
続
し
つ
づ

け
て
い
る
。
契
約
と
し
て
の
約
束
は
心
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
物
的
な
も
の
で
も

な
い
。
そ
れ
は
時
間
的
な
始
ま
り
と
終
わ
り
を
も
ち
、
団
体
の
存
在
を
必
要
と
す

る
特
異
な
存
在
者
な
の
で
あ
る
。

最
後
の
章
は
「
人
生
」
が
扱
わ
れ
る
。「
人
生
の
意
味
」
を
哲
学
的
に
問
う
こ

と
は
ど
こ
か
曖
昧
さ
が
付
き
ま
と
う
。「
人
生
に
意
味
が
あ
る
と
い
え
る
よ
う
な

条
件
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
」
と
い
っ
た
探
求
は
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
人
生
を
外
側
か
ら
見
る
態
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て

現
象
学
が
行
う
の
は
こ
こ
で
も
経
験
に
踏
み
と
ど
ま
っ
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。

私
た
ち
は
な
に
か
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
き
に
も
「
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
何
に
な

る
の
か
」
と
問
う
こ
と
が
原
理
的
に
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
別
の
何
か

の
た
め
に
」
と
答
え
る
こ
と
は
差
し
当
た
り
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な

正
当
化
の
連
鎖
は
果
て
し
な
く
続
く
。こ
れ
に
対
す
る
処
方
箋
は
自
分
だ
け
の「
大

切
な
も
の
」
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
な
に
か
を
「
大
切
な
も
の
と
み
な
す
」
と
い

う
経
験
を
考
え
る
こ
と
は
例
え
ば
愛
や
使
命
に
つ
い
て
の
現
象
学
に
私
た
ち
を
誘

う
と
著
者
は
述
べ
る
。
そ
し
て
一
番
最
後
に
「
哲
学
者
の
生
」
が
語
ら
れ
る
。
第

五
章
に
お
い
て
、
現
象
学
者
は
経
験
主
体
と
し
て
の
私
た
ち
が
不
完
全
で
あ
る
こ

と
に
自
覚
的
で
あ
る
べ
き
だ
と
語
ら
れ
て
い
た
。
私
た
ち
は
世
界
に
つ
い
て
完
全

な
真
理
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
世
界
に
つ
い
て
い
か
な
る

こ
と
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
こ
れ
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

探
求
を
行
う
哲
学
者
は
独
断
論
に
も
懐
疑
論
に
も
陥
ら
な
い
足
場
を
手
に
入
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
の
本
を
い
か
に
使
う
か

全
体
を
駆
け
足
で
見
て
き
た
が
、
形
而
上
学
、
美
学
、
倫
理
学
に
ま
た
が
っ
た

こ
れ
ほ
ど
多
く
の
テ
ー
マ
を
現
象
学
の
立
場
か
ら
、
し
か
も
古
典
的
現
象
学
特
有

の
ジ
ャ
ー
ゴ
ン
の
使
用
を
最
小
限
に
抑
え
た
ま
ま
記
述
し
た
著
者
た
ち
の
能
力
と

努
力
に
は
驚
嘆
を
禁
じ
得
な
い
。
先
行
す
る
現
象
学
者
の
業
績
に
対
し
て
も
注
や

コ
ラ
ム
に
お
い
て
適
切
な
参
照
の
経
路
が
開
か
れ
て
い
る
の
も
特
筆
に
値
す
る
。

こ
の
本
を
活
用
で
き
る
読
者
層
は
か
な
り
幅
広
い
と
い
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
現
象

学
に
興
味
の
あ
る
初
学
者
は
も
ち
ろ
ん
、
現
象
学
の
ラ
イ
バ
ル
と
な
っ
て
い
る

種
々
の
立
場
の
哲
学
研
究
者
も
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
は
ず
だ
。
よ
り
発
展
的
な
読

書
と
し
て
、
本
書
の
文
献
案
内
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
本
書
の
刊
行
記
念
と
し
て

開
催
さ
れ
た
「
い
ま
こ
そ
事
象
そ
の
も
の
へ
！　

現
象
学
か
ら
始
ま
る
書
棚
散

策
」
の
特
設w

eb

ペ
ー
ジ
も
参
考
に
な
る
は
ず
で
あ
る
（http://socio-logic.jp/

events/201708_phenom
enology.php

）。

（
長
門
裕
介
・
な
が
と　

ゆ
う
す
け
・
慶
應
義
塾
大
学
）
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本
書
は
、
そ
の
副
題
が
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
示
唆
す
る
と
こ
ろ
と
は
違
っ
て
、『
論

理
学
研
究
』（
以
下
『
論
研
』）
の
単
な
る
解
説
書
や
注
釈
書
の
た
ぐ
い
で
は
な
い
。

『
論
研
』
を
読
解
す
る
た
め
の
独
自
の
議
論
を
ち
り
ば
め
た
一
流
の
、
緻
密
で
妥

協
の
な
い
研
究
書
で
あ
る
。し
か
も
、
本
書
の
結
論
部
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
れ
が
結
局
は
フ
ッ
サ
ー
ル
哲
学
の
全
体
像
を
描
き
出
す
試
み
の
一
端
に
す
ぎ
な

い
と
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
の
視
野
の
広
さ
に
は
脱
帽
す
る
。

本
書
の
際
立
っ
た
特
徴
に
つ
い
て
は
多
言
を
要
し
な
い
。
私
た
ち
は
「
序
論
」

を
読
み
は
じ
め
て
す
ぐ
次
の
よ
う
な
一
節
に
出
会
う
。
本
書
は
『
論
研
』
を
、
そ

の
見
か
け
と
は
違
っ
て
「
い
わ
ゆ
る
理
論
哲
学
に
属
す
る
ひ
と
ま
と
ま
り
の
問
題

〔
…
…
〕
に
取
り
組
む
統
一
的
な
著
作
と
し
て
読
む
」
こ
と
を
目
的
と
し
、
当
時

の
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
自
分
に
と
っ
て
の
中
心
問
題
を
ど
こ
に
設
定
し
、
そ
の
解
決

に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
哲
学
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
構
想
し
て
い
た
の
か
」
を
明
ら
か

に
す
る
が
、
そ
う
し
た
「
ひ
と
ま
と
ま
り
の
問
題
」
の
「
中
心
に
は
形
而
上
学
の

問
題
が
あ
る
」（
四
頁
）。
穏
や
か
に
言
え
ば
、
当
時
フ
ッ
サ
ー
ル
の
抱
い
て
い
た

体
系
的
な
理
論
哲
学
構
想
の
う
ち
に
『
論
研
』
を
し
か
る
べ
く
組
み
込
み
、
ま
た

逆
に
、『
論
研
』
の
う
ち
に
そ
の
哲
学
構
想
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
い
う
の
で

あ
る
。
あ
る
い
は
も
う
少
し
大
胆
に
、
本
書
は
形
而
上
学
者

0

0

0

0

0

フ
ッ
サ
ー
ル
を
背
景

に
『
論
研
』
を
読
み
解
く
試
み
な
の
だ
と
言
っ
て
み
た
い
気
も
す
る
。
事
実
、
本

書
の
最
後
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、『
論
研
』
が
そ
の
標
榜
す
る
「
形
而
上
学
的

中
立
性
」
を
め
ぐ
っ
て
不
整
合
を
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
主
張
な
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
本
書
の
前
景
を
な
す
の
は
も
ち
ろ
ん
『
論
研
』
の
精
緻
な
読
解
と

そ
の
思
想
の
優
れ
た
再
構
成
で
あ
り
、
ど
の
章
も
啓
発
的
で
、
思
わ
ず
は
っ
と
さ

せ
ら
れ
る
。
例
え
ば
第
二
章
で
の
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
に
つ
い
て
の
論
述
。『
プ

ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
反
心
理
主
義
」
に
転
じ
た
一
冊
と
し
て
紹

介
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
本
章
を
読
ん
で
浮
か
ん
で
く
る
の
は
む
し
ろ
、
当
時

の
哲
学
シ
ー
ン
と
自
身
の
思
想
を
冷
静
に
検
討
し
て
い
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
姿
で
あ

る
。『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
の
各
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
思
想
の
切
れ
端
が
つ

な
が
り
、
ひ
と
つ
の
像
を
結
ん
で
い
く
そ
の
論
述
は
、
ま
た
本
書
全
体
の
ス
タ
イ

ル
が
持
つ
性
格
を
象
徴
し
て
お
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
い
う
哲
学
者
の
強
度
を
味
わ

え
る
楽
し
み
が
あ
る
。
ま
た
、
第
三
章
で
剔
出
さ
れ
る
「
客
観
的
認
識
論
」
の
コ

ン
セ
プ
ト
は
、
そ
の
後
の
章
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
論
述
の
い
わ
ば
出
発
点
と
な
る

も
の
だ
が
、
こ
れ
が
明
確
に
定
式
化
さ
れ
る
だ
け
で
『
論
研
』
第
二
巻
の
読
み
は

大
き
く
変
わ
る
。

少
し
私
な
り
に
紹
介
し
て
み
よ
う
。「
客
観
的
認
識
論
」
と
い
う
の
は
、
純
粋

植
村
玄
輝
著『
真
理・存
在・意
識
―
―
フ
ッ
サ
ー
ル『
論
理
学
研
究
』を
読
む
』

（
知
泉
書
館
、二
〇
一七
年
）

佐

藤
　

駿
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論
理
学
の
一
種
の
「
転
用
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
哲
学
的
認
識
論
で
あ
る
。
例
え
ば

「¬(p∧
¬p)

」
と
い
う
命
題
が

0

0

0

妥
当
す
る
な
ら
、
認
識
的
に
合
理
的
で
あ
ろ
う
と

す
る
ど
ん
な
可
能
な
主
体
に
と
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
命
題
の
例
と
な
る
よ
う
な

判
断
を

0

0

0

明
証
的
に
下
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
あ
る
い
は
、
そ
の

命
題
の
例
と
な
る
判
断
を
否
定
で
き
な
い
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。
命
題
間

に
ア
プ
リ
オ
リ
に
成
り
立
つ
法
則
（
論
理
法
則
）
そ
れ
自
体
は
、
主
体
の
あ
り
方

を
顧
慮
し
な
い
と
い
う
意
味
で
認
識
が
成
立
す
る
た
め
の
客
観
的
な
条
件
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
認
識
を
持
つ
主
体
の
側
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
な
さ
れ
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
ア
プ
リ
オ
リ
に
指
定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
客
観
的
・
主
観
的
両
面
に
わ
た
っ
て
認
識
の
可
能
性
の
条
件
を
追
究
す
る
の
が

客
観
的
認
識
論
の
課
題
で
あ
る
。

こ
う
し
た
認
識
論
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
踏
ま
え
る
と
、『
論
研
』
第
二
巻
に
は
、
そ

の
内
実
を
知
ら
せ
る
い
く
つ
も
の
重
要
な
考
察
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て

く
る
。
本
書
の
論
述
で
言
え
ば
、
意
味
（
命
題
）
の
ス
ペ
チ
エ
ス
説
や
充
実
す
る

意
味
の
概
念
に
解
明
を
与
え
、
客
観
的
認
識
論
に
お
け
る
そ
の
役
割
を
明
ら
か
に

す
る
第
五
章
。
客
観
的
認
識
論
が
命
題
を
可
能
な
も
の
と
不
可
能
な
も
の
と
に
わ

け
る
法
則
を
特
定
す
る
と
い
う
課
題
に
と
り
く
み
、
そ
の
法
則
こ
そ
「
本
来
的
思

考
」の
法
則
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
第
六
章
。
本
来
的
思
考
が「
世

界
に
つ
い
て
の
関
心
の
な
か
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
思
考
」
で
あ
る
こ
と
を
論
じ

る
第
七
章
。
ど
の
章
も
読
み
ご
た
え
が
あ
る
が
、
読
み
切
っ
た
あ
と
に
は
ひ
と
つ

の
統
一
的
な
構
想
が
見
え
て
き
て
、
体
系
的
な
著
作
と
し
て
『
論
研
』
を
読
む
と

い
う
本
書
の
目
的
に
十
分
な
実
質
の
あ
る
こ
と
が
体
感
で
き
よ
う
。

最
終
的
に
は
、
こ
う
し
た
客
観
的
認
識
論
の
帰
結
と
当
時
の
現
象
学
の
コ
ン
セ

プ
ト
と
の
あ
い
だ
に
生
じ
る
不
整
合
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
を
以

下
で
少
し
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

当
の
不
整
合
を
圧
縮
し
て
ま
と
め
な
お
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
書

に
よ
れ
ば
『
論
研
』
第
二
巻
で
展
開
さ
れ
た
客
観
的
認
識
論
は
世
界
に
何
が
存

在
し
う
る
の
か
に
つ
い
て
、
一
定
の
形
而
上
学
的

0

0

0

0

0

含
意
を
持
つ
（
二
三
五
頁
）。
と

こ
ろ
で
、
現
象
学
に
は
客
観
的
認
識
論
に
属
す
る
諸
概
念
に
つ
い
て
解
明
を
与
え

る
と
い
う
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
概
念
の
う
ち
に
は
存
在
の

0

0

0

概
念

が
含
ま
れ
る
が
、
存
在
概
念
は
作
用
の
対
象
に

0

0

0

起
源
を
持
つ
（
二
五
六
―
九
頁
）。

し
か
し
、
有
名
な
「
無
前
提
性
の
原
理
」
は
、
体
験
（
作
用
）
と
そ
の
実
的
な

成
素
に
そ
の
分
析
対
象
が
限
定
さ
れ
る
現
象
学
に
よ
っ
て
こ
そ
実
現
さ
れ
る
と
フ
ッ

サ
ー
ル
は
考
え
て
い
た
。
言
い
換
え
る
と
、
現
象
学
に
と
っ
て
対
象
は
何
も
の
で
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
い

0

0

（
一二
九
―
一
三
〇
頁
、
二
三
九
―
二
四
一
頁
）。
と
す
る
と
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
自

身
の
現
象
学
に
そ
も
そ
も
実
現
不
可
能
な
こ
と
を
課
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
考
え
て
み
た
い
の
は
、
客
観
的
認
識
論
が
持
つ
と
さ
れ
る
形
而
上
学
的
含

意
が
、
ど
の
程
度
フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
意
味
で
形
而
上
学
的
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
形
而
上
学
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
時
期
に
よ
っ
て
多
少
の
相
違
が

あ
り
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
が
、
私
の
見
る
か
ぎ
り
あ
る
て
い
ど
一
貫
し
て
い

る
の
は
、
そ
れ
が
事
実
と
し
て
現
実
的
な
実
在
世
界
を
主
題
と
す
る
哲
学
的
学
科

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
基
本
的
に
、
本
来
の
意
味
で
の
形
而
上
学
は
「
ア
ポ
ス
テ

リ
オ
リ
」で
、
形
式
的
で
は
な
く「
質
料
的
」な
哲
学
的
学
科
だ
っ
た
と
言
え
る（cf. 

M
at III, 245f.; X

X
IV

, 102

）。
具
体
的
に
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
論
研
』
で
挙
げ
て

い
る
形
而
上
学
的
前
提
、
形
而
上
学
的
な
問
い
の
例
も
こ
の
よ
う
な
構
想
を
背
景

に
置
い
て
理
解
で
き
よ
う
（X

V
III, 27; X

IX
/2, 26. 

本
書
一
三
〇
頁
、
一
三
二

頁
を
参
照
）。
簡
潔
に
要
点
を
言
え
ば
、「
何
が

0

0

（
実
際
に
、
事
実
と
し
て
）
あ
る

0

0

の
か
」
が
形
而
上
学
の
中
心
的
な
問
い
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
よ
い
と
す
れ
ば
、「
客
観
的
認
識
論
が
形
而
上
学
的
含
意

を
持
つ
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
少
し
慎
重
に
考
え
て
み
た
く
な
る
。「
認
識
の
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対
象
が
純
粋
に
形
式
的
に
言
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
存
在
し
う
る
の
で
な

0

0

0

0

0

0

け
れ
ば
な
ら
な
い
か

0

0

0

0

0

0

0

0

」
を
言
う
だ
け
な
ら
、
対
象
の
現
実
存
在
な
い
し
非
存
在
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

特
定
す
る
主
張
を
い
っ
さ
い
含
意
し
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
よ
う
な

言
明
が
形
而
上
学
的
含
意
を
持
つ
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
だ
ろ
う
。も
ち
ろ
ん
、

何
が
存
在
し
う
る
か
に
関
す
る
形
式
的
条
件
は
、
実
際
に
存
在
す
る
も
の
が
し
た

が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
件
で
も
あ
る
（
二
三
五
頁
）。
し
か
し
こ
の
こ
と
を

も
っ
て
「
形
而
上
学
的
含
意
を
持
つ

0

0

0

0

0

」
と
言
う
の
だ
と
す
る
と
、
ど
ん
な
学
問
Ｘ

の
扱
う
対
象
に
つ
い
て
も
「
客
観
的
認
識
論
は
Ｘ
的
含
意
を
持
つ
」
と
言
え
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
。
ど
ん
な
学
問
で
あ
れ
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
事
態
や

存
在
は
す
べ
て
、
存
在
し
う
る
も
の
一
般
の
可
能
性
の
条
件
に
し
た
が
っ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
は
違
い
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。い
っ
そ
の
こ
と「
客

観
的
認
識
論
は
形
而
上
学
で
あ
る

0

0

0

」と
言
え
れ
ば
い
い
の
だ
が（
実
際
に
フ
ッ
サ
ー

ル
も
後
に
は
そ
う
言
っ
て
い
る
）、
こ
れ
は
『
論
研
』
で
具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
て

い
た
問
題
を
扱
う
よ
う
な
形
而
上
学
と
は
種
類
が
違
う
よ
う
に
見
え
る 

㈠

。

実
際
の
と
こ
ろ
、
本
書
の
言
う
不
整
合
は
、
客
観
的
認
識
論
の
帰
結
が
形
而
上

学
的
含
意
を
持
つ
と
い
う
理
由
で
生
じ
て
い
る
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
六
七
節
で
、
純
粋
論
理
学
の

課
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
意
味
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
お
よ
び
そ
れ
と
相
関
す
る
「
形
式

的
対
象
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
の
起
源
の
解
明
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
そ
う
し
た

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
一
つ
、
事
態
の

0

0

0

概
念
の
起
源
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
が
、
本
書

で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
「
第
六
研
究
」
第
四
四
節
の
次
の
一
節
で
あ
る
。

　
（
Ａ
）
事
態
と
（
コ
プ
ラ
の
い
み
で
の
）
存
在
と
い
う
概
念
の
起
源
は
、
実

際
に
は
判
断
な
い
し
判
断
充
実
〔
と
い
う
作
用
〕
で
は
な
く
、
判
断
充
実
そ

の
も
の
の
な
か
に
あ
る
。
つ
ま
り
、〔
…
…
〕
こ
れ
ら
の
作
用
の
対
象
の
な
か

0

0

0

0

0

0

0

0

に0

、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
概
念
の
実
現
の
た
め
の
抽
象
の

基
盤
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
（
本
書
二
五
六
頁
か
ら
の
孫
引
き
、
た
だ
し
強

調
は
佐
藤
に
よ
る
）㈡
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
同
じ
こ
と
が
す
べ
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
言
え
る
と
い
う
こ
と
を

同
じ
箇
所
で
示
唆
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、（
一
）
形
式
的
対
象
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

解
明

0

0

と
い
う
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
で
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
た
哲
学
的-

現
象
学
的

課
題
、（
二
）
そ
の
解
明
が
対
象
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
見
解
、（
三
）
対
象

に
つ
い
て
の
分
析
は
含
ま
な
い
と
い
う
現
象
学
の
制
約
と
い
う
三
つ
の
う
ち
に
、

本
書
の
言
う
不
整
合
と
基
本
的
に
同
じ
も
の
が
構
成
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

加
え
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
当
初
、
Ａ
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
と
は
別
の
こ
と
を
考

え
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
一
文
が
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
の
当
該
箇
所
に

見
い
だ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
指
摘
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
意
味
カ
テ
ゴ

リ
ー
、
形
式
的
対
象
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
お
そ
ら
く
両
者
に
つ
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は

こ
う
書
い
て
い
る
。

　
（
Ｂ
）
こ
れ
ら
諸
概
念
は
さ
ま
ざ
ま
な

0

0

0

0

0

「
思
考
機
能

0

0

0

0

」
へ
の
反
省
に
よ
っ
て
の
み

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
可
能
な
思
考
作
用
そ
の
も
の
の
う
ち
に
の
み
、
そ
の
具

体
的
な
基
盤
を
持
ち
う
る
の
で
あ
る
（X

V
III, 246f.

〔
強
調
引
用
者
〕）㈢
。

形
式
的
対
象
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
起
源
の
あ
り
か
を
め
ぐ
っ
て
Ａ
と
Ｂ
に
は
明
ら

か
な
齟
齬
が
あ
る
。
特
に
本
書
を
読
ん
だ
後
で
は
、
こ
の
齟
齬
が
意
味
し
て
い
る

こ
と
は
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。
た
だ
ち
に
生
じ
る
疑
問
は
、
な
ぜ
Ｂ
の
よ
う
に

フ
ッ
サ
ー
ル
が
言
う
に
至
っ
た
か
、
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
が
、
実
は
そ
れ
が
あ
ま

り
判
然
と
し
な
い
。
Ｂ
が
現
れ
る
当
該
の
節
で
フ
ッ
サ
ー
ル
が
述
べ
て
い
る
の
は
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お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
反
省
」
は
端
的
に
対
象
を
把

0

0

0

0

0

0

0

握
す
る

0

0

0

知
覚
の
一
種
で
あ
り
、
そ
の
対
象
そ
の
も
の
が
端
的
な
作
用
で
あ
ろ
う
と

基
づ
け
ら
れ
た
作
用
で
あ
ろ
う
と
、
与
え
ら
れ
る
の
は
レ
ア
ル
な

0

0

0

0

何
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
事
態
や
（
コ
プ
ラ
の
い
み
で
の
）
存
在
は
レ
ア
ル
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
れ

ゆ
え
作
用
へ
の
反
省
が
そ
う
し
た
概
念
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
。
―
―
し
か
し
、

こ
こ
か
ら
当
の
概
念
の
起
源
が
対
象
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
直
ち
に
は
出
て
こ
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
せ
い
ぜ
い
言
え
る
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が

言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
起
源
が
「
判
断
充
実
そ
の
も
の
の
う
ち
に
あ

る
」
と
い
う
こ
と
だ
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
事
態
が
与
え
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い

う
性
格
を
持
つ
体
験
の
分
析

0

0

0

0

0

が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ

う
考
え
る
と
、
事
態
や
存
在
と
い
っ
た
概
念
の
起
源
が
対
象
の
う
ち
に
あ
る
と
い

う
、
Ａ
に
含
ま
れ
る
主
張
そ
の
も
の
の
正
当
性
と
意
味
は
、
必
ず
し
も
明
白
で
は

な
い
。
こ
の
こ
と
は
、『
論
研
』
に
不
整
合
が
あ
る
と
い
う
本
書
の
主
張
を
咎
め
る

も
の
で
は
決
し
て
な
い
が
、
そ
う
し
た
不
整
合
や
齟
齬
が
生
み
出
さ
れ
る
必
然
性

が
那
辺
に
あ
る
か
は
な
お
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
本
書
の
読
者
と
し
て
の
私
た
ち
の
課
題
で
も
あ
る
。
実
際
、

私
は
本
書
に
よ
っ
て
『
論
研
』
の
持
つ
深
さ
、
そ
れ
が
秘
め
る
問
題
性
と
そ
れ
に

つ
い
て
考
え
る
こ
と
の
持
つ
重
要
性
を
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
恥
ず
か
し
な

が
ら
、
ほ
と
ん
ど
蒙
を
啓
か
れ
た
と
言
っ
て
も
い
い
。
繰
り
返
し
立
ち
戻
り
、
検

討
を
加
え
、
一
緒
に
な
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
研
究
書
は
、
そ
れ
自

体
が
優
れ
た
哲
学
書
だ
と
私
な
ど
は
思
う
の
だ
が
、
本
書
は
ま
さ
に
そ
の
一
つ
の

例
を
与
え
て
く
れ
て
い
る 

㈣

。

註㈠　

植
村
も
引
い
て
い
る
『
判
断
論
講
義
』
は
、「
純
粋
論
理
学
と
認
識
論
」
と
を
「
形

式
的
形
而
上
学
」と
呼
び
、
そ
れ
を（
本
来
の
意
味
で
の
）形
而
上
学
、
す
な
わ
ち「
単

に
存
在
一
般
に
と
っ
て
、
つ
ま
り
存
在
そ
の
も
の
に
と
っ
て
何
が
本
質
的
か
を
問
う
の
で

な
く
、
存
在
学
が
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
げ
た
個
々
の
成
果
に
し
た
が
っ
て
、
事
実
と
し
て
何

0

0

0

0

0

0

が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
問
う
」「
質
料
的
形
而
上
学
」（M

at 
V

, 30

〔
強
調
引
用
者
〕）
と
を
区
別
す
る
の
だ
が
、
こ
の
区
別
が
形
而
上
学
の
区
別

と
し
て
『
論
研
』
期
に
果
た
し
て
可
能
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

㈡　

厳
密
に
言
う
と
「
コ
プ
ラ
の
い
み
で
の
存
在
」
と
、
真
理
の
対
象
的
相
関
者
と
し

て
の
存
在
と
が
区
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
応
述
べ
て
お
く
（X

IX
/2, 653f.

）。

た
だ
、
お
そ
ら
く
本
書
で
扱
わ
れ
て
い
る
問
題
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
区
別
が
効

い
て
く
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
結
局
、
真
理
の
対
象
的
存
在
者
に

つ
い
て
語
る
た
め
に
は
、
事
態
を
構
成
す
る
コ
プ
ラ
の
い
み
で
の
存
在
に
つ
い
て
語

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

㈢　

第
一
版
か
ら
の
引
用
だ
が
、
第
二
版
で
は
、「『
思
考
機
能
』
へ
の
反
省
に
よ
っ
て
」
が

「『
思
考
機
能
』
に
関
し
て
」
と
修
正
さ
れ
、
ま
た
「
可
能
な
思
考
作
用
そ
の
も
の
、

あ
る
い
は
そ
の
な
か
で
把
握
可
能
な
相
関
者
の
う
ち
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
書
き
加
え
ら
れ
た
う
え
、

こ
の
個
所
に
第
六
研
究
第
四
四
節
へ
の
参
照
が
付
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
て
ほ
し
い
。

㈣　

本
書
に
つ
い
て
は
、
昨
年
夏
に
フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
会
の
特
別
企
画
と
し
て
、
葛
谷

潤
、
富
山
豊
、
秋
葉
剛
史
各
氏
を
評
者
と
し
た
合
評
会
が
催
さ
れ
た
。
そ
の
書
評
論

文
が
次
号
の
『
フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
』（
二
〇
一
九
年
三
月
発
行
予
定
）
に
掲
載
さ
れ
る

予
定
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
興
味
深
い
批
評
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
ぜ
ひ

そ
ち
ら
も
参
照
し
て
ほ
し
い
。
本
稿
の
内
容
の
一
部
は
、
特
に
秋
葉
氏
の
提
示
さ
れ

た
一
つ
の
論
点
と
重
な
っ
て
い
る
。

（
佐
藤
駿
・
さ
と
う　

し
ゅ
ん
・
山
形
保
健
医
療
大
学
非
常
勤
講
師
）
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私
た
ち
は
日
々
、
様
々
な
こ
と
を
し
て
い
る
。
朝
起
き
て
家
を
出
て
、
大
学
行

き
の
バ
ス
に
飛
び
乗
り
、
同
僚
に
挨
拶
を
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
私
た
ち
が
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
私
た
ち
の
身
体
で
は
日
々
様
々
な
こ
と
が
起
き
て
も
い

る
。
あ
る
時
刻
に
脳
の
働
き
は
活
発
に
な
り
、
消
化
器
官
は
消
化
液
を
生
成
し
、

強
い
日
差
し
に
思
わ
ず
眉
の
筋
肉
が
収
縮
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
私
た
ち
の
身
体
で

起
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
「
私
た
ち
が
し
て
い
る
こ
と
」
と
「
私
た
ち

に
起
き
て
い
る
こ
と
」
の
間
に
は
、
何
か
厳
然
と
し
た
違
い
が
あ
る
と
、
私
た
ち

哲
学
者
は
考
え
が
ち
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
者
は
能
動
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
後

者
は
そ
う
で
は
な
い
。
前
者
に
は
意
図
が
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
に
は
意
図
は
な

い
、
等
々
。

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
人
間
の
行
為
に
何
か
特
別
な
も
の
を
見
出
そ
う
と
す
る

動
機
と
、
お
そ
ら
く
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
私
た
ち
人
間
は
行
動
を
心
に

よ
っ
て
統
御
し
「
行
為
す
る
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
理
性
や
言
語
を
持
た
な

い
動
物
（
や
植
物
）
が
行
っ
て
い
る
こ
と
と
は
異
な
る
。「
す
る
こ
と
」
と
「
起

き
て
い
る
こ
と
」
の
違
い
が
存
す
る
の
は
、
特
に
人
間
と
い
う
特
別
な
存
在
者
に

と
っ
て
だ
け
な
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
飼
い
主
の
「
よ
し
」
の
合
図
と
共
に
大
好
物
の
ド
ッ
グ
フ
ー
ド
へ

駆
け
出
す
柴
犬
と
、
目
当
て
の
バ
ス
が
到
着
し
て
い
る
の
を
見
る
や
走
り
出
す
私

た
ち
の
間
に
、
あ
る
い
は
し
っ
ぽ
を
踏
ま
れ
た
瞬
間
に
牙
を
剥
い
て
後
ろ
を
振
り

返
る
マ
ン
チ
カ
ン
と
、
後
ろ
か
ら
同
僚
に
声
を
か
け
ら
れ
た
途
端
に
笑
顔
を
作
っ

て
振
り
向
く
私
た
ち
の
間
に
、
何
か
重
大
な
違
い
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
人
間
の

行
為
を
高
次
の
心
的
能
力
に
結
び
付
け
、
そ
れ
ら
を
持
た
な
い
「
低
次
の
」
生
き

物
の
振
る
舞
い
か
ら
峻
別
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
は
、
ど
こ
か
人
間
中
心
主
義
的

な
、
結
論
あ
り
き
の
思
い
込
み
が
含
ま
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
書
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
生
き
物
の
問
題
』
は
、
こ
う
し
た
「
生
き
物
」
と
そ

の
「
振
る
舞
い
」
を
巡
る
問
い
、
そ
し
て
「
生
き
物
と
し
て
の
人
間
」
を
巡
る
問

い
に
取
り
組
ん
だ
も
の
と
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
を
読
み
直
す
、
興
味
深
い
著

作
で
あ
る
。
そ
れ
が
興
味
深
い
の
は
、
一
つ
に
は
動
物
と
は
何
か
と
い
う
問
題
が

現
代
哲
学
の
重
要
な
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
久
し
い
か
ら
で
あ
り
、
も
う
一
つ

に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
残
し
た
記
述
か
ら
見
ら
れ
る
人
間
中
心
主
義
的
な
思
考
か

ら
す
れ
ば
、「
生
き
物
と
し
て
の
人
間
」
と
い
う
着
眼
点
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て

外
在
的
な
問
題
設
定
に
映
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
は
、
全
集
二
九
／
三
〇

巻
『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』
前
後
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
考
を
読
み
解
く
こ
と

で
、
そ
の
問
題
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
内
在
的
な
問
い
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

串
田
純
一『
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
生
き
物
の
問
題
』（
法
政
大
学
出
版
局
、二
〇
一
七
年
）

高

井
　

寛



212

い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
が
「
生
き
物
の
哲
学
」
と

し
て
魅
力
的
な
議
論
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
作
業
で
も
あ
る
。
そ
の
点
で

本
書
は
、（
月
並
み
な
形
容
だ
が
）
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
共
に
事
柄
そ
の
も
の
へ
と
迫
ろ

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
お
び
た
だ
し
い
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
術
語
に
彩
ら
れ
つ
つ
も

何
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
の
か
が
読
者
に
と
っ
て
不
明
な
ま
ま
に
留
ま
る
タ
イ

プ
の
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
研
究
書
」
で
は
決
し
て
な
い
。

筆
者
の
議
論
が
こ
の
よ
う
に
明
晰
で
あ
る
以
上
、
各
章
の
議
論
を
い
ち
い
ち
要

約
す
る
こ
と
は
し
な
い
（
各
章
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
筆
者
自
身
に
よ
る
要
約
が

本
書
第
三
節
に
あ
る
）。以
下
で
は
、
私
が
重
要
だ
と
考
え
た
三
つ
の
問
い
に
絞
っ

て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
解
釈
を
通
し
て
筆
者
が
示
し
た
回
答
を
紹
介
し
、
ま
た
吟
味
し

た
い
。
そ
れ
ら
は
「
器
官
と
道
具
の
違
い
と
は
何
か
」、「
能
力
と
は
何
か
」、
そ
し

て
「
人
間
と
動
物
は
ど
こ
か
違
う
か
」
で
あ
る
。
問
い
を
こ
れ
ら
に
絞
っ
た
こ
と

で
、
こ
の
書
評
で
は
と
り
わ
け
本
書
第
五
章
の
「
こ
と
ば
」
を
巡
る
考
察
に
全
く

触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
点
を
初
め
に
お
詫
び
し
た
い
。

（
１
）
脱
抑
止
と
い
う
発
想

は
じ
め
に
、
本
書
の
議
論
全
体
を
導
く
最
重
要
概
念
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
、
筆
者
が
『
根
本
諸
概
念
』
の
重
要
概
念
と
し
て
特
定
し
、
ま
た
そ
の

由
来
を
丁
寧
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
解
釈
に
突
き
止
め
た
「
脱
抑
止

［Enthem
m

ung

］」
の
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
が
機
能
す
る
の
は
、
何
よ
り
も

生
き
物
の
振
る
舞
い
を
説
明
す
る
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
そ

の
概
念
が
生
き
物
の
振
る
舞
い
を
超
え
た
広
範
な
説
明
力
を
有
す
る
か
ら
こ
そ
で

あ
る
。
例
え
ば
、
教
室
の
天
井
に
は
火
災
報
知
器
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
煙
の
存
在

を
探
知
す
る
や
発
報
す
る
。
そ
れ
は
、
大
き
な
音
を
出
す
と
い
う
可
能
性
を
常
に

現
実
化
さ
せ
う
る
態
勢
に
あ
る
が
、
平
時
は
そ
の
発
報
を
抑
制
さ
れ
て
い
る
。
必

要
な
の
は
、
煙
の
探
知
等
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
そ
の
抑
制
を
解
く
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
最
後
の
ス
テ
ッ
プ
が
、
脱
抑
止
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ア
イ
デ
ィ
ア
を
生
き
物
の
振
る
舞
い
の
説
明
に
適
用
し
た
点
が
、
筆

者
の
解
釈
で
は
『
根
本
諸
概
念
』
講
義
の
白
眉
で
あ
る
。
例
え
ば
ミ
ツ
バ
チ
の
振

る
舞
い
は
、
蜜
の
存
在
に
よ
っ
て
「
吸
引
す
る
」
可
能
性
が
脱
抑
止
さ
れ
、
消
化

器
官
の
飽
満
に
よ
っ
て
「
吸
引
を
や
め
る
」
可
能
性
が
脱
抑
止
さ
れ
、
特
定
の
角

度
か
ら
の
太
陽
光
の
入
射
に
よ
っ
て
「
巣
の
方
角
へ
飛
ぶ
」
可
能
性
が
脱
抑
止
さ

れ
る
、
そ
う
し
た
脱
抑
止
の
連
鎖
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
重
要
な
の
は
、
こ
の
振

る
舞
い
の
説
明
が
人
間
の
行
動
に
も
適
用
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
知
覚
さ

れ
た
バ
ス
の
存
在
が
、
走
り
出
す
可
能
性
を
脱
抑
止
す
る
。
友
人
の
声
が
、
笑
顔

で
振
り
向
く
可
能
性
を
脱
抑
止
す
る
。
私
た
ち
人
間
の
行
動
も
ま
た
、
脱
抑
止
の

連
鎖
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
人
間
の
行
動
は
動
物
の
振
る
舞
い
と
同
一
の
平
面
で
説
明
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
人
間
だ
け
に
「
高
次
の
」
心
的
能
力
を
認
め
、
動
物
の

振
る
舞
い
か
ら
人
間
の
行
動
を
峻
別
す
る
発
想
を
拒
絶
す
る
も
の
で
あ
り
、
哲
学

的
な
説
明
と
し
て
も
高
度
の
妥
当
性
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に

ハ
イ
デ
ガ
ー
解
釈
の
文
脈
と
し
て
も
、「
脱
抑
止
」
概
念
を
中
心
に
お
い
て
ハ
イ
デ

ガ
ー
を
解
釈
す
る
筆
者
の
立
場
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
受
容
の
研
究
が
進
む

中
で
発
展
し
て
き
た
「
超
越
論
的
哲
学
者
と
し
て
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
」
像
に
対
抗
す

る
、
魅
力
的
な
対
立
項
を
形
成
し
て
い
る
と
言
え
る
。

（
２
）
器
官
と
道
具

こ
の「
脱
抑
止
」と
い
う
観
点
に
立
つ
と
き
問
題
と
な
る
の
は
、
生
き
物
の「
器

官
」
と
「
道
具
」
の
違
い
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ミ
ツ
バ
チ
の
口
が
「
吸
引
」

と
い
う
可
能
性
を
抑
止
さ
れ
て
あ
る
よ
う
に
、
火
災
報
知
器
に
は
「
大
き
な
音
を

出
す
」
可
能
性
が
抑
止
さ
れ
て
お
り
、
と
も
に
何
ら
か
の
き
っ
か
け
に
よ
る
「
脱

抑
止
」
を
待
つ
と
い
う
点
で
、
両
者
に
は
何
の
差
異
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
ら
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で
あ
る
。

こ
の
「
器
官
」
と
「
道
具
」
の
差
異
の
問
題
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
問
題
で

も
あ
り
、
筆
者
も
紙
幅
を
割
い
て
そ
れ
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
問
い
が
最
初
に
顕

在
化
す
る
の
は
本
書
第
五
節
だ
が
、
筆
者
が
そ
の
回
答
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
析
出

し
終
え
る
に
は
、
第
二
十
二
節
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
が
ハ
イ
デ

ガ
ー
か
ら
汲
み
出
す
回
答
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
器
官
に
つ

い
て
は
、
あ
る
器
官
A
が
そ
の
能
力
を
保
持
し
た
り
発
揮
し
た
り
す
る
た
め
に
同

一
個
体
内
の
そ
の
他
の
諸
器
官
の
働
き
が
必
要
だ
が
、
そ
れ
ら
他
の
諸
器
官
が
そ

の
能
力
を
保
持
な
い
し
発
揮
す
る
に
は
、
翻
っ
て
ま
た
器
官
A
の
能
力
の
発
揮
が

必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
は
能
力
の
発
揮
の
循
環
が
あ
る
。
例
え
ば
、
眼
に

は
外
界
の
情
報
を
獲
得
す
る
と
い
う
能
力
が
あ
る
が
、
そ
の
能
力
の
保
持
な
い
し

発
揮
に
は
、
栄
養
の
摂
取
や
血
液
の
循
環
と
い
っ
た
、
同
一
個
体
内
の
他
の
器
官

の
働
き
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
で
運
搬
さ
れ
て
い
る
栄
養
分
は
、
こ

れ
は
こ
れ
で
、
眼
が
そ
の
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
で
獲
得
さ
れ
た
（
掴
ま
れ
た
）

飲
食
物
に
由
来
す
る
。
眼
の
能
力
の
保
持
や
発
揮
は
、
眼
の
能
力
の
発
揮
に
由
来

す
る
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
道
具
に
は
そ
う
し
た
循
環
は
存
在
し
な
い
。
火
災
報

知
器
は
電
源
か
ら
電
気
を
得
る
が
、
そ
の
電
気
を
発
電
し
た
り
送
電
し
た
り
す
る

他
の
道
具
の
機
能
の
発
揮
は
、
火
災
報
知
器
に
よ
る
発
報
を
前
提
と
し
て
い
な

い
。筆

者
に
よ
る
「
器
官
」
と
「
道
具
」
の
差
異
に
つ
い
て
の
こ
の
説
明
は
、
し
か

し
あ
ま
り
説
得
的
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
能
力

の
循
環
が
起
き
て
い
る
道
具
は
明
ら
か
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
室
内
用

の
掃
除
ロ
ボ
ッ
ト
を
考
え
る
。
そ
れ
は
、
自
身
を
動
か
す
運
動
部
位
、
ゴ
ミ
を
吸

引
す
る
部
位
、
ゴ
ミ
を
検
知
し
そ
ち
ら
へ
動
く
よ
う
運
動
部
位
に
命
令
す
る
部

位
、
そ
し
て
蓄
電
池
の
電
池
残
量
を
検
知
し
て
充
電
器
へ
戻
る
よ
う
運
動
部
位
に

命
令
す
る
部
位
の
四
つ
で
で
き
て
お
り
、
い
ず
れ
も
本
体
内
の
蓄
電
池
か
ら
そ
の

機
能
を
果
た
す
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
筆
者
の
主
張
に

従
え
ば
こ
の
掃
除
ロ
ボ
ッ
ト
は
「
生
き
物
」
で
あ
り
、
そ
の
各
部
位
は
「
道
具
」

で
な
く
「
器
官
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
四
つ
の
う
ち
の
最
後
の
部
位
が
、
先
の

説
明
に
お
け
る
眼
と
同
様
の
位
置
づ
け
に
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。
こ
の
反
例

を
退
け
る
方
法
を
私
は
す
ぐ
に
は
思
い
つ
か
な
い
し
、
私
は
道
具
と
器
官
を
厳
格

に
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
の
見
解
を

問
い
た
い
。

（
３
）
能
力

器
官
と
道
具
を
巡
る
以
上
の
議
論
は
、「
能
力
」に
つ
い
て
の
問
い
に
関
連
す
る
。

筆
者
も
こ
の
事
柄
と
し
て
の
連
関
を
重
視
し
、
器
官
に
つ
い
て
の
議
論
を
終
え
た

の
ち
、
全
集
三
三
巻
に
基
づ
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
能
力
」
論
を
論
じ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
ま
た
、
鍵
を
握
る
の
は
「
脱
抑
止
」
概
念
で
あ
る
。

筆
者
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
汲
み
出
す
「
能
力
」
論
は
、
知
的
興
奮
を
喚
起
さ
せ

る
も
の
で
あ
る
た
め
、
詳
細
は
ぜ
ひ
本
書
を
読
ん
で
欲
し
い
。
今
こ
こ
で
、
筆
者

に
倣
っ
て
「
人
間
が
何
か
を
為
す
能
力
」
に
主
題
を
限
定
し
、
そ
の
主
張
の
最
も

簡
便
な
ま
と
め
を
引
用
し
て
お
け
ば
、
何
か
を
為
す
能
力
が
あ
る
と
は
「
そ
れ
を

為
さ
な
い
必
要
が
な
い
と
き
の
み
そ
れ
を
為
す
こ
と
で
あ
る
」（
本
書
三
四
頁
）。

筆
者
が
好
む
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
例
は
、
陸
上
選
手
の
例
で
あ
る
。
ス
タ
ー
ト
ラ
イ

ン
に
つ
い
た
短
距
離
走
の
走
者
は
、
今
に
も
走
り
出
さ
ん
と
し
て
い
る
。
そ
の
選

手
は
走
る
可
能
性
を
抑
止
し
て
お
り
、
欠
け
て
い
る
の
は
審
判
の
「
ド
ン
！
」
に

よ
る
可
能
性
の
脱
抑
止
で
あ
る
。
し
か
し
「
ド
ン
！
」
ま
で
は
選
手
は
一
歩
も
動

い
て
は
な
ら
な
い
（
＝
走
ら
な
い
必
要
が
あ
る
）。
為
さ
な
い
必
要
が
な
い
と
き

だ
け
為
す
（
＝
可
能
性
が
脱
抑
止
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
）
者
こ
そ
が
、
為
す
能
力

（
＝
走
る
能
力
）
が
あ
る
者
な
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
筆
者
の
説
明
に
は
、
し
か
し
不
明
確
な
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。ま
ず
、

筆
者
は
「
為
さ
な
い
必
要
が
な
い
」
の
内
実
に
は
「
物
理
的
・
因
果
的
な
条
件
と

社
会
的
・
規
範
的
な
条
件
が
共
に
含
ま
れ
る
」
と
し
、
こ
の
陸
上
選
手
に
と
っ
て

は
、
コ
ー
ス
が
整
え
ら
れ
て
い
な
い
、
靴
が
傷
ん
で
い
る
、
競
技
に
選
手
登
録
し

て
い
な
い
等
が
「
走
ら
な
い
必
要
が
あ
る
」
の
例
に
な
る
と
し
て
い
る
（
三
六

頁
）。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
状
況
で
も
選
手
は
走
る
こ
と
が
で
き
る
。「
ド
ン
」
の

前
に
飛
び
出
す
選
手
、
壊
れ
た
靴
で
走
り
出
す
選
手
は
、
走
る
能
力
が
な
い
の
で

は
な
く
、
走
る
能
力
を
上
手
く
使
え
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
筆
者
の
説

明
は
「
能
力
を
持
つ
こ
と
」
の
説
明
で
は
な
く
「
適
切
に
そ
の
能
力
を
使
え
る
こ

と
」
の
説
明
で
あ
り
、「
必
要
性
」
は
そ
の
「
適
切
さ
」
に
の
み
関
わ
っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、「
必
要
・
不
必
要
」
の
概
念
自
体
も
曖
昧
で
あ
る
。
こ
の
書
評
を
書
い
て

い
る
現
在
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
風
疹
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
が
社
会
問
題
と
な
っ
て

い
る
。
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
多
い
こ
の
国
で
は
、
豚
肉
成
分
を
含
む
風
疹
ワ
ク
チ
ン

を
宗
教
的
理
由
か
ら
拒
む
人
が
多
く
、
風
疹
に
感
染
し
た
乳
児
が
死
亡
す
る
例
が

出
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
態
は
死
に
関
わ
っ
て
お
り
、「
死
よ
り
も
豚
肉
を
」
と
訴

え
る
宗
教
的
指
導
者
の
動
画
も
作
成
さ
れ
た
と
聞
く
。こ
う
し
た
事
実
に
関
し
て
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ム
ス
リ
ム
の
妊
婦
に
「
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
な
い
必
要
性
」
は

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
も
そ
も
、「
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
す
る
能
力
」
な
ど
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
自
分
に
ど
の
よ
う
な「
し
な
い
必
要
」が
あ
る（
あ
っ

た
）の
か
は
後
か
ら
遡
っ
て
特
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
し
て
い
る
が（
三
八
頁
）、

歩
く
だ
け
で
二
酸
化
炭
素
を
出
す
私
た
ち
の
行
動
は
、
着
眼
点
次
第
で
は
お
よ
そ

全
て
「
し
な
い
必
要
」
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
場
合
私
た
ち
は
い
か
な
る
「
能

力
」
も
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
能
力
の
個
別
化
を
必
要
の
個
別
化
か
ら
論
じ
る

説
明
を
す
る
以
上
、
筆
者
に
は
「
必
要
」
概
念
を
丁
寧
に
定
義
す
る
必
要
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

（
４
）
人
間
と
動
物

既
に
み
た
よ
う
に
、「
脱
抑
止
」
は
動
物
と
人
間
の
行
動
を
共
に
説
明
す
る
観
点

で
あ
り
、
本
書
は
全
体
と
し
て
「
生
き
物
と
し
て
の
人
間
」
の
姿
を
解
き
明
か
す

試
み
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、（
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
）
筆
者
が
最
終
的
に
人
間
と
動
物

を
峻
別
す
る
の
は
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。
筆
者
は
そ
の
差
異
を
い
く
つ
か
の
点

か
ら
論
じ
て
い
る
が
、
以
下
で
は
そ
の
う
ち
の
三
点
に
絞
り
、
そ
れ
ぞ
れ
を
簡
単

に
検
討
す
る
。

筆
者
が
示
す
一
つ
目
の
説
明
は
、
動
物
は
特
定
の
環
境
下
で
可
能
性
を
脱
抑
止

さ
れ
る
ま
ま
で
あ
る
の
に
対
し
、
人
間
は
可
能
性
の
脱
抑
止
を
制
御
で
き
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
（
一
六
二
頁
）。
空
腹
状
態
で
食
べ
物
を
目
に
し
て
も
、
人
間
は

動
物
と
違
っ
て
減
量
の
必
要
な
ど
か
ら
食
べ
な
い
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
秋
の
田
ん
ぼ
で
落
ち
穂
を
つ
つ
く
雀
は
、
カ
ラ
ス
が
近
く
に
い

れ
ば
降
り
て
こ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
動
物
の
行
動
に
も
可
能
性
の
制
御
は
あ
る
か

ら
、
こ
の
説
明
は
説
得
力
を
欠
く
。

次
の
説
明
は
、
人
間
は
望
ま
し
い
事
態
の
障
害
と
な
る
可
能
性
を（
自
主
的
に
）

排
除
す
る
の
に
対
し
、
動
物
は
そ
う
し
た
排
除
を
環
境
に
全
面
的
に
任
せ
て
い

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。筆
者
に
よ
れ
ば
柱
を「
立
て
る
」行
為
は
、
そ
れ
が「
倒

れ
る
」
と
い
う
可
能
性
を
排
除
す
る
こ
と
で
成
立
し
て
お
り
、
そ
れ
は
極
め
て
人

間
的
な
、
人
間
の
根
本
的
行
動
な
の
だ
と
い
う（
一
七
七
頁
）。
し
か
し
穴
を
掘
っ

て
卵
を
埋
め
る
ウ
ミ
ガ
メ
は
、
外
敵
に
卵
を
捕
食
さ
れ
る
可
能
性
を
排
除
す
る
た

め
に
卵
を
埋
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、
可
能
性
の
排
除
と
い
う
点
か
ら
人
間
と
動
物

を
区
別
す
る
こ
の
説
明
も
、
に
わ
か
に
は
納
得
し
が
た
い
。

最
後
の
説
明
は
、
人
間
は
動
物
よ
り
も
高
度
の
「
抵
抗
」
に
開
か
れ
て
い
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
日
本
ミ
ツ
バ
チ
に
は
、
危
険
な
外
敵
で
あ
る
ス
ズ
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メ
バ
チ
を
集
団
で
取
り
囲
ん
で
熱
で
殺
す
と
い
う
行
動
様
式
が
具
わ
っ
て
い
る
。

し
か
し
ミ
ツ
バ
チ
が
対
応
で
き
る
「
抵
抗
」
の
種
類
は
限
定
さ
れ
お
り
、
外
来
種

の
存
在
や
予
期
せ
ぬ
環
境
変
化
は
ミ
ツ
バ
チ
の
行
動
を
著
し
く
制
約
す
る
。
他
方

で
人
間
は
「
世
界
」
の
中
を
生
き
て
お
り
、
自
分
の
身
の
回
り
の
「
環
境
」
で
想

定
さ
れ
る「
抵
抗
」の
さ
ら
に
外
部
へ
と
開
か
れ
る
可
能
性
を
持
つ（
一
六
八
頁
）。

こ
の
説
明
は
、
非
常
に
興
味
深
い
。と
い
う
の
も
こ
こ
で
筆
者
は
、
動
物
に
は「
刺

激
」
と
「
そ
れ
に
よ
る
可
能
性
の
脱
抑
止
」
の
組
み
合
わ
せ
が
限
定
さ
れ
て
お
り
、

お
そ
ら
く
進
化
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
獲
得
さ
れ
た
物
理
的
基
盤
の
「
機
能
」
か
ら
そ

の
行
動
が
還
元
的
に
説
明
さ
れ
る
の
に
対
し
、
人
間
に
は
そ
う
し
た
説
明
が
不
可

能
だ
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
自
然
主
義
的
な
説
明
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
も
読
め
る
こ
の

点
に
つ
い
て
の
筆
者
の
主
張
は
当
該
箇
所
で
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
し
、
筆

者
の
反
自
然
主
義
的
立
場
が
最
も
先
鋭
化
す
る
の
は
、
人
間
の
本
質
の
純
粋
な
発

揮
を
「
詩
作
」
に
求
め
た
本
書
第
五
章
で
あ
ろ
う
。
私
の
能
力
不
足
か
ら
第
五
章

を
こ
こ
で
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
と
も
あ
れ
、
本
書
が
様
々
な
点
で
哲

学
的
な
関
心
や
議
論
を
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
論
じ
た
諸
点
か
ら
も
理

解
し
て
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
事
柄
そ
の
も
の
を
巡
っ
て
ハ
イ
デ

ガ
ー
研
究
者
た
ち
が
議
論
を
交
わ
す
た
め
の
土
台
を
作
る
べ
く
貴
重
な
一
石
を
投

じ
た
筆
者
に
、
後
に
続
か
ん
と
す
る
者
と
し
て
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

（
高
井
寛
・
た
か
い　

ひ
ろ
し
・
東
京
大
学
）
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ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
に
あ
る
プ
ロ
ス
ペ
ク
ト
・
パ
ー
ク
は
、
造
園

家
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ロ
ー
・
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
歴
史
あ
る
巨
大

公
園
だ
。
休
日
に
は
至
る
と
こ
ろ
で
大
き
な
集
団
が
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
や
ピ
ク
ニ
ッ

ク
を
楽
し
ん
で
い
る
。
ア
フ
リ
カ
ン
、
ラ
テ
ィ
ー
ノ
、
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ン
、
ア
ジ
ア

ン
、
ア
ラ
ビ
ア
ン
、
さ
ま
ざ
ま
な
背
景
を
も
っ
た
グ
ル
ー
プ
た
ち
。
そ
れ
ら
が
混

じ
り
合
う
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
平
日
は
、
多
く
の
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン

の
女
性
が
大
き
な
ベ
ビ
ー
カ
ー
を
押
し
て
散
歩
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
す
や
す
や

眠
っ
て
い
る
の
は
白
人
の
子
ど
も
た
ち
で
あ
る
。

私
は
、
所
属
先
で
あ
る
明
治
大
学
の
在
外
研
究
制
度
を
利
用
し
て
、
二
〇
一
八

年
四
月
か
ら
一
〇
月
ま
で
米
国
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
（City U

niversity of N
ew

 
Y

ork, John Jay College of Crim
inal Justice

）
に
研
究
滞
在
し
、
主
と
し
て

人
種
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
現
象
学
的
研
究
に
従
事
し
た
。
そ
の
後
、
同
年
一
一
月
か

ら
二
〇
一
九
年
三
月
ま
で
は
デ
ン
マ
ー
ク
・
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
（U

niversity of 
Copenhagen, Center for Subjectivity Research

）
に
滞
在
し
、「
潜
在
的
偏

見
（im

plicit bias

）」
の
問
題
に
対
す
る
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
探
求
し
た
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
と
い
う
二
つ
の
街
で
実
感
し
た
の
は
、
私
が

当
初
予
想
し
て
い
た
以
上
に
、「
政
治
哲
学
化
す
る
現
象
学
」
と
呼
ぶ
べ
き
動
き
が

加
速
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
報
告
で
は
、
こ
の
動
き
に
つ
い
て
、

そ
の
背
景
も
含
め
て
、
私
が
知
り
得
た
と
思
う
こ
と
を
お
伝
え
し
た
い
。

１　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
―
―
人
種
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
現
象
学
―
―

ト
ラ
ン
プ
政
権
誕
生
直
後
の
二
〇
一
七
年
四
月
に
到
着
し
て
か
ら
七
ヶ
月
間
、

レ
ス
ト
ラ
ン
に
つ
い
て
い
る
テ
レ
ビ
、
商
店
で
か
か
っ
て
い
る
ラ
ジ
オ
、
人
々
の

会
話
な
ど
か
ら
、「
白
人
至
上
主
義
者
（w

hite suprem
acist

）」
と
い
う
言
葉
を

こ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
聞
く
こ
と
に
な
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
人
種
隔
離
を
合

法
化
し
て
い
た
ジ
ム
・
ク
ロ
ウ
法
が
な
く
な
っ
て
か
ら
、
半
世
紀
が
経
っ
た
今
、

人
種
差
別
は
な
く
な
っ
た
の
か
。「
法
に
よ
っ
て
で
は
な
い
け
ど
現
実
に
は
！

（N
ot in law

, but in fact!

）」
と
い
う
あ
る
人
の
セ
リ
フ
が
頭
に
残
っ
て
い
る
。

た
っ
た
半
年
あ
ま
り
の
滞
在
で
す
ら
、
こ
の
地
で
人
種
に
よ
る
差
別
が
ど
う
経
験

さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
絶
え
ま
な
く
（
音
声
や
文
字
か
を
問
わ
ず
）
情
報

に
囲
ま
れ
、
自
ら
考
え
ざ
る
を
得
ず
、
他
人
と
語
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
こ

に
暮
ら
し
て
い
れ
ば
、
人
種
問
題
と
無
縁
で
は
あ
り
え
な
い
。

政
治
哲
学
化
す
る
現
象
学

―
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
〜
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
研
究
滞
在
報
告

―

池

田
　

喬
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こ
こ
で
は
人
種
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
は
切
り
離
せ
な
い
。
人
種
間
格
差
の
日

常
的
象
徴
で
あ
る
現
代
の
召
使
役
は
「
有
色
の
女
性
（w

om
en of color

）」
で

あ
り
、「
黒
人
男
性
」
で
も
「
白
人
女
性
」
で
も
な
い
。
私
が
そ
の
近
く
に
ア
パ
ー

ト
を
借
り
た
プ
ロ
ス
ペ
ク
ト
・
パ
ー
ク
の
横
に
あ
る
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
図
書
館
で
は

ロ
ー
ザ
・
パ
ー
ク
ス
の
言
葉
の
展
示
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館

の
そ
の
時
の
特
集
の
一
つ
は
、
公
民
権
運
動
時
代
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
」の
ポ
ス
タ
ー
や
チ
ラ
シ
だ
っ
た
。
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
の
中
央
図
書
館
に
は
ト
ニ
・

モ
リ
ソ
ン
の
言
葉
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
性
差
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の

問
題
で
、
他
方
、
人
種
は
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
を
―
―
こ
の
問
題
に
対
す

る
取
り
組
み
の
歴
史
の
長
さ
や
規
模
の
大
き
さ
で
抜
き
ん
出
て
い
る
と
い
う
意
味

で
―
―
は
じ
め
と
す
る
有
色
の
人
た
ち
に
関
わ
る
問
題
、
と
い
う
単
純
な
図
式
に

は
な
っ
て
い
な
い
。
人
種
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
「
複
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」

に
経
験
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
。

人
種
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
の
は
、
哲
学
も
同
様
で
あ
る
。

ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
図
書
館
で
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
郊
の
大
学
で
教
え
る
哲
学
教
師
が

一
般
向
け
に
講
演
す
る
「Brooklyn Public Philosophers
」
と
い
う
イ
ベ
ン

ト
が
あ
る
が
、
私
が
参
加
で
き
た
会
の
テ
ー
マ
は
、
哲
学
に
お
け
る
ミ
ソ
ジ
ニ
ー

（
女
性
嫌
悪
）
と
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
思
想
だ
っ
た
。

現
象
学
の
研
究
も
こ
う
し
た
社
会
状
況
に
深
く
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
立
大
学
に
私
を
受
け
入
れ
て
く
れ
た
キ
ュ
ー
・
リ
ー
（K

yoo 
Lee

）
氏
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
現
象
学
の
重
要
な
論
者
の
一
人
で
あ
る
。
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
現
象
学
は
、
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
金
字
塔
で
あ
り
実
存
主
義
的
現
象
学

の
成
果
で
あ
る
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
『
第
二
の
性
』
を
古
典
と
し
、
女
性
の
身
体
経

験
や
実
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
あ
り
方
や
、
そ
こ
に
潜
ん
で
い
る
社
会
的
抑

圧
の
構
造
を
多
面
的
に
分
析
し
、
国
際
的
な
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
に
成
長
し
た
。
現
代

の
現
象
学
に
お
け
る
特
に
目
立
っ
た
動
き
の
一
つ
で
あ
る
と
同
時
に
、
政
治
哲
学

と
し
て
の
現
象
学
の
有
効
性
を
証
明
し
た
好
例
で
あ
る
。

リ
ー
氏
も
ま
た
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
に
つ
い
て
の
著
作
を
準
備
中
で
あ
り
、
こ

の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
が
、
氏
の
ス
タ
ン
ス
は
、
韓
国
系
ア
メ

リ
カ
人
で
ク
ィ
ア
で
あ
る
自
身
の
観
点
ゆ
え
に
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
日
本
で
は
ま

だ
一
部
の
人
し
か
ま
と
も
な
関
心
を
示
し
て
い
な
い
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
現
象
学
だ

が
、
そ
の
起
爆
剤
と
な
っ
た
ア
イ
リ
ス
・
マ
リ
オ
ン
・
ヤ
ン
グ
に
よ
る
一
九
八
〇

年
の
エ
ッ
セ
イ
「
女
の
子
み
た
い
に
投
げ
る
こ
と
（T

hrow
ing like a girl

）」

か
ら
す
で
に
三
〇
年
が
経
と
う
と
し
て
お
り
、
す
で
に
一
段
落
し
て
未
来
を
展

望
す
る
時
期
に
き
て
い
る
。
昨
年
出
版
さ
れ
たFem

inist Phenom
enology 

Futures

（Indiana U
niversity Press, 2017

）
で
リ
ー
氏
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

現
象
学
の
ク
ィ
ア
化
を
試
み
て
い
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
現
象
学
の
最
先
端
で
活
躍

す
る
氏
と
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
複
数
の
テ
キ
ス
ト
を
重
ね
読
み
し
な
が
ら
、
来

た
る
べ
き
身
体
的
実
存
の
現
象
学
を
と
も
に
構
想
し
た
こ
と
は
滞
在
中
最
も
実
り

あ
る
経
験
の
一
つ
だ
っ
た
。

リ
ー
氏
は
、
ア
ジ
ア
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
ク
ィ
ア
と
い
う
複
合
的
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
い
る
。
人
種
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
が
深
く
結
び
つ
い

て
い
る
の
は
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
場
合
だ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
男
性
と
女
性
と
い
う
二
つ
の
性
を
前
提
す
る
な
ら
ク
ィ
ア
は
そ

の
図
式
を
問
い
な
お
す
。
同
様
に
、
人
種
問
題
を
め
ぐ
る
言
説
に
は
、
ア
メ
リ
カ

の
長
い
歴
史
を
反
映
し
て
「
黒
白
二
元
論
（black-w

hite dichotom
y

）」
が
根

付
い
て
い
る
。
そ
の
ど
ち
ら
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
、
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
危
機
は
お
馴
染
み
の
話
題
で
あ
り
、
類
似
の
問
題
は
ラ

テ
ィ
ー
ノ
や
ア
ラ
ビ
ア
ン
な
ど
で
も
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
発
想
を
変
え
れ
ば
、

だ
か
ら
こ
そ
、
中
間
的
な
立
ち
位
置
か
ら
黒
白
二
元
論
を
問
い
た
だ
す
こ
と
も
で
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き
る
。
そ
の
意
味
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
のA

/P/A

イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト

（A
sian/Pacific/A

m
erican Institute

）
主
催
の
「
ア
ジ
ア
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン

の
現
代
ア
ー
ト
を
ク
ィ
ア
化
す
る
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
で
リ
ー
氏
が
ト
ー
ク
を
し

た
と
き
の
こ
と
は
印
象
深
か
っ
た
。
ア
ジ
ア
系
、
現
代
ア
ー
ト
、
ク
ィ
ア
化
の
三

点
全
て
が
一
体
と
な
っ
て
撹
乱
的
に
作
用
し
な
が
ら
、「
問
題
提
起
」
が
パ
フ
ォ
ー

マ
テ
ィ
ブ
に
遂
行
さ
れ
て
い
た
。（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
滞
在
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ

ト
の
一
つ
に
は
、
大
学
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
の
学
術
イ
ベ
ン
ト

な
ど
に
参
加
し
て
い
る
と
、
膨
大
な
学
び
や
出
会
い
の
機
会
が
あ
る
こ
と
だ
。）

曖
昧
で
不
安
定
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
や
実
存
的
経
験
に
つ
い
て
の
現
象
学

的
研
究
は
非
常
に
盛
ん
で
あ
る
。
リ
ー
氏
の
指
導
教
員
で
あ
っ
た
ロ
バ
ー
ト
・
ベ

ル
ナ
ス
コ
ー
ニ
ー
（Robert Bernasconi
）
氏
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、

サ
ル
ト
ル
な
ど
の
研
究
と
、
人
種
の
概
念
に
関
す
る
哲
学
で
有
名
）
が
編
集
す
る

Philosophy and Race

シ
リ
ー
ズ
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
立
大
学
出
版
局
）
を
ぜ

ひ
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
人
種
問
題
に
対
し
て
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
っ
て

い
る
著
作
が
い
か
に
多
い
か
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
リ
ー
氏
と
同
じ
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
市
立
大
学
教
授
で
、
二
〇
一
二
年
か
ら
二
〇
一
三
年
ま
で
ア
メ
リ
カ
哲
学
会
東

部
支
部
の
会
長
を
務
め
た
リ
ン
ダ
・
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ア
ル
コ
フ
（Linda M

artín 
A

lcoff

）
氏
は
（
非
白
人
の
女
性
で
ア
メ
リ
カ
哲
学
会
の
こ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
就

い
た
の
は
彼
女
が
初
め
て
で
あ
る
）、「
～
系
女
性
」
の
よ
う
な
複
合
的
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
の
枠
組

み
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
滞
在
中
に
熟
読
し
た
こ
の

シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
に
『Living A

lterities: Phenom
enology, Em

bodim
ent, 

and Race

』
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
本
は
、
ア
ジ
ア
系
や
イ
ス
ラ
ム
系
の
著
者
が
中

心
と
な
り
、
日
常
的
に
偏
見
や
差
別
的
ふ
る
ま
い
に
さ
ら
さ
れ
る
経
験
を
メ
ル
ロ

＝
ポ
ン
テ
ィ
の
身
体
性
の
現
象
学
を
特
に
取
り
入
れ
な
が
ら
解
き
明
か
す
好
著
で

あ
る
。
偏
見
や
マ
イ
ク
ロ
ア
グ
レ
ッ
シ
ョ
ン
（
微
細
な
言
動
に
含
ま
れ
る
差
別
的

攻
撃
）の
よ
う
に
あ
ま
り
に
も
日
常
的
で
、
大
規
模
か
つ
頻
繁
な
差
別
の
現
象
は
、

正
義
論
の
よ
う
な
政
治
哲
学
の
主
流
の
デ
ィ
ス
シ
プ
リ
ン
で
は
ま
っ
た
く
扱
え
な

い
。
こ
れ
ら
の
領
域
で
は
、
政
治
的
イ
シ
ュ
ー
に
つ
い
て
、
現
象
学
が
蓄
積
し
て

き
た
身
体
的
な
他
者
関
係
論
が
い
か
に
貴
重
な
分
析
ツ
ー
ル
で
あ
る
か
が
顕
著
に

示
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
受
け
入
れ
先
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
立
大
学
ジ
ョ
ン
ジ
ェ
イ
カ
レ
ッ
ジ

校
の
マ
イ
ケ
ル
・
ブ
ラ
ウ
ン
ス
タ
イ
ン
（M

ichael Brow
nstein

）
氏
の
仕
事
に

触
れ
た
い
。
彼
は
、Stanford Encyclopedia of Philosophy

の
「
潜
在
的
偏

見
（im

plicit bias

）」
の
項
目
を
担
当
し
、O

xford U
niversity Press

か
ら
刊

行
さ
れ
た
二
巻
本
『
潜
在
的
偏
見
と
哲
学
（im

plicit bias and philosophy

）』

を
編
集
し
た
。
も
と
も
と
行
為
論
や
心
の
哲
学
を
専
門
と
す
る
彼
だ
が
、
興
味
深

い
こ
と
に
、
潜
在
的
偏
見
の
分
析
に
お
い
て
は
、
信
念
や
意
図
と
い
っ
た
分
析
哲

学
の
ツ
ー
ル
で
は
追
い
つ
か
な
い
と
判
断
し
、
ヒ
ュ
ー
バ
ー
ト
・
ド
レ
イ
フ
ァ
ス

や
シ
ョ
ー
ン
・
ケ
リ
ー
の
「felt sense

」
と
い
っ
た
概
念
を
導
入
し
、
彼
ら
を

介
し
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
ま
で
接
近
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、「
潜
在
的
／
非

明
示
的
（im

plicit

）」
な
意
識
の
領
域
に
つ
い
て
、
現
象
学
は
豊
か
な
語
彙
を
も

ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
以
来
、
膨
大
な
分
析
を
蓄
積
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
滞
在
は
、
私
に
一
つ
の
方
向
性
を
与
え
た
。
人

種
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
偏
見
や
マ
イ
ク
ロ
ア
グ
レ
ッ
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
、
行

為
者
自
身
は
ほ
と
ん
ど
自
覚
し
て
い
な
い
が
、
相
手
に
は
大
き
な
負
の
影
響
を
も

た
ら
す
現
象
を
き
ち
ん
と
研
究
し
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
非
明
示
的
意

識
の
現
象
学
の
ツ
ー
ル
が
欠
か
せ
な
い
。
こ
う
確
信
し
て
、
私
は
こ
の
領
域
の
現

象
学
の
本
場
と
言
え
る
と
こ
ろ
に
行
こ
う
と
決
意
し
た
。
ダ
ン
・
ザ
ハ
ヴ
ィ（D

an 
Zahavi

）
氏
率
い
る
デ
ン
マ
ー
ク
・
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
大
学
の
主
観
性
研
究
セ
ン
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タ
ー
で
あ
る
。
こ
の
セ
ン
タ
ー
は
、
心
の
哲
学
や
認
知
科
学
の
哲
学
と
現
象
学
の

融
合
と
い
う
点
で
は
世
界
的
に
有
名
で
あ
り
、
ま
た
、
特
に
共
同
行
為
や
共
感
の

よ
う
な
集
団
的
あ
る
い
は
対
人
関
係
に
関
わ
る
領
域
の
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
潜
在
的
偏
見
を
共
感
の
欠
如
と
し
て
解
明
す
る
現
象
学
的
探
究
を
研
究

テ
ー
マ
と
し
て
五
ヶ
月
間
滞
在
し
た
い
と
ザ
ハ
ヴ
ィ
氏
に
メ
ー
ル
を
書
い
た
と
こ

ろ
、
す
ぐ
に
快
諾
の
返
事
が
来
た
。
ビ
ザ
の
準
備
を
整
え
て
、
私
は
、
七
ヶ
月
の

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
滞
在
の
後
、
一
〇
月
終
わ
り
に
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
に
旅
立
っ
た
。

２　

コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
―
―
偏
見
と
共
感
の
現
象
学
―
―

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
、
リ
ー
氏
と
大
学
近
く
の
カ
フ
ェ
で
議
論
し
た
り
、
気
に

な
っ
た
学
術
的
イ
ベ
ン
ト
に
出
か
け
た
り
、
と
、
在
外
研
究
の
自
由
を
謳
歌
し

て
い
た
が
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
に
行
く
と
ま
っ
た
く
様
子
が
違
っ
た
。
立
派
な

オ
フ
ィ
ス
ス
ペ
ー
ス
が
与
え
ら
れ
て
喜
ん
だ
が
、
そ
の
代
わ
り
に
、
月
曜
日
か
ら

金
曜
日
ま
で
一
〇
時
か
ら
三
時
ま
で
は
オ
フ
ィ
ス
に
い
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
た
。
こ
の
セ
ン
タ
ー
に
は
、
私
以
外
に
も
す
で
に
日
本
か
ら
何
人
も
研
究
滞

在
し
て
い
る
の
で
ご
存
知
の
方
も
い
る
と
思
う
が
、
一
二
時
半
に
な
る
と
、
セ

ン
タ
ー
の
廊
下
の
部
分
に
あ
る
長
テ
ー
ブ
ル
に
所
属
す
る
メ
ン
バ
ー
が
集
ま
っ

て
、
一
緒
に
ラ
ン
チ
を
し
な
が
ら
情
報
を
共
有
す
る
の
が
日
課
に
な
っ
て
い
る
。

ザ
ハ
ヴ
ィ
氏
と
、
何
回
か
来
日
経
験
の
あ
る
ソ
ー
レ
ン
・
オ
ー
ア
ゴ
ー
（Søren 

O
vergaard

）
氏
の
ほ
か
に
、
任
期
付
の
教
員
、
私
の
よ
う
な
訪
問
研
究
者
、
ポ

ス
ド
ク
、
博
士
課
程
在
籍
中
の
大
学
院
生
な
ど
が
合
わ
せ
て
二
〇
名
く
ら
い
い
た

が
、
デ
ン
マ
ー
ク
出
身
者
は
数
名
で
、
実
に
色
々
な
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
た
。

潜
在
的
偏
見
に
つ
い
て
の
心
の
哲
学
の
議
論
に
注
目
す
る
だ
け
で
な
く
、
北
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
人
種
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
現
象
学
を
そ
こ
に
接
続
し
よ
う
と
い

う
、
私
の
狙
い
は
、
き
っ
と
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
で
は
斬
新
な
も
の
で
あ
る
に
違
い

な
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
潜
在
的
偏
見
の
研
究
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
流
行
中
だ
っ
た
。
例
え
ば
、
セ
ン
タ
ー
の
企
画
と
し
て
行
わ
れ

た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「V

irtually O
urselves

」
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
サ
イ
エ

ン
テ
ィ
ス
ト
を
呼
び
、
最
新
の
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
研
究
の
報
告
と
そ
の

哲
学
的
含
意
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。あ
る
発
表
で
は
、

装
置
に
つ
な
が
る
と
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
な
か
で
自
分
の
実
際
の
動
き

と
同
じ
よ
う
に
ア
バ
タ
ー
が
動
く
の
だ
が
、
そ
の
際
、
ア
バ
タ
ー
は
自
分
と
は
異

な
る
肌
の
色
を
し
て
い
る
、
と
い
う
事
例
が
紹
介
さ
れ
た
。
そ
の
発
表
者
は
、
こ

の
ア
バ
タ
ー
体
験
の
前
後
で
、
被
験
者
に
「
潜
在
的
連
想
テ
ス
ト
（IA

T

）」
を

受
け
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
異
な
る
肌
の
ア
バ
タ
ー
体
験
を
し
た
後
の
ほ
う
が
潜

在
的
偏
見
は
減
少
す
る
こ
と
を
確
か
め
た
と
し
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
サ
イ
エ
ン

ス
の
社
会
的
意
義
を
強
調
し
た
り
し
て
い
た
。

米
国
の
分
析
哲
学
で
は
、
偏
見
の
心
の
哲
学
だ
け
で
な
く
、
言
語
行
為
論

で
は
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
が
、
認
識
論
で
は
「
認
識
的
不
正
義
（epistem

ic 
injustice

）」
が
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
せ
り
出
し
て
き
て
お
り
、

政
治
的
な
イ
シ
ュ
ー
へ
の
関
与
が
高
ま
っ
て
い
る
。
私
が
滞
在
中
に
コ
ペ
ン
ハ
ー

ゲ
ン
大
学
哲
学
部
が
開
催
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
「
政
治
的
認
識
論
（political 

epistem
ology

）」
で
あ
っ
た
し
、
私
が
米
国
か
ら
持
ち
込
む
は
ず
だ
っ
た
領
域

は
ほ
と
ん
ど
す
で
に
浸
透
済
み
だ
っ
た
。

現
象
学
も
同
じ
よ
う
に
政
治
哲
学
化
し
て
い
る
。
来
日
経
験
も
豊
富
で
、
フ
ッ

サ
ー
ル
や
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
研
究
で
知
ら
れ
る
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
サ
ラ
・
ヘ
イ
ナ

マ
ー
（Sara H

einäm
aa

）
氏
も
、
私
と
同
じ
時
期
に
研
究
滞
在
し
て
い
た
が
、

彼
女
が
セ
ン
タ
ー
で
行
っ
た
講
演
は
「
サ
ル
ト
ル
に
お
け
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
と

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
」
だ
っ
た
。
ヘ
イ
ナ
マ
ー
氏
は
、
本
国
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
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で
「
政
治
的
情
動
（political em

otion

）」
に
関
す
る
大
き
な
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
率
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
共
感
の
現
象
学
は
も
ち
ろ
ん
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の

憎
し
み
の
現
象
学
な
ど
も
再
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

も
う
一
つ
驚
い
た
の
は
、
私
以
外
に
も
、
マ
イ
ク
ロ
ア
グ
レ
ッ
シ
ョ
ン
を
テ
ー

マ
に
米
国
か
ら
研
究
滞
在
し
に
き
た
大
学
院
生
が
い
た
こ
と
で
あ
る
。
米
国
で
こ

そ
十
二
分
に
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
主
題
だ
が
、
彼
女
も
ま
た
、
こ
の

テ
ー
マ
の
研
究
に
欠
け
て
い
る
現
象
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
要
性
と
有
効
性
を

認
め
て
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
ま
で
や
っ
て
き
て
い
た
。

私
の
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
滞
在
は
二
〇
一
七
年
の
三
月
に
終
了
し
た
が
、
帰
国
後

ま
も
な
く
四
月
に
ま
た
、
日
本
現
象
学
会
か
ら
の
派
遣
で
「
北
欧
現
象
学
会
」
で

発
表
す
る
べ
く
私
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
旅
立
っ
た
。
大
会
テ
ー
マ
は
「
連
帯
の
現
象

学
―
―
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
実
践
、
政
治
―
―
」
で
あ
る
。
主
観
性
研
究
セ
ン
タ
ー

の
オ
ー
ア
ゴ
ー
氏
が
こ
の
学
会
の
現
会
長
を
務
め
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
コ
ペ
ン

ハ
ー
ゲ
ン
の
仲
間
と
多
く
再
会
す
る
な
か
、
私
も
潜
在
的
偏
見
の
現
象
学
の
発
表

を
行
っ
た
。
印
象
深
か
っ
た
の
は
、
こ
の
大
会
の
た
め
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
カ

ナ
ダ
か
ら
参
加
し
に
き
た
人
た
ち
が
、
私
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
読
ん
で
い
た
人
種

と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
現
象
学
の
論
者
た
ち
の
知
り
合
い
だ
っ
た
り
、
指
導
学
生
だ
っ

た
り
し
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
他
で
も
な
い
人
種
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
現
象

学
を
専
門
に
し
て
い
る
の
だ
が
、
大
会
テ
ー
マ
に
魅
か
れ
て
、
北
欧
現
象
学
会
ま

で
参
加
し
に
き
た
そ
う
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
へ
と
、

差
別
と
偏
見
へ
の
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
求
め
て
過
ご
し
た
一
年
は
、
世
界
規

模
で
進
行
す
る
「
政
治
哲
学
化
す
る
現
象
学
」
の
体
験
で
あ
っ
た
。

最
後
に
、
日
本
に
お
け
る
倫
理
学
研
究
に
つ
い
て
一
言
述
べ
て
、
こ
の
研
究
滞

在
報
告
を
終
わ
り
に
し
た
い
。
私
は
、
二
〇
一
二
年
に
『
生
き
る
こ
と
に
責
任
は

あ
る
の
か
―
―
現
象
学
的
倫
理
学
へ
の
試
み
―
―
』（
吉
川
孝
・
横
地
徳
弘
・
池

田
喬
編
、
弘
前
大
学
出
版
会
）
を
出
版
し
て
以
来
、
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
、
現

象
学
的
倫
理
学
の
可
能
性
を
問
う
て
き
た
。
日
本
の
倫
理
学
者
が
現
実
の
社
会
問

題
や
政
治
的
イ
シ
ュ
ー
に
関
与
す
る
と
い
う
点
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら

は
じ
ま
っ
た
生
命
・
応
用
倫
理
学
の
輸
入
は
大
き
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
帰
結

主
義
や
義
務
論
と
い
っ
た
規
範
倫
理
学
の
教
説
が
、
現
実
の
問
題
に
切
り
込
み
、

は
っ
き
り
と
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
し
て
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
獲
得
し
た
。

し
か
し
、
私
の
印
象
で
は
、
日
本
に
お
い
て
、
現
実
に
参
与
す
る
倫
理
学
の
姿
は

こ
の
時
期
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
あ
ま
り
変
化
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、

も
う
数
一
〇
年
が
経
と
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
間
、
政
治
へ
の
哲
学
的
探
究
の
あ

り
方
に
も
様
々
な
変
化
が
生
じ
て
き
た
。

顕
著
な
の
は
、
経
験
や
行
為
の
意
味
を
探
究
す
る
必
要
性
の
認
識
で
あ
る
。
嘘

を
つ
く
の
が
な
ぜ
悪
い
の
か
を
問
う
て
い
け
ば
、
嘘
を
つ
く
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

が
問
わ
れ
る
。
差
別
が
な
ぜ
悪
い
の
か
を
問
う
て
い
け
ば
、
差
別
を
す
る
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
が
問
わ
れ
る
。
従
来
型
の
考
え
だ
と
、
こ
う
い
う
問
い
は
、
経
験
の

記
述
で
あ
っ
て
も
規
範
を
示
し
て
い
な
い
の
で
倫
理
学
の一
部
で
は
な
い
と
し
ば
し
ば

み
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
あ
る
行
為
が
悪
い
か
ど
う
か
を
云
々
で
き
る
の
は
、

そ
の
行
為
を
他
の
行
為
か
ら
区
別
し
て
同
定
で
き
る
場
合
の
み
で
あ
る
。
こ
の
分

野
に
関
す
る
心
の
哲
学
や
言
語
哲
学
の
近
年
の
取
り
組
み
に
は
目
を
見
張
る
も
の

が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
同
時
に
、
経
験
の
意
味
の

探
究
と
し
て
の
現
象
学
の
伝
統
が
有
用
な
概
念
と
分
析
の
宝
庫
で
あ
る
こ
と
に
気

が
つ
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
根
底
か
ら
問
い
直
す
倫
理
学
と
し
て
、
あ
る
い
は
政

治
哲
学
と
し
て
、
現
象
学
は
世
界
の
各
地
で
あ
ら
た
め
て
立
ち
上
が
り
つ
つ
あ
る
。

（
池
田
喬
・
い
け
だ　

た
か
し
・
明
治
大
学
）
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（1）The Scope of Joint-Action Theory with a Focus on the Analytic Philosophy

The Scope of Joint-Action Theory with a 
Focus on the Analytic Philosophy 

Tetsuya Furuta
（Senshu University）

Two core features of the analytic action theory are that it has mainly explored causal 
relationships between actions and mental processes, such as intentions, desires, and 
beliefs, and it has mainly dealt with individuals’ independent actions. However, there is 
another type of action, namely the joint action (or collective action, group action, etc.). So, 
where is the difference between these two types of actions? Since the 1980's, analytic 
philosophy has begun to address this question, and has basically discussed from the 
viewpoint of how to explain the sharing of intention.

In this paper, I clarify the following three points, with criticism of previous works 
on joint-action theory in analytic philosophy. First, joint actions include those that are 
unintended, such as negligence. Second, among some other problems, it is possible to 
identify contact points where analytic philosophy and phenomenology could collaborate, 
such the problem of applying the reductionist model to joint action, and the problem 
of grounding the basis of responsibility attribution in the presence of certain mental 
processes. Third, the concept of “group as actor” confronts philosophy and society with 
complex and important tasks.



（2） Collective Action and Recurrence of Expectations

Collective Action and Recurrence of 
Expectations

Masato Kimura
（Takachiho University）

The present paper discusses how phenomenology can contribute to the current 
discussion on the collective action and intentionality by reviewing its impact on the early 
German sociological theories. A reductionist approach fails to explain a collective action 
in their self-proclaimed manner in so far as it eventually finds a resort to mutual belief 
or common knowledge in order to avoid an infinite progress of reciprocal expectations 
among contributors. The problem of this recurrent expectations had been already known 
by Th. Lipps and the early phenomenologists who tackled with Simmelean Grundfragen 
der Soziologie in the first decade of the 20th Century, that is, way before T. Parsons 
and the game theorists formulated it in an elegant manner. While a series of pseud-
phenomenologists tried to give a deductive justification to mutual believes and social 
forms of interactions, A. Schütz highlighted rather a direct and doxastic perception of 
We in the natural attitude of daily lives, preceding any acts of empathy, simulation, or 
theoretical inference of other’s mind. Collective actions are only possible through a self-
fulfilling prophecy of common knowledge, contributing actors have taken for granted.



（3）
On the Intersection between Early Phenomenology and Contemporary Debates on Collective 
Actions. What We may Expect, What We Had Better Not to, and Some Future Tasks.

On the Intersection between Early 
Phenomenology and Contemporary 
Debates on Collective Actions. What We 
May Expect, What We Had Better Not 
to, and Some Future Tasks. 

Genki Uemura
（Okayama University）

The present paper attempts to reconstruct and develop Gerda Walther’s discussion of 
“total action [Gesamthandeln]”. The author first points out some significant differences 
between social philosophy in the early phenomenological tradition to which Walther 
belongs and contemporary debates on collective actions and then argues that hers analysis 
of total action could nevertheless be understood as an account of collective actions of a 
specific sort. After supplementing Walther’s sketchy view with ideas from other early 
phenomenologists (Alexander Pfänder, Edith Stein, and Roman Ingarden), the author also 
gives a brief prospect on future tasks for the research suggested and exemplified by the 
present paper.



（4）
WORKSHOP 1　Scientific Technology and Transformation of Humanity: 
From Phenomenological and Postphenomenological Viewpoints

WORKSHOP 1
Scientific Technology and Transformation 
of Humanity: From Phenomenological and 
Postphenomenological Viewpoints 

Organizer: Shoji Nagataki （Chukyo University）

Speakers: Liberati Nicola （Universiy of Twente）, 

Testuya Kono （Rikkyo University）, 

Kiyotaka Naoe （Tohoku University）, Shoji Nagataki

The advancement of science and technology after the scientific and industrial 
revolutions has been transforming our living world drastically. Highly advanced 
digital technology has produced a virtual and an augmented reality, thus changing a 
phenomenological space in the traditional meaning. Such technology is also bringing 
transformation in the way in which our body functions. 

In this workshop, four speakers focus on the environmental world and human 
condition being reshaped by science and technology, and raise issues on what these 
ongoing changes mean to us.

Specifically, Nicola Liberati analyses situations where digital devices are intervening in 
the formation of intimate human relations among the users from a postphenomenological 
point of view. Tetsuya Kono discusses the matter of human subjectivity conceived as part 
of the actor network interwoven with phenomena such as other living things, artifacts, 
and organizations, and examine the first-person status within it. Kiyotaka Naoe analyses 
the way in which artifacts produced by technology can cause the transformation of 
human relationships with others and the world, and take on new meanings and values. 
Shoji Nagataki discusses the property of vulnerability as part of human nature and 
its transformation in light of new risks given by science and technology from a (post)
phenomenological perspective. In the course of discussion, he also suggests that it is 
problematic for humans to coexist with the newcomers like robots and AIs.



（5）How to Teach (by Using) Phenomenology?

How to Teach (by Using) Phenomenology? 

Speakers: Takashi Yoshikawa (University of Kochi), Asuka Suehisa 

(Seijo University), and Takamichi Kojima (Kobe University)

Moderator: Shojiro Kotegawa (Kokugakuin University) 
Organizer: Takeshi Akiba (Chiba University)

In 2013, we started a working group for gender equality and young (untenured) 
researcher support in the Phenomenological Association of Japan (PAJ). One of the 
regular activities of our working group is to hold a workshop at the annual meeting 
of PAJ. Last year, in 2017, we organized a workshop entitled ‘How to teach (by using) 
phenomenology?’, having the theme of young researcher support primarily in view. The 
aim of this workshop was to gather various information about educational activities that 
we each have acquired independently, and to share possible solutions to wide range of 
problems we might confront (or have confronted) concerning education. The workshop 
was divided in two parts. In the first part, our three invited speakers, actually teaching 
at universities (Dr. Yoshikawa and Dr. Suehisa) and high school (Dr. Kojima), gave talks 
about the actual states of their educational environment and some of their own devices 
to teach (with) phenomenology (and philosophy). In the second part, we had a groupwork 
by all the participants. There, participants contributed their respective knowledge and 
experiences concerning phenomenology (and philosophy) classes, listing various types of 
difficulties and proposing possible solutions to them.



（6） On the Appearance of the Other in the Early Works of Jean-Paul Sartre

On the Appearance of the Other in the 
Early Works of Jean-Paul Sartre 

Shintaro Akasaka
（Osaka University）

The aim of this paper is to present the structure of the experience of the Other and 
its underlying foundation of intersubjectivity, focusing on the appearance of the Other 
in Jean-Paul Sartre’s Being and Nothingness. We will first see that Sartre does not 
start from the same premise as phenomenologists who define the body as reflexive self-
consciousness, such as Merleau-Ponty and Husserl. We then discuss Sartre’s redefinition 
of the concept of body. By virtue of this redefinition, one is able to phenomenologically 
analyse experiences of the Other that are not based on one’s own body, understood as 
self-consciousness. Next, we focus on the ontological level which lies at the foundation 
of various experiences of the Other. We thereby clarify the correlation between the 
experience of ‘gazing’ and the ontological relationship between the ‘I’ and the Other. 
Finally, we identify the factual basis of this ontological relationship in the event of birth. 
It is the creation of a primordial relationship between the ‘I’ and the Other in the event 
of birth that forms the foundation of Sartrean intersubjectivity, which is conceived in a 
different way from inter-corporeality.



（7）On the Notion of “My Present” in Bergson’s Matter and Memory

On the Notion of “My Present” in Bergson’s 
Matter and Memory

Ryusuke Okajima
（Keio University）

It is well known that William James’ notion of “specious present,” developed in 
his Principles of Psychology, had a great impact on many 20th century thinkers and 
became a central reference point in debates about temporal experience. However, 
recent studies in the analytical tradition rarely refer to Henri Bergson, one of the most 
influential philosophers of time. One of the main reasons for this omission is that many 
have overlooked Bergson’s original term “my present,” which substitutes the Jamesian 
specious present, by offering a new explanation of temporal consciousness. This paper 
outlines Bergson’s theory of temporal consciousness by offering a precise interpretation 
of his term “my present.”

After reviewing Bergson’s theory of perception in section one, I will explain the 
basic structure of “my present” by re-reading some overlooked texts from Matter and 
Memory. In section two, I will first introduce two major theories of temporal experience 
and then characterize Bergson’s theory as a type of extended atomism, before finally 
concluding that the greatest advantage of his thesis is that it enables us to understand 
the stream of consciousness from the viewpoint of bodily action.



（8） Husserl’s Concept of Perception and Dummettian Verificationism

Husserl ’s Concept of Perception and 
Dummettian Verificationism 

Jun Kuzuya
（Japan Society for the Promotion of Science）

The striking parallels that Edmund Husserl ’s theory of intentionality has with 
Michael Dummett’s verificationism have been noted, and some have used these parallels 
to create an interpretation of Husserl’s intentionality that has greater clarity while 
maintaining its strong points. Both these thinkers identify meaning of a statement with 
its verification procedure, and this enables a simple and intuitive explanation of how 
statements are understood: that is, to understand a statement is to grasp its verification 
procedure. However, the closeness between the two philosophers suggests that their 
conceptions may share weak as well as strong points. His Truth and the Past shows 
Dummett (partially) abandoning verificationism for empirical statements because he 
concluded that it cannot explain our understanding of present tense statements about 
other places. It is thus natural to ask whether the Husserlian standpoint can manage 
this issue. This paper performs two main tasks. The first is introducing the problem of 
present tense statements about other places and illustrating its relevance to Husserl’s 
idea. Second, it also surveys Husserlian possibilities to manage this problem, including 
what Husserl actually considered and Dummett’s solution, as expressed in Thought and 
Reality or Truth and the Past. This second assessment will produce the conclusion that 
it seems exceedingly difficult to deal with this problem without abandoning the strong 
points of Husserl and Dummett’s systems.



（9）
Hermeneutische Dekonstruktion der ästhetischen Theorie
―Die Problematik der Einbildungskraft in Kants Ästhetik und Hermeneutik―

Hermeneutische Dekonstruktion der 
ästhetischen Theorie
――Die Problematik der Einbildungskraft 
in Kants Ästhetik und Hermeneutik―― 

Kenta Kodaira
（Rikkyo Universität）

Was Gadamer grundsätzlich als Voraussetzung für das Verständnis ästhetischer 
und künstlerischer Phänomene bestimmt, ist der umfassende Horizont einer 
gemeinsamen Erfahrung, die auf der metaphysischen Affinität des ästhetischen Seins 
und des sprachlichen Seins beruht. Für Gadamer ist es nur eine Konsequenz aus der 
sekundären Abstraktion, die auf dem modernen ästhetischen Bewusstsein beruht, das 
Ästhetische und Hermeneutische abzusondern, um es damit auf das gegensätzlich 
dualistische Schema von Sinnlichkeit und Verstand zu reduzieren. Vom Standpunkt der 
„philosophischen Hermeneutik“ aus betrachtet, stehen sowohl die ›Schönheitserfahrung‹ 
als auch die ›Verstehenserfahrung‹ ursprünglich auf derselben Grundlage. Für Gadamer 
hat sich somit die dringende Aufgabe eines dekonstruktiven Rückgangs der modernen 
Ästhetik gestellt, die die Bedeutung der ursprünglichen Phänomene des Schönen 
bescränkt, und durch das Vergessen des einheitlichen Zusammenhangs zwischen dem 
Schönen und der Sprache besteht. Dabei versucht er, das über die moderne Ästhetik 
herrschende Denken zu zerlegen, indem er das kantische Schema der Einbildungskraft 
erschüttert und die Stellung der sprachlichen Erfahrung wieder erhebt. Auf diese Weise 
besteht Gadamers Betonung der Perspektive der Hermeneutik nicht unbedingt in ihrer 
kritischen Struktur für das Ästhetische. Denn die Hermeneutik übt ihre Wirksamkeit 
des philosophischen Denkens in der Dimension des Fragens über die Beziehung an 
sich zwischen dem Intelligiblen und dem Ästhetischen aus. Etwas, das sich sowohl auf 
das Sein des Begrifflichen als auch auf das Sein des Sinnlichen nicht reduzieren lässt, 
ist gerade das Sein des ›Hermeneutischen‹, i.e. ein Subjekt der Hermeneutik, die auf 
ihre Einbeziehung in die Ästhetik besteht, sofern sie das Sein des Schönen in beiden 
Beziehungen erfragt.
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Grundbegriffe der Metaphysik

Junpei Shirota
（Nagoya-Universität）

In dem Brief über den Humanismus (1946) behauptet Heidegger, dass der Mensch 
endgültig in den Wesensbereich der Animalitas verstoßen wird, wenn wir bei Erfassung 
vom Wesen des Menschen von der Voraussetzung ausgehen, dass der Mensch auch 
ein Lebewesen ist. Diese Haltung zieht sich seit seinen frühen Freiburger Vorlesungen 
(1919- 1923) durch sein gesamtes Werk. Doch in seiner Vorlesung Die Grundbegriffe der 
Metaphysik. Welt－Endlichkeit－Einsamkeit aus dem Wintersemester 1929/30 sagt er, 
dass der Mensch von φύσις durchwaltet ist. Wollte Heidegger in dieser Vorlesung den 
Abgrund zwischen Mensch und Tier dadurch überwinden, dass er den Menschen als 
Natur- beziehungsweise Lebewesen ansah?

Im Verlauf der Argumentation werde ich zeigen, dass die Antwort auf diese Frage 
nein lautet. Max Schelers Konzeption von der „Idee vom schwachen Gott“ übernehmend, 
begreift Heidegger den Menschen als „Miterwirker Gottes“ oder „Ort der Gottwerdung

“. Und er sagt, dass φύσις als das Seiende im Ganzen nicht im „neuzeitlichen, späten 
Sinne von Natur, etwa als Gegenbegriff zur Geschichte“, sondern ursprünglicher 
gemeint ist. In dieser ursprünglichen Bedeutung umgreift φύσις sowohl die Natur 
als auch die Geschichte und schließt auch in gewisser Weise das göttliche Seiende 
mit ein. Demzufolge bedeutet bei Heidegger die Tatsache, dass der Mensch Natur- 
beziehungsweise Lebewesen ist, nicht den Mensch in die Animalitas zu verstoßen, 
sondern ihn der Deitas anzunähern.
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Eingelegtes im Verstehen des Anderen 

Takashi Suzuki
（Ritsumeikan University/ JSPS）

Zusammenfassung : In der ersten Auflage der Logischen Untersuchungen (LU: 
1900/01) erwähnt Husserl die „reine Grammatik“, um seinen Entwurf der formalen 
Logik zu erklären. (XIX/1, A320, et al.) Er schreibt jedoch in der zweiten Auflage der 
LU dieses Wort zu der „reinlogischen Grammatik“(XIX/1, B340, et al.), weil er darin 
denkt, dass die reine Formenlehre der Bedeutungen (=die reinlogische Grammatik) 
nur das beschränkte Gebiet des allgemein-grammatischen Apriori behandelt. Die 
„reine Grammatik“ wird nun also diejenige umfassende Wissenschaft, die das gesamte 
allgemein-grammatische Apriori umspannt. Husserl denkt, dass dazu auch das Apriori 
der „Verhältnisse der Wechselverständigung psychischer Subjekte“ gehört. (Ibid.)

Was sind nun die „Verhältnisse der Wechselverständigung“? Diese Frage ist in der 
veröffentlichen LU nicht beantwortet, da das Modell des Sprachausdruckes darin der 
Monolog ist. Aber in den Nachlassen für die Umarbeitungen der LU, die nicht in der 
zweiten Auflage der LU reflektiert wurden, versucht Husserl, die Wechselverständigung 
im Dialog ausführlich zu beschreiben. Wir betrachten also diese Nachlasse, um die 
erweiterte Theorie der Sprache bei Husserl zu explizieren. Dabei ist unser Ziel, auch 
seiner Theorie der Fremderfahrung ein neues Gesicht zu geben. 

Um dieses Ziel zu erreichen, untersuchen wir zuerst in §1 den Entwurf der reinen 
Grammatik in der LU. Dann klassifizieren wir nach den Nachlassen für die Umarbeitung 
der LU die Akte für die Wechselverständigung: Hören, Verstehen, Einverstehen, 
Miturteilen. Zum Schluss deuten wir das „Einverstehen“ als eine Fremderfahrung, die 
durch Sprache dem Anderen sein Denken einlegt, und deswegen von der „Einfühlung“ 
als Fremderfahrung zwischen Leibkörpern verschieden ist. 
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Takai Hiroshi
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This study attempts to interpret Heidegger’s theory of space in his Being and Time 
(1927). In his book Being-in-the-world (1991), Dreyfus famously criticizes this theory, 
and this study is a response to this criticism. According to Dreyfus’ interpretation, 
Heidegger cannot distinguish between two different kinds of space. One is subjective, a 
space centered to the individual, while the other is public space, not centered towards 
anyone. The purpose of this study is to reinterpret Heidegger’s theory and refute 
Dreyfus’ challenge.

Heidegger’s theory of space deals with our spatial cognition in ordinary actions. 
Following his analysis, when we act with entities in the world, we have to “let them 
near” us. This cognitive action is labeled “dis-tance (Ent-fernung)” in Heidegger’s 
terminologies. Dis-tance is a function that estimates the behavior necessary to achieve 
the best spatial position to perform a certain action. This cognitive action or dis-tance 
concerns the subjective space in Dreyfus’s criticism.

However, Heidegger argues that as the entities of spatial cognition are also situated in 
a specific Region (Gegend), we also have to understand their Regions. This Region is the 
objective spatial arrangement of entities, which is independent of the perspective of the 
agent. Therefore, this Region concerns the public space in Dreyfus’ criticism. 

It follows from this interpretation that Heidegger’s theory of space can stand up to 
Dreyfus’ criticism as Heidegger’s analyses include our spatial cognition by separating 
two different kinds of spaces.
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Shotaro Takenaka
（Otani University）

This paper examines how Husserl’s Phenomenology—which criticized human sciences 
such as naturalistic psychology or human science —regarded human existence based on 
the philosophy as rigorous science.

Philosophy as Rigorous Science states that philosophy necessarily must justify itself 
based on ultimate self-responsibility and serve as a discipline that enables life controlled 
by purely reasonable norms. However, naturalistic psychology and historicistic human 
science consider facts as absolute based on natural attitudes. Therefore, it is impossible 
for them to grasp essences such as idea and norm, ultimately leading to skepticism and 
relativism.

In Ideas I, in opposition to such a stance, Husserl attempts to lay a foundation for 
philosophy as rigorous science by establishing that essence is inherent to conscious 
experience. Here, Husserl took the human being as a correlator of natural attitudes 
to be the target of phenomenological reduction, and held that the subject of conscious 
experiences is a pure, content-less ego empty of fact. However, it was strange that the 
ego, which is the subject of every experience, was described simply as empty of content. 
Therefore, this ego is redefined as the ego of habit in Ideas II.

Considered this way, a new light shown on the concept of personality in the regional 
ontology of Ideas II. In the original program, personality was the target of reduction as 
something transcendent of consciousness, but this personality can be thought to be the 
specific mode of existence of the habitual ego as the subject of conscious experience.
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Rede und Aussage in der Philosophie 
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Chihiro Nishimura
（Universität Osaka）

Die Aussage, die § 33 von „Sein und Zeit“ thematisch behandelt, wird einerseits so 
charakterisiert, dass sie das ursprüngliche Verstehen des Phänomens modifiziert und 
zugleich einschränkt. Andererseits besteht die Phänomenologie Heideggers selbst auch 
aus Aussagen. Mein Aufsatz zielt darauf ab, zu zeigen, wie eine phänomenologische 
Aussage möglich ist und welche Struktur sie hat, indem er den Zusammenhang von 
Rede und Aussage ins Zentrum der Betrachtung rückt.

Die bisherige Heidegger-Forschung hat Aussage und Rede vor allem im Hinblick 
auf die „Bedeutung“ diskutiert. Im Unterschied dazu sehe ich eine spezifische 
Charakteristik vom „Da-haben“ als die allgemeine Funktion der Rede an, die Heidegger 
in seinen frühen Vorlesungen nennt. 

Diese Funktion der Rede als „Da-haben“ kann man auch in „Sein und Zeit“ finden 
und sie bewirkt sowohl die Verbergung als auch die Aufzeigung des Phänomens 
durch die Aussage. Aus dieser Perspektive ergibt sich die Möglichkeit einer 
phänomenologischen Aussage. Einerseits gewinnt und versichert man sich durch 
Aussagen den Zugang zu Gegenständen, andererseits wird das ursprüngliche Verstehen 
der Gegenstände verhindert, wenn man diesen Zugang stets beibehält. Um eine 
Versteifung des Verstandenen zu vermeiden, muss die phänomenologische Aussage 
die Gegenstände erneut greifen, indem sie diese in der Rede von ihnen immer wieder 
zirkulieren lässt. Darüber hinaus ist zu verdeutlichen, wie die durch phänomenologische 
Aussagen aufgezeigten Phänomene vom Leser oder Zuhörer richtig verstanden werden 
können. Indem ich den Zusammenhang von Befindlichkeit und Rede betrachte, zeige ich 
ihn als eine Möglichkeit des ursprünglichen Verstehens einer Art von Rede, die auch 
andere zu einem solchen reflektierten Verstehen auffordert.
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Hiroshi Hiraoka
（The University of Tokyo）

Comme beaucoup de phénoménologues français, Levinas pense que la phénoménologie 
de Husserl se fonde sur sa théorie du temps développée dans Leçons sur la conscience 
intime du temps. Selon Levinas, l’intentionnalité de la conscience consiste chez Husserl à 
donner un sens à l’objet, de sorte que le sens de tout objet est éclairci dans le présent de 
la conscience. Quelle est alors la structure de ce présent lui-même ? Telle est la question 
amenant Levinas à aborder Leçons, car ce présent est la présence de la conscience à 
elle-même, c’est-à-dire la conscience de soi s’accomplissant dans la conscience intime 
du temps. Cette question concerne aussi la possibilité et la portée de la phénoménologie, 
parce que celle-ci s’opère par la réflexion. En analysant l’interprétation lévinassienne 
de Leçons, nous nous proposons de montrer la signification de la description 
phénoménologique pour Levinas.

D’après Levinas, la constitution du présent présuppose que la proto-impression 
passe et s’écarte d’elle-même. Le présent, enveloppant en lui cet écart entre la proto-
impression et la proto-impression juste passée et retenue, est écartelé. Dans ce présent, 
la conscience coïncide avec elle-même. Nous trouvons ici deux enjeux de Levinas. Le 
premier consiste à voir dans cette présence à soi la puissance qu’a la conscience de 
récupérer sa propre origine dans son présent, puissance qui légitime la description 
phénoménologique comme coïncidence avec l’origine ; le second souligne que la rétention 
constatant l’écart de la proto-impression est l’effectuation de cet écart, ce qui atteste 
que la description phénoménologique se confond avec l’événement ontologique de 
l’expérience décrite.
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Yoshihiro Homma
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Selon Jacob Rogozinski, le pronom personnel « je » et le nom propre sont l’ancrage 
essentiel de l’ego. L’ego advient comme un « je » en prenant la parole à la première 
personne et en son propre nom. Le nom propre est un fondement à partir duquel l’ego 
parvient à s’identifier à lui-même en disant je. Ce qui est remarquable, c’est que Rogozinski 
interroge la révélation du nom de Dieu dans l’Exode – ch. 3, lorsqu’il examine la possibilité 
pour l’ego de dire je. Dans l’Exode – ch. 3, le « je » qui prend la parole est Dieu qui révèle 
son nom en disant ehyeh acher ehyeh (« je serai qui je serai »). Pourquoi Rogozinski doit-il 
analyser l’auto-affirmation de l’ego de l’Autre pour développer son égologie sous le thème 
du nom propre ? Quelle est la nécessité de l’interprétation du nom divin pour un discours 
philosophique sur l’auto-constitution de l’ego ? Telles sont les questions auxquelles nous 
entendons répondre. Nous montrons que Rogozinski problématise le rapport du je à son 
nom propre comme problème essentiel de son égologie par le biais de l’analyse de la voix 
du buisson ardent. Nous voyons ensuite comment Rogozinski approfondit l’expérience que 
l’ego fait envers son nom propre, avec l’analyse de la « folie du nom » chez Artaud.
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In a lecture from 1929, Nishida criticizes Husserl that the fundamental characteristic 
of consciousness is not intentionality but self-awareness, and based on this criticism, 
develops his own ideas in Self-aware System of Universals published in 1930. In this 
paper, I evaluate the validity of this criticism.

According to Nishida, our knowledge of objects is a kind of self-awareness in a broad 
sense. This is because objects are immanent in and determined by the subject and hence 
are contents of the subject. Since knowing one’s self is obviously also a kind of self-
awareness, knowing in general takes the form of self-awareness for Nishida.

In contrast, for Husserl, cognition of objects is an intentional act and so is knowing 
oneself reflectively. And while pre-reflective inner consciousness is not itself an act, it 
nonetheless has an intentional structure. So in Husserl’s philosophy, knowing in general 
takes the form of intentionality.

In Nishida’s reading, intentional acts merely designate the relation of an objectified 
subject to an object. So although our knowledge of the objectified subject may have 
the form of intentionality, this cannot be the case for our knowledge of the non-
objectified subject. Accordingly, he rejects Husserl’s view that the basic characteristic 
of consciousness is intentionality. However, Nishida overlooks the fact that knowledge of 
the non-objectified subject is also intentional in Husserl’s philosophy. Therefore, although 
Nishida’s insight that the fundamental character of consciousness is self-awareness is 
indeed unique, his criticism of Husserl lacks validity.



（18）
Heideggers Auffassung der ontologischen Struktur von Verantwortung. 
Die Zeitlichkeit des Vernünftigen.

Heideggers Auffassung der ontologischen 
Struktur von Verantwortung. Die Zeitlichkeit 
des Vernünftigen. 

Tomohiro Yamashita
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Unter „Verantwortung“ verstehe ich dasjenige Vermögen eines Menschen, über seine 
vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Handlungen Rechenschaft zu geben. Die 
Seienden, die über Ihre Handlungen mit der Form „um-zu“ und „um-willen“ Rechenschaft 
geben können, nennt Heidegger „Dasein“. In seiner Daseinsanalytik behauptet Heidegger, 
dass der Sinn des Seins von Dasein Zeitlichkeit ist. Insofern ist Daseinsanalytik ein 
Versuch, die ontologische Struktur der Verantwortung in Hinsicht auf die Zeit zu klären. 

Heideggers These über Zeitlichkeit als der Sinn vom Sein des Dasein ist aber schwer 
zu verstehen, weil Heidegger nicht hinreichend erklärt, was die drei Momente der 
Zeitlichkeit, d. h. Zukunft, Gewesenheit und Gegenwart, eigentlich bedeuten. Deshalb 
muss jede Auslegung der Lehre Heideggers über Zeitlichkeit eine Rekonstruktion sein. 
Ich rekonstruiere den Begriff der Zeitlichkeit mit Hilfe der metaphysischen Logik von 
Sebastian Rödl. 

Die Abhandlung hat drei Teile. Zuerst zeige ich, dass Heideggers Sein und Zeit als 
Lehre der ontologischen Verantwortung und praktischen Vernünftigkeit ausgelegt 
werden kann. Dann stelle ich eine zeitliche Auslegung des praktischen Schlusses zur 
Diskussion, der sich aus „um-zu“ und „um-willen“ konstituiert. Es zeigt sich, dass die 
heideggersche Gegenwart als Aspektbestimmtheit und die Zukunft als Zeitallgemeinheit 
interpretiert werden kann. Zum Schluss betrachte ich die Schwierigkeit, dass die 
Gewesenheit nicht einfach als Zeitlichkeit verstanden werden darf.
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In Heidegger’s lecture Platon: Sophistes (the winter semester 1924-25), he proceeded 
from the clarity of Aristotle’s Ethica Nicomachea to the obscurity of Plato’s Sophista. 
In other words, when the meaning of to mē on einai (Sophista) was ontologically 
investigated by technē dialektikē, especially by dihairesis, the sources of light clarifying 
moments of this investigation were practical syllogism interpreted phenomenologically 
by Heidegger and alētheuein, one of which was phronēsis functioning in this syllogism. It 
is natural that characteristics of Plato’s concept of dialektikē were lought up in terms of 
structural similarities to Aristotle’s one of practical syllogism, because Aristotle formed 
the concept of dialectical syllogism in Topica by reminting Plato’s one of dialektikē. 

In this practical syllogism, phronēsis offers insight into relationships between the 
major premise in which a telos is holistically decided on the basis of the generality of 
eudaimonia and the minor premise in which means are concretely discussed on the 
basis of the particularities in everyday situations, thus leading Dasein to eupraxis. This 
hermeneutical structure of practical syllogism makes it easier to see Heidegger’s order 
to interpret Plato’s Sophista, that is, the hermeneutical order developing from analyses 
of the everyday being of anglers to an ontological consideration that definitions of the 
ancient philosopher asking about the question of his Being and of the ancient sophist 
using sophistry about all entities are existentially two sides of the same coin. 

Not only Plato’s concept of dihairesis but also Aristotle’s one of phronēsis depend on 
existential functions of insight together.
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Abstract
Antinomy basically as an inherent structural tension from within the reason between 

rational willing toward the unconditioned and rational thinking necessarily conditioned 
by the rule of understanding plays a negative role in and for Kant’s system to critically 
compass reason in limiting itself within the possibility of real experience. In Husserl, 
under the banner of one all-encompassing reason, antinomy takes a modified form 
of an ontological incommensurability between two essentially separable regions of 
being, i.e., between the ideal and the real; such ontological antinomy now takes up the 
place of an apriori condition for the possibility of meaning for Husserl. Representing a 
peculiar hierarchical ontological relation through which a lawful power flows, Husserlian 
antinomy plays an essentially affirmative-political function. In this paper, I will analyze 
the constructive antinomic structure of phenomenological being relation in contrast to 
Kantian restrictive antinomy and discuss its political implication.  

1．Introduction
Antinomy as a metaphysically specified concept was first introduced by Kant in order 

to describe the frustration between rational will guided by the laws of freedom, which 
ever tends to progress forward the unconditioned and rational capacity at the same time 
limited by the laws of understanding, which has to back off with a series of conditions.1 
A key point in Kantian antinomy is that antinomy is not something irrational; the 
antinomic pairs —the unconditioned and conditions— are both grounded precisely on the 
essence of reason as such. It is reason as such which brings about, calls for an antinomy. 
Kantian antinomy is thereof immediately hooked up with a limit-character of critical 
reason, to and for which reason can do nothing but trying not to transgress the mutual 
limiting of rational willing and rational knowing.

In sharp contrast, in Husserl, under the transcendental jurisdiction of one all-
encompassing reason, ‘I will’ and ‘I think’ merge, not only theoretically but also 

＊ The main idea of this work comes originally from the introductiory part and the first chapter of my 
dissertation. With additional reflections and readings, necessary revisions and changes of the content and 
structure, it has been recreated into this form of an independent paper.

1  A406-420/B432-448. For all references for Kant’s Critique of Pure Reason, I follow the standard A/B 
pagination..
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normatively. In this context, Kantian antinomy has become a challenge for Husserlian 
reason to resolve, as long as it perplexes reason and tends to crack its unity. In Husserl 
the role and position of antinomy is shifted from an irremovable epistemological 
problematic to a primordial ontological condition for the possibility of knowledge at all. 
It comes to represent a peculiarly phenomenological relation between the two most 
fundamentally and primordially differentiated types of being, namely, between the real 
and the ideal. 

The antinomic relation of being now functions as the condition for the possibility of 
phenomenology as such, regulating the whole system of Husserl’s phenomenological 
critique of reason. This paper will carry out a theoretical formulation of such Husserlian 
antinomy laid out on the metaphysical level already at the birth of phenomenology and 
consistently operative thereafter. Based on that, it will look into a definite political phase 
qualifying the antinomic structure of the phenomenological being.     

2．On the Road to Overcoming Kantian Dichotomy 
1）Idea for critique: Kant

For Kant, science is a system of rational knowledge which is guided by the idea of 
a systematic whole derived from the “universal interest” of reason called architectonic 
interest. (A832/B860) Scientificity for Kant, represented by systematic division, is first 
and foremost a natural facticity of reason; it comes from the fact of reason that reason 
itself is a system and the end of reason that it thereby always already drives toward 
a system.2 Systematic unity of science signifies a rule-followed structural harmony 
amongst all its parts and justification of science should be justification of the operation 
of those prescriptive rules and principles for the making of objectivity. As a ‘natural’ 
manifestation of rationality as the systematic division under the architectonic plan, 
knowledge itself is thus always already dualistic for Kant ; it has two radically separated 
origins, namely, sensibility and understanding, about the reason for the separation of 
which human reason has no position to tell anything at all.(A15/B29) In this natural 
morphology of knowledge, the first Kantian task is to discern out the possibility for 
objects to be given through the former and the possibility for them to be thought 
through the latter; based upon those conditions, what is at final issue is to explain how 
intuition and thought are to be combined to yield to a unity which makes universal 
and necessary knowledge, namely, science, possible. Kant’s transcendental logic is thus 
a logic of the justification of the architectonic system of all sciences, validated on the 
transcendental deduction, of which the conclusive message could be that, with the logic 
justified through such procedure in such fashion, no principles are to be incoherent in 
terms of their application to each field of science, delimiting the sphere of object and the 
scope of capacity, in order to maintain the metaphysical harmony and security of the 
structure. Such would be the main point of transcendental philosophy as the mere idea 
2  About the systematicity as an end and an interest of reason, see the “Prefaces” to First & Second Edition, 

(Kant(1965), 7-37) together with “The Transcendental Doctrine of Method,” (A832-856/B860-884)
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of science.(A13/B27) 
In this overall Kantian context, the role of idea is quite “negative” precisely with 

regard to the goal of the ultimate justification of the apriori conditions for the possibility 
of scientific knowledge, which is no other than “critique” as such.(A11/B25) For Kant, the 
science of reason, basically as a system of philosophical knowledge about the principles 
of understanding obtained only through a mediated deductive procedure can in no way 
claim the same level of immediate apodictic certainty that mathematical knowledge 
claims; it can at best claim absolute necessity.3 Being absolutely necessary, but not 
necessarily absolutely certain, philosophical knowledge as such is not experiencible in 
intuition. Theory reaches apodictic certainty never with philosophy thereof ; reason only 
speculates it. The tendency of reason to speculate absolute epistemological certainty 
with philosophy is to be the source of a dogmatic risk which could divert the course of 
rationality from the track of the critical motif not to extend beyond the certainty that it 
can claim; scientificity always in conjunction with criticality in Kant is something which 
is operative always on some agnostic limit naturally incurred on reason concerning the 
possibility to have apodictic truth in the domain of transcendental philosophy. 

Therefore, the transcendental idea of totality of all the conditions for any given objects 
to be conditioned, while being necessary as it is imposed by the nature of reason itself 
and as a guiding principle of architectonic system, could be yet itself something always 
illusive; insofar as the speculative reason cannot prove it with apodictic certainty, a 
certain metaphysical danger is always laden in the philosophical Idea, which always 
spares a room for a speculation. That is why idea plays its role in the “Dialectic” part 
in the Critique of Pure Reason, more or less as a latent source of the transcendental 
illusion in Kant, as the locus of antinomy, where analytic intellect and dialectic passion of 
the same reason dualistically clash, of necessity.

2）Critique for Idea : Husserl
With Husserl such story goes through a significant change. Starting out by directly 

taking over Kant’s questions as to ‘how an object is to be known and how a priori 
synthetic knowledge is possible’ along with Kant’s incipient motif to provide a 
secure path to science, Husserl yet discriminates himself from Kant in terms of the 
appropriation of the idea of science and the meaning of the very idea as such. For 
Husserl, Idea, firmly preserving Platonic sense of archetype and paradigm, serves the 
most reliable source for apodictic certainty. Not just necessity, but also certainty is to 
be guaranteed precisely on the ground of Idea. What is of essential importance with 
Idea is its entirely de-empiricized purity, which apparently consists of the very basic 
presupposition of and for phenomenology: There is an ideal spot, which can be called 
the meaning essence or core, in any theoretical semantic structure, the truth validity of 
which is, in principle, completely outside of empirical reality in toto.

3  A712-738/B740-766
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Unlike Kant, with Husserl, that Idea is not to be given in any form of empirical reality 
ranks the Idea at the top in the hierarchy of truth criteria. The independence from 
every empirical condition is an uncompromisable merit rather than a reason for the call 
for caution, being the source of “timeless validity” of the claims of logic. Timelessness 
here represents validity that runs “beyond time”(Husserl 2001a, 85); the validity of ideal 
objects, of the law of gravitation and the law of contradiction, e.g., takes its ground from 

“their own semantic content” so that it holds “even if there were no mental processes 
at all,” even if “all gravitational masses were eliminated” (ibid, 97); logical truth is truth 
of such kind.

Hence, Idea is never a “mere” something for Husserl; it is always already the most 
actual being as such and necessarily refers to an object as such to be directly given. 
There are two moments of ideality in Husserl: ideality as an ideal object such as objects 
of geometry and mathematics or pure logical forms, and ideality as essential attribute of 
Idea. Both share the key conceptual element of ideality that its truth-function is derived 
from its own inner semantically self-justifiable rationality irrelevant to any circumstantial 
condition to which it is realistically bound.

Therefore, Kantian possibility of speculation inherently related to certain degree 
of necessary uncertainty is completely missing in Husserlian picture of the theory of 
knowledge from the outset. Idea per se, despite its necessary transcendental function 
over experience, stands as an impediment for theoretical certainty in Kant, because it 
is not an object of possible experience; it is a necessary vice implicit in the course of 
the justification of science, which leads reason to an insecure yearning for the apodictic 
certainty of transcendent truth. To the contrary, it is an original good explicit for 
Husserl, which guarantees inner apodictic security for scientific truth: idea is not a 
limiting turning-point but a referential beginning- and teleological end-point in Husserl; 
Idea is experienciable as a direct indication of self-evidence (ibid, 85), far from being 
merely regulatively operative in the background of the employment of the rules of 
understanding. 

Likewise, the systematicity of science no longer refers to a thorough observance of 
the division rule of understanding followed by a structural stasis of tensional balance and 
organic coherence, but represents a unifying comportment of reason as such. The act 
character of reason is an embodied part of the idea of science as such (Husserl, 2001a, 
18). In this context, foundation, one of the most fundamental concepts of phenomenology, 
is now the new name for scientificity. With Husserl, the ultimate validation of science 
is not to end at a non-contradicted structural delimitation of the boundaries of cognitive 
faculty, but a hierarchical extension and expansion of the original justifying power of 
reason on the theoretical horizon; scientificity finds its strongest momentum precisely in 
reason’s validating act as such as an affirmation of the direct presence and engagement 
of Idea as the ultimate evidence for objectivity. 

Now the certainty-founding capacity of reason grounded upon the primordial certainty 
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of ideality belongs to the meaning core of the Idea of science in Husserl. Knowledge is 
possible thanks to the absolute a priori being of the ideal content such as the a priori 

“laws, grounds, principles” of logic, which retains “inwardly evident truths” standing 
absolutely valid, whether or not a rational noetic act is actually in play. That constitutes 
precisely the semantic essence of a theory. In other words, what is responsible for the 
validation of theoretical truth is the Idea of Theory as such; theory is something that 
internalizes the ideal truth components into its own meaning by the very meaning of 
its own.4 Thus with Husserl, unlike Kant, theory in which philosophy itself must be 
included is integrated into a unitary realm of an intuitive experience of ideal truth. The 
ideal essences of the laws and concepts responsible for a deduction are always already 
susceptible to an “a priori insight” as that which makes the very deductive linkage itself 
is possible. 

3．Founding-Founded Relational Hierarchy as the Condition for the Validation of Truth   
1）Validation of truth as an instituting of relation: Categorial Intuition[Kategoriale 
Anschauungen]

From the very beginning, Husserl lays out a meaning of truth particularly implying a 
definite relationality.5 Truth concerns the “ideal relationship among the epistemic essences 
of the coinciding acts,” obtained in the “unity of coincidence” called “self-evidence” on 
the one hand, and refers to the “rightness” of intention, on the other, that is, the “rightness 
of the judgment in the logical sense of the proposition,” which means a ‘right’ for an ideal 
speech to say: ‘the proposition is really what it says in the judgment.’ (Husserl 2001b, 
264) 

Such conceptualization of truth pins down the “ideal adequation of a relational act to 
the corresponding adequate percept of a state of affairs.”(ibid, 266) Here by adequation 
means Husserl a fulfillment of meaning intention with intuition; the experience of 
agreement between the meant and the given indicates self-evidence. The self-evident 
truth as an identification of the intended with the intuited is correlative to an act in 
and by way of which certain definite epistemological relation is instituted amongst the 
epistemic elements involved in the truth-claim. With Husserl, intuition, beyond the sense 
of an act of perception as a simple seeing, gains such peculiarly phenomenological sense 
of an act of confirming the being of Idea, which inaugurates certain power relation 
between the Idea and the meaning of the perceived. 

Let us now delve into the structure of that relation. Husserl divides elements of logical 
judgments into what can be fulfilled adequately in perception and what cannot. Proper names 
expressible in logical variables, such as P, S, X, etc., can be fulfilled adequately in perception. 
The remaining parts of the expression, however, namely, the formal parts such as ‘a’, ‘the’, ‘all’, 

‘many’, ‘is’, ‘not’, and so forth, cannot. The question now is: “Are there parts and forms 
of perception corresponding to all parts and forms of meaning?”(ibid, 272) 

4  Husserl( 2001a), 149-152
5  Husserl(2001b), 263-267
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For example, in the thing white paper, that is, paper which is white, the ‘is’ and the 
concept of whiteness as such are never to be seen adequately with the perception 
of this paper per se present in front of me as a real object; the knowledge of white 
paper is obtained through a fulfillment of whiteness as such, as the object meant; in 
order to apprehend the perceived thing, the whiteness as such as an ideal object, as 
a color-idea, must be intuited together with the perception of this white paper here. 
But the seeing of whiteness requires an act of a completely different kind. It is seen 
only with a simultaneous enactment of the consciousness of the ‘is’ and thus always 
in the awareness of the whole state of affairs in the form of “being-white.” This is an 
intuition which is founded upon the same percept and yet has a distinct object of its own 
such as ‘being’ ; the perceived thing per se ‘serves only as an elucidatory example’, a 

‘documented case’ of the universality of the ideal object.6

All those which cannot be wrapped up with individual particular percepts, those 
which cannot be made into specific variables as objective “stuff” to be perceived—calls 
Husserl “categorial forms.” None of those categorial forms, none of the ‘a’, ‘the’, ‘and’, 

‘or’, ‘if’, and the propositional elements of quantity, modality, number are in the object 
sensuously perceived, for they all lack being of reality with their meaning essences 
completely nonempirical.

Without changing the meaning and function of intuition, one should be able to say 
now about a non-sensuous perception; Husserl calls it “categorial intuition.” Categorial 
intuition is an intuition having universal idealities as its objects of perception, i.e. non-
sensory ideal concepts and forms such as aggregate, infinity, totalities, pluralities, 
numbers, state of affairs etc. They are just as objects as objects of sensible intuition 
insofar as they satisfy the conditions of intuitive objectivity, i.e. givenness and presence. 
Categorial intuition, a rather ‘rebellious’ notion against Kant’s dualistic rationality, now 
becomes not only possible, but necessary with Husserl. While in Kant categories or 
concepts are apriori conditions for the knowledge of an object of possible experience 
but nowise themselves to be possibly experienced. In Husserl, however, category itself 
is to be an object to be directly given in intuition; it is possible to be experienced. Given 
that fulfillment means making present in person, categorial intuition makes universality 
per se present. Through the categorial intuition, ideal object, pure idea as such, is to be 
directly grasped in its full universality at one time. 

2）The founding-founded, inseparably-separated relational dialectic
The name for the new epistemological relation working for the categorial intuition 

is a founding-founded relation which represents the phenomenological way in which 
the I-think reaches the objectivity of the world.7 The categorial intuition is a “founded 

6  Husserl(2001b), §41
7  In Husserlian context, the founding-founded relation fundamentally characterizes the structure of part-whole 

relation. With the notion of foundation, Husserl translates part-whole relation into the relation of non-identical 
mutual dependency. For the phenomenological reestablishment of Part-Whole relationship, see particularly 
Husserl(2001b), Investigations III & IV.
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act” on an actual perceptual intuition. Nonetheless, it is simultaneously capable of an a 
priori independent epistemological performance of direct and immediate apprehension 
of the ideal meaning of logical forms and concepts. In this regard, the founding-founded 
complexity involved in the categorical intuition represents a kind of dialectical relation 
between non-independence and independence, between separability and inseparability; 

‘dialectical’ first and foremost in a quite primitive Platonic sense of ‘divisionary within 
and for a unifying synthesis’, which embeds a concept of relational hierarchy in it, and 
also in a Hegelian sense that an affirmation of independence and separability essentially 
contains within itself a moment of self-negation, namely, dependence and inseparability. 
But a peculiar phenomenon of this phenomenological dialectic is that the two ‘opposites’ 
in no way conflict with each other: in this sense, it is farthest from both Hegelian and 
Kantian dialectic. What should be clearly seen is that, strictly divided, those opposites 
are always already monadically unified, i.e. indivisibly, non-contradictingly. 

However, Husserlian monad does not unilaterally correspond to a Leibnizian 
ontological substance, either, even though sharing with it some essential attributes 
such as indivisibility and unity. One thus should be careful when saying that in Husserl 
reason is monadic, as opposed to Kant8; reason is fundamentally monadic with Husserl, 
not necessarily in regard to the simplicity of reason as substance, but rather in terms 
of its function of monadizing—unifying—Idea with experience. The famous Husserlian 
expression from the beginning, “One All-encompassing reason,” speaks precisely for 
such monadic tendency of cognitive motion, which in itself counteracts to the limited and 
divided Kantian intellect. What is monadic in the end is the relation as such. Idea and 
experience, theory and givenness are not to be contradicting in terms of the possibility 
of knowing as in Kant, but essentially inseparable, mutually dependent, in Husserl. 

In sum, the objectivity of the categorial forms as such can never be separately 
perceived without intimation with a real founding intuition; yet they ‘exist’ as absolutely 
independent actualities at the same time in order to make the real known. The categorial 
intuition, i.e, the eidetic seeing, releases the categorical forms themselves independently 
and thereby grants the experience of the real a price of legitimate knowledge. In this 
way, a definite hierarchy in terms of the epistemic power is set up between a real 
particular case and an ideal universal prototype, between two generically differentiated 
perceptive acts. 

4. Husserlian Antinomy as the Principle of Ontological Placement of Being
1）The ontological differentiation between the ideal and the real

The meaning and role of non-independence is never simply the same as 
dependence, never implies a low-positionality. Non-independence, namely, foundedness, 
phenomenologically understood, rather has an intent of a higher ideal necessity, which 
deserves a definitely ‘separate’ place with regard to its meaning value. Likewise, the 

8  See Husserl(1980), §14 : “Inclusion of the Ontologies in Phenomenology.”
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independence of the founding real percept does not mean a validatory self-sufficiency 
of self-evidence; rather the non-independence of the founded consciousness of the ideal 
object represents self-sufficiency in terms of its presentifiability.

In this qualitative-functionally intertwined relational complex between founding 
dependence and founded self-sufficiency lies a logical ‘perplexity’ where the hierarchy 
as a measure of epistemological potential operates in such a peculiar direction from 
the founded to the founding, so that what is prior logico-literally, namely, the founding 
element, comes to be what is dependent phenomenologico-dialectically; as a result, the 
founded element takes up the prior in terms of the validating power position. This 

‘oddity’ is to go away only with an inversion of the relational order by the insertion of 
an ontological hierarchy.

We do not deny but in fact emphasize, that there is a fundamental categorical split between ideal 

being and real being; between being as Species and being as what is individual. The conceptual 

unity of predication likewise splits into two essentially different sub-species according as we affirm 

and deny properties of individuals, or affirm or deny general determination of Species. (Husserl 

2001a, 150, emphases added)

The most rigorous split is now structurally premade strictly with regard to being 
in Husserl between the real and the ideal. The real and the ideal are the two most 
tenacious and most fundamental categories of phenomenological being surviving all 
modifications and extension throughout Husserl’s phenomenology as a whole. The 
ontological differentiation of the ideal being from the real being is essential, not only as 
a metaphysical condition for the experience of truth, but for phenomenological thinking 
at all: “one must clearly grasp what the ideal is, both intrinsically and in relation to 
the real, how this idea stands to the real, how it can be immanent in it and so come to 
knowledge.”(Husserl 2001a, 120) The ideal, for Husserl, both as the innate quality of Idea 
and itself as a form of object as such to be intuited, is most conspicuously characterized 
with its complete independence from the conditions that determine the totality of the 
real. Correlatively, the real represents something consisting of the totality of nature, 
which stands up ‘against’ the ideal in regard to its objective essences. The being of the 
real is to be determined exactly with reference and in essential relation to the way in 
which the ideal exists. By the same token, what the ideal is intrinsically, is revealed and 
affirmed with and through the determination of what the real is. They are going to be 

‘ontologico-categorically’ differentiated from each other in the essentially constitutive 
relation.

2）Antinomy as an Ontological Incommensurability
In this way, already at the most primitive stage of phenomenology, ideality 

fundamentally as a meaning property denotes a property of being: Idea is a being as that 
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which “remains in itself” and “retains its ideal being.”(Husserl 2001a, 86) It is something 
that is ‘there’ as a pure “ideal possibility” as “the being or holding” of universality, that 
is, as a “possibility in regard to the being of empirical cases.”(ibid) What that being 
of ideality specifically refers to is being qua being, not a being derived or constituted, 
i.e., being whose existential meaning ground comes from the being of itself, namely, 
being given in itself. It denotes being of the most evident actuality in the sense of self-
sufficiency, i.e., that which “appears as actual and self-given.”(Husserl 2001a, 282, bolds 
added)

In contrast to the self-givenness of ideal being, the being of the real world is given 
in the form of the “general positing [Setzung]”(Husserl 1983, 57) in the attitude that 
characterizes the reflective style of positive natural sciences. The “natural attitude,” 
so names Husserl, asserts the true existence of the real world always in the mode 
of a thesis and thereby inheres, that is, essentially, a tendency to frame any ‘thingly’ 
experience within formal predication. For Husserl, such being of reality merely 
represents a posited givenness, which means nothing other than that it is “predicative-
thematically formed.” If being and remaining in this natural attitude, experience present 
to my consciousness is always already thematic; it is already a product of thought. The 
totality of the real as the being of the positedly given is not existence as such subject to 
an “original immediate experience,” but rather existence as always already registered 
within a predicative form.

Likewise, there are two types of certainties which concern fundamentally different 
“kinds of being,”9 namely, the certainty of the being of the real and the certainty of the 
being of the irreal[reell]-ideal; the former certainty, i.e., the certainty of the existence of 
the world, indicates a thematically registered sense grasped as being certain, while the 
latter absolute evidence as that which justifies that very registration. Each different type 
concretely corresponds to the region of physis and the region of pure noesis, respectively. 
Such contrast of the two certainties and regions now refers to an ontological barrier 
set up between the real and the ideal-irreal; it represents an “abysmal distance” that is 
supposed to be passed through during the epochē. However, what has become more and 
more clear and significant is precisely the distance itself between this world immersed in 
the natural attitude and that world of pure consciousness taken off from that attitude. 

With that installation of the barrier, however, the two domains are to be immediately 
and essentially related precisely in that disconnection, as that disconnection. All this 
happened on different levels. The former—disconnection—institutes an ontological 
relation and the latter—interconnection—announces an epistemological relation, as had 
been altogether clearly manifest already in the Logical Investigations with the notion 

9  The differentiation of being into the being of the real and the being of the ideal makes Husserl launch the 
program of “regional ontology” which is interested in a discernment of ontological essences of different species 
of objects in terms of a strict distinction of the regions to which they must belong. Hence the clarification 
of distinct regions of being directly and essentially corresponds to a distinction of the “kinds of being,” the 
expression of which Ludwig Landgrebe used in his article “Regions of Beings and Regional Ontologies in 
Husserl’s Phenomenology” (Landgrebe (1981), 135).
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of the categorial intuition. The monadic epistemological integration of the play of the 
ideal into the whole of the act of understanding is precisely conditioned upon such 
most strictly dualistic ontological disintegration of the essence of the ideal-irreal being 
from that of the real being. The categorial intuition itself was already a form of such 
act of setting up an ontological barricade between the two dwelling places to which the 
corresponding objects belong. 

That bar signifies nothing else than an ontological incommensurability in the sense 
that it cannot be broken into by those conditions that determine the being of the real. 
Precisely upon such ontological incommensurability, the founded character of categorical 
objectivity can turn to be itself founding. Precisely in such ontological irreconcilability 
lies Husserlian ‘antidote’ to the Kantian antinomy that was phenomenologically criticized 
as having been originated from a metaphysical confusion about the regional essences of 
different “classes” of being.

3）Transcendence and Immanence
Transcendence and immanence designating two fundamentally different modes of 

givenness of objects in their relation to pure consciousness, are introduced  precisely 
in this theorizing context of the mutually incommensurable ontological relation 
between the region of the real and the region of the irreal-ideal.10 Husserl describes a 
transcendent object as an object that presents itself to consciousness only in the mode 
of “adumbration.”(Husserl 1983, 87) It shows itself, whether actually in person, or in 
memory, or in phantasy or in imagination, in whatever modified forms of cognition, in a 
constantly flowing chain of consciousness of lived experiences, only as an ever-changing 
part or side or moment, that is, “of essential necessity.”(ibid) It never gives itself a 
whole including every component of its being all at once in one consciousness. This is 
the mode of givenness of the whole of physical being; the essential modal characteristic 
of this being, that is, the being of a physical thing, is “inadequacy” and “contingency,” 
for it could be given otherwise on the horizon of lived experience. For Husserl the 
contingency of physical being means, as it is, the contingency of the very posited thesis 
of the world’s spatiotemporal-causally bound existence. As said, the existence of the 
world is nothing but the contingent sense of that thesis: “beyond that it is nothing.”(Husserl 
1983, 112, original italics) From that, the existential necessity of reality has gone. 

As opposed to the one-sided, adumbrative givenness of the transcendent object, 
an immanent object is given in an “absolute” mode, keeping all the connotations of 
the infinite, the total and the whole within its meaning, though with its own peculiar 
kind of inadequacy.11 The immanent object is present within consciousness, not as a 
procedurally identified unity through adumbrative concatenations of consciousness 
outside of consciousness, but already as a unity as such of the simplicity of the absolute, 

10  See Husserl 1983, §§.38-46, esp. §44
11  Husserl 1983, 97
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as the perceiving as such, the appearing as such, the adumbrating as such. The manner 
in which the appearing as such appears to consciousness, i.e., the appearance of 
appearance, the perception of perceiving, and so forth, is that it is “absolutely” present 
with and within the movement of lived experience, as the movement as such. The being 
of the Ego who perceives that consciousness in its immanence is an “absolute actuality” 
completely free from any changeability or alterability of a “presumptive actuality” of the 
world of physical things which is exposed to a constant dubitability in the sense that a 
non-being is always part of its being on the horizon of possibility as conceivability.12 The 
pure consciousness as an immanent being is “indubitably absolute being in the sense 
that by essential necessity ‘nulla re indiget ad existendum.’ ” (ibid, 110)

consciousness considered in its “purity” must be held to be a self-contained complex of being, 

a complex of absolute being into which nothing can penetrate and out of which nothing can slip, 

to which nothing is spatiotemporally external and which cannot be within any spatiotemporally 

complex, which cannot be affected by any physical thing and cannot exercise causation upon any 

physical thing.( Husserl 1983, 112, original italics, bolds added)

Now what the absolute means in Husserl’s phenomenology has been clear: it means 
nothing but self-containedness as itself-givenness and self-sufficiency, namely, immanence 
as such, precisely in counter-position to the posited givenness, namely, transcendence. 
With that, a definite reversal of the meaning and function of being-relations takes place.13 
What had been traditionally considered as the first ground of confirmation, namely, the 
being of the real world, has become a “secondary” derivative sense in relation to the 
first absolute being of consciousness. 

4）Relational antinomy as a logic of placement
For Husserl, transcendence and immanence represents an absolute structure of 

the modality of being, having nothing to do with the finitude of human rationality 
or inadequacy of human perception. It is an eidetic law of presentation of objects on 
which the thing in itself [Gegenstand] takes. Insofar as the objects are physical things, 
for instance, they cannot but be given transcendently, of eidetic necessity, even to 
God.14 Not only immanence, but transcendence is also an absolutely determined being 
character of the being of physis. The first relation that the absoluteness determines is 
precisely the eidetic separation of the regions of objects; second, this essentially separate 
eideticity becomes an immediate basis for the determination of another relation, namely, 
constitutional hierarchy. Consciousness is absolute as “constituting being,” in the sense of 
the absolutely first source of the activation of all cognitive possibilities.

The meaning of the first here refers precisely to the first placement: the first is that 

12  ibid, §46.
13  ibid, §50.
14  ibid, §43.
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“which must already be there so that something real can manifest itself,” as Heidegger 
points out.15 The absolute, namely, the immanent consciousness, exists as having all 
those characters in its region, so that such region-characters themselves can be delved 
out, described, clarified, that is, scientifically thematized. Precisely this placedness in an 
absolute region constitutes the ontic style of phenomenological consciousness; the pure 
consciousness is ontically styled always as being placed, as being in the sphere of the 
absolute first. Being is made “seen” only as being placed in a certain sphere, as being 
represented by that sphere.

What all this shows is that the structural essence of the phenomenological being 
is a peculiar kind of relation: immanent consciousness is ontico-ontologically absolute, 
precisely because of its complete non-dependence in terms of constitution and its ultimate 
priority in the constitutive order, but always and of necessity “compared to any and 
every reality.”16 Likewise, the totality of the given, the reality is absolutely ontologically 
dependent on the horizon structure of possibility and the work of intentionality of 
rational consciousness on that horizon; it is always derivative, but that status of being-
derivative is absolute, also only and always in relation to the absolute being of the 
consciousness. In other words, the “inessentiality” of the being of the real shows itself as 
absolute. Physis is absolutely relative to consciousness, reality suffers from absolute non-
sufficiency essentially needing the other primary being in order for the being-meaning of 
its own to be verified.

Consequently, being qua relation is meant always as being placed in Husserl: by being 
placed in absoluteness, being as truth is to be discerned, precisely in relation to, vis-à-
vis non-being, namely, a mere sense of being.17 Moreover, by and with being placed in 
the absolute region, the absolute creates a place for the other—the non-absolute—, by 
saying in simultaneity that the unmixed exterior of purity is the place for the sake of 
giving a meaning to the Out; it endows the meaning of relativity to that other place, 
as also absolute. According to the antinomic relational formula of transcendence and 
immanence, the immanent and the transcendent, the ideal-irreal and the real, have to 
co-exist in such hierarchic administration of power: it is a legal code of what kind of 
communication is possible between the two modes of being, and how they can speak to 
each other in that possibility. 

5. The Moment of the Political in the Phenomenological Antinomy
Despite that the self-understanding of a motivational end of phenomenology is that 

phenomenology should aim to clarify and thematize the ultimately “disinterested 

15  Heidegger(1985), 105
16  Ibid.
17  Apparently, this sense of place finds its origin in Aristotle; in Aristotle, to be actualized is to be given a place 

in the order of beings. It also transparently revives in the Heideggerian motto that “language is a dwelling of 
being.” In Kant, too, the impossibility of talking about the pure transcendental subject as such is rendered to 
the problem of ‘How to designate a proper place for thought.’ Determination of being as a legal designation of 
a place is shaped with Husserl somewhat in the most ‘finished,’ most dramatic, and perhaps most ‘formidable’ 
fashion in this tradition of Western metaphysics.
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[uninterssierten/unbeteiligten]” essence of thēoria,18 Husserl’s phenomenology, from the 
very beginning launched itself as a clearly interest-laden project. In other words, the 
incipient motif that initiates the official move of phenomenology with the investigation 
into logic and has persisted from then on, is something that can be understood from 
the point of view of a strong interest. One most impending and long-lasting Husserlian 
phenomenological interest is a kind of geopolitical interest in a re-mapping of the rules 
of epistemology; a re-drawing of the constitutional diagram of truth in the form of a re-
shaping of the whole field system of science in the philosophical matrix is a consistent 
political interest that mobilizes Husserl’s phenomenology as a whole. 

By the political, in relation to the structure of the phenomenological being, we mean, 
first of all and above all, that which is concerned with placement in certain power-relation. 
We define as the political the structural character in which the relation between the 
placed beings is identified in a hierarchical power-relation, without the investment of 
which the placement itself does not occur, and which itself is an effect of the regional-
ontological demarcation. The key intent of that placement is, once again, relation. Giving 
places, designating places, shifting places, in the form of a bordering— all mean precisely a 
setup and an administration of certain definite political relation between those differentiae 
undergoing the placement. The specific object on which the placement is acted is being in 
Husserl’s case and the political of which we are catching sight indicates the character of 
an ontological relation between the regions determined according to the phenomenological 
rule of differentiation. On the other hand, the political is brought about with the 
phenomenological gesture to claim a legal right to decide the rule of the production and 
the management of the “legitimacy of the highest and ultimately necessary indubitability 
which leaves remaining no unasked and unsettled questions.”(Husserl 1974, 23) 

Now in the antinomic relational hierarchy between the two regions and kinds of 
being, the political specified in the meaning above works in such a way that the ideal, 
corresponding to the subjective-transcendental, metaphysically takes ‘care’ of the totality 
of the real; with the ‘care’, the ideal provides the absolute self-evident ground for any 
formal signification and in return, the totality of the natural-real acquires a legitimate 
meaning of its being. This care represents no other than the free transcendental play 
of subjective intentionality. With that relational-foundational structure of the intentional 
care, reason is neither a mere Cartesian natural light nor a Kantian legislator in 
Husserl, but an exclusively administrative and implementing political power as such 
which governs all epistemological relations in order to obtain ultimate security for the 
possibility of knowing. That power bespeaks itself precisely through the ontological 
antinomy between the real and the ideal. 

Ultimately, the overall structure of the antinomy places the ideal-normative in a 
dialectically oppositional relation to the real-factual. Within the relational structure, the 

18  In Husserl, a philosopher, a phenomenologist eventually, is described as a “disinterested—nonparticipant—
spectator” putting every worldly-thingly state of affairs to a universal question in a totally pure theoretical 
attitude, which means nothing but “doing a critique.” See Husserl (1970), 239 & “The Vienna Lecture” in ibid, 
285. 
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two antinomic modes of being constantly reaching each other by the founding-founded, 
transcendent-immanent needs. Yet, the manner of interdependency is precisely such 
that the transcendental-ideal relentlessly exercises its positional power from without 
onto the natural-real, to delimit the possibility for the latter to be as a justified being; 
within the unity, the discriminate position of the ideal being itself is decided up as an 
absolutely exclusive reference point to decide both the urgency of telos and the ultimacy 
of logos. In this manner, a kind of geopolitical structure is set into the antinomy of the 
phenomenological being, in which a specific epistemological-cultural power relation is 
formulated and set out to function, instituting a set of new ontological meaning-value. 

On the other hand, the phenomenological regional ontological antinomy as a logic 
of placement is attuned to the concept of politics of Rancièrian type, more or less. 
According to Rancière, politics arises with an ontological consciousness of the place; it is 
the logic of discordance over the proper boundary of the place due for the faction which 
feels itself deserved for that place.19 The Rancièrian place here indicates fundamentally 
a political place where the possibility of speech is reified20; being means exactly being 
placed in order to speak. Such Rancièrian conception of placement is particularly 
conditioned by the possibility of a constant change of the boundary of the “space where 
parties, or lack of parts have been defined.”21

The claiming of such place is a correlate to the “questioning” of the existing order of 
relationship.22 It does delegitimatize the existing order of beings and thereby reconfigures 
the relational structure, offering a new rule for the distribution of legitimacy. In this 
sense, Rancièrian concept of placement consumes the major geopolitical interest 
discovered in Husserl. But Husserlian placement has nothing to do with the “coming to 
existence of a place into phenomena” but has everything to do with a “going beyond 
the phenomena” to uncover the “concealed” place primordially reserved. In Husserl, 
it is not the case that a place for politics comes into existence, but that the political 
manifests itself with an ontological consciousness of the ideal place in eternal existence 
always already. In case of Husserl, the political is structurally internalized within the 
phenomenological transcendentality and the relational antinomy of being.

In this radical internality emerges a self-consciousness of the ideal part about its 
originarily exceptional placedness vis-à-vis the manner in which the real is placed. The 
original subjective consciousness of always already being placed, having to be placed, 
in such manner and mode, corresponds precisely to the consciousness of self-power as 
that which is “being always already there” incommensurably from and for the sake of 
the other forms of being.23 That the ideal power is absolutely validated by being placed 
at the ideal region preserving its full purity represents a phenomenological justice of 

19  Rancière (1999)
20  Ibid., Chapter 2.
21  Ibid, 30.
22  Ibid, 36. 
23  See especially Husserl (1970), Parts I-II and “The Vienna Lecture” in Ibid. 269-299. In addition, the notion of 

self-evidence in such sense is widely discussed in “The Origin of Geometry” in Ibid, 353-378.
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immanence as that which is demanded from the idea of science and theory as such.24 
The origin of all these political phenomena is precisely the ontological structural 

antinomy between the ideal and the real. In Husserlian framework, politics is present 
directly in the metaphysical flow of the legitimacy-founding power from the ideal to 
the real; the absolute antinomic ontological boundary serves the niche where any 
meaningful speech is allowed to begin and the essential theoretical substratum on which 
phenomenological talk is possible at all.

6．Conclusion: A Positive Antinomy 
It is Adorno who picked up the name antinomy first as a systemic fault of Husserl’s 

phenomenology.25 Sharp and brilliant as it is, his analysis is mainly focused on the 
Logical Investigations particularly on the antinomic mechanism of the categorical 
intuition in which the immediate wholeness of the pure presence of the universal Idea 
is ‘hypostatized’ into a particular perceptual event of tode-ti which is always already 
mediated by what is not itself.26 

But Husserlian antinomy, as I have translated it into an ontologico-teleological antinomy, 
rules over in fact the entire phase of Husserl’s phenomenology. For Husserl, the term 

“antinomy” can serve an index referring to the unique and most problematic Husserlian 
dialectic of inclusion and exclusion with which a specific epistemological power relation is 
positively formulated in such a way to establish a meaning hierarchy between theoreticity 
and normativity, between totality and infinity, between phenomena and essence, between 
part and whole, between meaning and origin, between subjectivity and objectivity, between 
crisis and critique, between antiquity and modernity, and at last between Europe and all 
the nonEuropean Rest. All those relations, phenomenologically captured as enigmatic, are 
in an inclusively-excluded, exclusively-including relational symbiosis throughout Husserl 
precisely and entirely grounded on the antinomy between the ideal and the real. It reveals 
us in the end a peculiar manner in which Husserl’s phenomenology places the universal-
ideal in the hierarchical power relation to the particular-real within the structure of the 
totality of all-encompassedness. As such, the Husserlian ontological-structural antinomy as 
a logic of placement performs a politics on the level of being.  

Such phenomenological antinomy no longer yields a Kantian situation that the rational 
dialectical striving for the ideal conflicts with the rational critical understanding of the 
real. Instead, the antinomic presence of the ideal itself is to be the essential condition 
for the possibility of knowing at all; understanding can complete its mission rather 
than being limited precisely thanks to the uncompromising ontological irreconcilability 
between the two modes and regions of being. The ontological oppositional relation to the 
otherness is inherent to the very being structure of the phenomenological reason.

The Husserlian antinomy is fundamentally positive-teleological rather than 

24  See Introduction of Husserl(1978),
25  Adorno (1982)
26  Ibid, 119-120 & 203-204
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negative-dialectical in Kantian function. The antinomy in Husserl is something that 
must preemptively exist for the sake of the unity of rationality, rather than being a 
consequential confrontation with it; it is precisely the incompatible state of the ideal 
being thanks to, and on the ground of which the route for the justification of the power 
of reason opens. In this sense, Husserlian antinomy does not appeal to the negative 
critical function as self-restriction and self-discipline of reason as in Kant, but stands 
for an absolute positivity which makes reason constantly affirm and reaffirm its infinite  
metaphysico-political power to construct meaning and decide legitimacy. 
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Humans have changed their environmental world in various ways for comfort and 
convenience with a wide range of technology. They have designed different types of 
dwelling in order to make a living space comfortable. Most notably, the advancement 
of science and technology after the scientific and industrial revolutions has been 
transforming our living world drastically. Highly advanced digital technology has 
produced a virtual and an augmented reality, thus changing a phenomenological space in 
the traditional meaning. More light would be shed on these changes with the aid of the 
phenomenological insight that the world given to us is mediated by the body--- a medium 
through which we recognize, work on, and physically transform the world. Technology 
is also bringing transformation in the way in which our body functions. 

In this workshop, four speakers focus on the environmental world and human 
condition being reshaped by science and technology, and raise issues on what these 
ongoing changes mean to us.

Specifically, Nicola Liberati analyses situations where digital devices are intervening in 
the formation of intimate human relations among the users from a postphenomenological 
point of view. Tetsuya Kono discusses the matter of human subjectivity conceived as 
part of the actor network interwoven with phenomena such as other living things, 
artifacts, and organizations, and examine the first-person status within it. Kiyotaka 
Naoe analyses the way in which artifacts produced by technology can cause the 
transformation of human relationships with others and the world, and take on new 
meanings and values. Shoji Nagataki discusses the property of vulnerability as part 
of human nature and its transformation in light of new risks given by science and 
technology from phenomenological and postphenomenological perspectives. In the course 
of discussion, he also suggests that it is problematic for humans to coexist with the 
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newcomers like robots and AIs.

1．Being digitally intimately connected: Mediation theory and the generation of new 
sexual intimacy thanks to the use of new computer devices

Liberati, Nicola (University of Twente)
liberati.nicola@gmail.com

This short paper aims to shed light on the kind of possible effects of new sexual 
devices on our sexuality through the use of postphenomenology and mediation theory.

Digital technologies are becoming intimate by touching our everyday life in every 
aspect including the sexual ones. Lovers communicate through video calls and text 
messages, and today it is possible even to have digital technologies which tactually 
connect two or more subjects within sexual intercourse: the teledildos (Rheingold 1990; 
Liberati 2017).

Teledildos are a reproduction of sexual organs with sensors and motors to capture, 
digitalize, and transmit the actions and the tactile stimulation provided by one user. 
Since the system can reproduce the motions of one user and capture the feedback of 
a second user, it is possible to have a system where two people are interacting and 
touching each other feeling the other bodily resistance.

The digital system, through this process of digitalization and re-materialization of 
the sexual act, modifies the relations the two people can have by enabling them to 
change their gender as they wish. Since the way users are visualized by others depends 
on the way people decide to configure their teledildos, the gender of the people will 
be not so relevant for the relation. A male through teledildos can be visualized as a 
female by a person who likes females. Moreover, everything which can provide a digital 
signal becomes potentially a sexual partner since any input can be visualized as a 
sexual partner through the. A digital alarm could provide the input, and the user could 
translate that input into sexual motions turning the alarm into an active sexual partner. 

It could be just a very fancy way of being in touch, but it also has profound effects on 
the way we live our sexual life.

Phenomenology teaches us subjects and objects are related continuously to each other. 
Subjects actively perceive the world around, and, at the same time, the world tempts the 
subjects suggesting specific praxes and actions (Husserl 1966).

Postphenomenology shows how technology is not neutral (Ihde 1990; Liberati 2015). 
The perception of the world is deeply affected by the technologies used and then the 
temptations change.

Mediation theory goes even further by showing how the technologies do not merely 
shape the perception, but even the meaning people give to their actions (Verbeek 2011).

Thus, if we follow postphenomenology, not only people of a specific gender will start 
to be attractive, but everyone will be attractive thanks to the possibility of changing 



（39）
WORKSHOP 1　Scientific Technology and Transformation of Humanity: From 
phenomenological and Postphenomenological Viewpoints

their gender through the devices. Even objects will become tempting since specific 
objects will be able to provide the kind of input suitable for teledildos and so they will be 
visualized as potential sexual partners.

This technology has the potentiality to change the way we perceive the world and the 
way we are attracted towards others and the objects around us. Moreover, if we also 
follow the points provided by mediation theory, it is also clear that even the meaning 
we give to sex and sexual intercourse will change according to the new potentialities 
provided by these devices.

We should ask ourselves how we are going to be affected in our conception of love and 
sex. It is not merely a new way of having sexual intercourse with another person, but 
also our way of thinking of our place as sexual partners and the idea we have of sex in 
general will change.
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2. Transcendental Subjectivity as an Actor network and the First Person Perspective  
Kono, Tetsuya(Rikkyo University) 

tetsuyakono@rikkyo.ac.jp
There is a controversy about what transcendental subjectivity (TS) means. Some say 

that TS is a field of sense-bestowal while some say that TS is the ego which bestows 
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senses to the world. Donn Welton says, “if the world has its entire being as significance, 
then the subjectivity as “the field of sense-bestowal” is already entailed. Thus world as 
the nexus of sense entails a correlative notion of subjectivity, not just particular “sense-
bestowing acts” but also an interrelated whole of capabilities, habitualities, and modes 
of interaction in terms of which things acquire their qualities.”(Welton 2000, 91) My 
question about this basic claim of phenomenology is what sense is and what sense-
bestowal is. Sense must not be an inner concept or notion; sense-bestowing must not be 
notion-projection to the world. The former is impossible and the latter is simply absurd. 

The sense-bestowing is originally nothing but the sign process. As C. S. Peirce 
maintained, the sign can be analyzed as the triadic relation of a sign vehicle (a 
representamen) which stands for some object to someone or some context (the 
interpretant). In other words, whenever the representing relation has an instance, we 
find one thing (the object) being represented by another thing (the “representamen”) 
to a third thing (the “interpretant”). A sign can function only when it is interpreted 
as such. A footprint is just a physical mark on the sand without an interpretant. A sign 
signifies something (object), only when a thing which is present to us designates another 
thing which is not present to us. In this sense, the signification of sign concerns animal’s 
forecast or inference: for example, seeing dark clouds, a sailor thinks that it will rain 
soon. It is the relation between dark clouds and rain that makes a fisherman foresee 
the rainfall. It is the relation between some symptoms and the disease that makes a 
doctor give a diagnosis. It is habit that mediates subsequent recognition of the relation 
between sign and object. Therefore, an interpretant generates when an interpreter 
selects a semiotic relationship between a sign and an object among infinite semiotic 
relationship in the natural world, and get the very relationship in the habit. Thus, it is 
the relation between the sign and the object that generates the interpretant and not vice 
versa. But, the interpretant is an expression of the selection by the interpreter, though 
this selection can be conscious or not. The whole sign relation between the sign and the 
object in the world should be called as a “field of sense-bestowal”; this field is nothing 
but transcendental subjectivity. TS is the world itself, the lifeworld itself; experimental 
self is the interpretant. The former generates the latter. The first person perspective 
emerges through the selection of certain relations from TS. It is a potentiality of TS, 
which develops along with temporality. 

The signs in the world are not always natural but also human made, i.e. artificial. I 
would like to claim that the lifeworld, the world with senses, is actually the whole of 
actor-networks. The theory of “actor-network”, in other words, “hybrid community”, 
or “assemblage” is developed by Michel Callon and Bruno Latour. The actor-network 
is reducible neither to an actor alone nor to a network. It is composed of a series of 
heterogeneous elements, animate and inanimate, that have been linked to one another. 
The “actants” of the network are materially heterogeneous. An actor-network can be 
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described by a map of “material-semiotic” relations that are simultaneously material 
and semiotic. What kinds of non-human actants exist in our environment can have 
profound effects on our existence and on our psychological activities. The technological 
orders can place limitations on our thinking, as easily as they can enable important and 
wonderfully extended cognitive performances. When we can integrate the affordances 
of technological artifacts into our action system, we change ourselves to new enhanced 
beings. Our lifeworld is the material-semiotic world. The relations=senses in the 
lifeworld are at the same time causal and semiotic. They are at the same time powers 
and references. The lifeworld is an assemblage networking heterogeneous (animate 
and inanimate, natural and artificial) elements. If the lifeworld itself is TS, TS is 
intersubjective, material and semiotic, causal and referential. This material-semiotic 
world produces empirical self, i.e. our mind, our self.
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3. Mutual sense-making and Value-sensitive design
Naoe, Kiyotaka (Tohoku University) 

knaoe@m.tohoku.ac.jp
Engineering activity is said to embody tacit knowledge. In contrast to the verbal, 

explicit, this knowledge gives reliability and smoothness to the operation of a system, 
enables the relationship between humans and machines (e.g., endoscopic operation), 
identifies artifacts’ functions, makes judgments on risk acceptability, and also works 
as a foundation for knowledge sharing and knowledge creation in a group and so on. 
Although almost all engineering knowledge is tacit or rooted in non-propositional 
knowledge, tacit knowledge is usually viewed as being personal, as suggested even by 
its first advocate, Michael Polanyi. In this paper, however, I focus on the collectiveness of 
tacit knowledge in engineering processes.

H. Collins contrasts collective tacit knowledge (CTK) with what he calls relational 
tacit knowledge (RTK) and somatic tacit knowledge (STK), saying that, whereas the 
latter two are personal and reducible to the explicit, the former is embedded in society 
and unique to humans. Simple examples of CTK is bicycle-riding. In contrast to Bike-
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balancing which is merely physical phenomena and possible to reproduce in machines 
(STK), negotiating traffics contains reactions to the traffic situation, care for others and 
movements of others, thus embodied in the social milieu from the beginning (CTK). 
Departing from the use of Collins’s term social Cartesianism, which regards the body 
as purely causal or physiological, I take the first-person perspective and highlight the 

“phenomenal body” in Merleau=Ponty’s sense. “I experience my body (tacitly) as a 
unified potential or capacity for doing this and that - typing this sentence, scratching 
that itch and so on” (Merleau=Ponty, “Phenomenology of Perception”). Through the 
medium of our living body, we constitute the world we live in and contact with other 
things and persons. By overlooking this process of “Participatory Sense-Making" (PSM), 
Collins fails to grasp the foundation of collectiveness.

By presenting an example of chalk factory in which more than 70% of the employees 
have intellectual disabilities, some of them severe, and for whom, instead of abstract 
verbal instruction, step-by-step communication is necessary, I examine the flexible 
structure of CTK with detailed analyses of incorporeal relationships and PSM, based 
on A. Schutz’s concepts of “mutual tuning-in relationship” and “system of relevance”. 
Engineering activity here has its origin in mutual sense-making by multiple people, 
in this case, an employee and her job coach. On the foundation of mutual tuning-in 
relationships, the following processes take place: (1)Both the employee and her job coach 
pay joint attention to the same situations. Each of them coordinates her movements with 
the changes in speed, directions of the other, and then anticipates how the other moves 
in the next. In this process of synchronization resonance, both of them participate in 
each other’s sense-making. (2)The intellectual disability person and her job coach thus 
gradually acquire flexible mutual sense-making: what they should focus attention, how 
to understand the situation, what is the symptom of the change, for example. (3)They 
discover of artifact’s function in the process of the product test. For the sake of product 
test, the factory invented specialized, easy-to-understand test jig. Because obedience to 
the rule has little power here, they should be discoversed and interpreted as such and 
such first. The function or meaning of artifacts is created in-between the participants, 
the jig, and chalks.

From such thinking, moreover, another significant point follows: namely, the two-
sidedness of tacit knowledge. On the one hand, PSM has a tendency to stabilize; it is 
routinized to “taken-for-granted” knowledge by repetition of experiences (Schutz 1970). 
On the other hand, PSM, as a problem-solving activity, has the flexibility to address 
unintended or unplanned situations: PSM is in readiness to prepare for unforeseen 
or analogous situations (Crease 1994). The script is not instructions for execution, 
but serves the meaning, helping to evoke it so the performance can issue out from it. 
Thus, CTK involves a dialectical relationship between the formulated routine and the 
unformulated improvisation. Moreover, my discussion also reveals the practical as well 
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as the theoretical significance of CTK. CTK not only confers meanings to artifacts, but 
also enable us to explain the organizational structure of the cases so often discussed in 
engineering ethics, “ironies of automatization” (Bainbridge 1987) or the “normalization 
of deviance” (Vaughn 1997), for example.
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4. Vulnerability, Risk, and Humanity
Nagataki,Shoji (Chukyo University)

shojinagataki@gmail.com                                         
In this paper, I consider the history of humans in terms of struggles for overcoming 

vulnerability, and situate contemporary technologies advanced through scientific and 
industrial revolutions on the background of those struggles. Then, I analyze what 
possible products of robotics mean to us from a viewpoint of vulnerability, with a special 
attention to the problem of robot-human coexistence.

Humans have devised a variety of tools and changed their environmental world in 
order to compensate for their vulnerabilities. As a result, while old types of risk, such as 
shortage of food, menace of predators and so on, have been substantially reduced, new 
ones have emerged (Coeckelbergh 2013). We can view the current development of AI 
and robotics from a historical perspective of coping with human vulnerability. According 
to Cartesian ontology, products of scientific technology, no matter how excellent they are, 
belong to res extensa, thus essentially different from humans in a metaphysical sense. 
In the near future, robotics and AI research may succeed in creating very humanlike 
beings which can exceed human intelligence in many senses. Human desire to replicate 
themselves may make such beings more than just industrial products, just res extensa. 
Those beings, which are a kind of externalization of human intelligence, could become 
res cogitans like us in the sense of beings with mind and consciousness. We might even 
notice within us "the archaic remnants of emotions which may linger in our revulsion" 
(Habermas 2003, 25) against such beings. In that case, we will have a much more crucial 
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problem of whether we should accept such intelligent and humanlike robots as our 
partners. 

What is necessary for such robots to be accepted as social members for us, or to 
coexist with us? How can they be not just mere objects, but intersubjective beings 
which can share with us “processes of reaching understanding and self-understanding” 
(Habermas 2003, 10)? My thesis is that they have to be a moral agent with a kind of 
humanity. Otherwise, such robots can be a new type of significant risk for us.

What kind of beings do humans acknowledge as moral agents? Analyzing situations 
in which someone is deemed a moral agent, there are, among others, three conditions 
to be met. First, it can be seen as being basically similar with each other in terms of 
bodily structure, cognitive ability, and so on. Second, despite those similarities, there 
is a variety of differences in each individual, some of which are inscrutable from the 
first-person perspective. Third, morality can be acquired only if we are mindful of our 
vulnerability and social dependence. 

Psychological abilities specific to humans are bodily restricted. Our cognitive style is 
largely determined by physical features that we have. Whether the other is a human 
or a human-like robot, clues to properly capture its intention are provided by our 
having similar bodies. Such similarity helps us to predict how it perceives the outer 
world and what intent it has. From a phenomenological point of view, this kind of 
psychological ability is based on bodily similarity and ontological homogeneity among us. 
Our first level [of communication] is the universally human, and is closely linked with 
our similarity as organic beings---in certain cases, even with what we share with the 
animals (Dreyfus and Taylor 2015, 107). 

Injuries and diseases are caused when the skin and inner tissues are physically 
damaged, when ultraviolet rays erode the skin, or when bacteria, viruses, or toxic 
substances affect the body through the skin-boundary. No matter how science and 
technology progress, our vulnerability comes down to the fact that the skin is thin 
and susceptible to damage. As Coeckerlbergh says, “we have to realise that we are 
existentially vulnerable and that we are naked” (Coeckelbergh 2013, 43). The direct 
and mutual relationship between humans and the world and things in it is sometime 
expressed by a metaphor of touching. If robots and AIs produced by scientific 
technologies in 21st century do not share the common ground with us and the world in 
some way, they cannot be moral agents.

The discussions so far suggests the importance of bodily similarity and ontological 
homogeneity with us. However, these do not suffice for something’s being a moral agent. 
There is another element to be considered: alterity, or otherness, against such affinities. 
My thesis is that such an irreplaceability consists in its having a rich inner world. Such 
private realm is where our personality and irreplaceability, including that of moral 
responsibility, lie in. Thus, for example, a machine which functions in a predictable or 
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required way does not have its “alterity,” even if it is as good an industrial product as 
can be. When coordinating ourselves in order to engage in a cooperative activity, we will 
feel an affinity between us, while when failing in it, a sense of alterity, impenetrability, 
or inscrutability will be imposed upon us. In fact, such alterity is very familiar. It is a 
common experience that we find similarities as well as differences between us. 

Alterity and morality are based on the irreplaceability which is closely related with 
such inscrutable inner affluence. If we can implement this inner affluence in robots, they 
are probably become moral agents for human beings in some way. As I argued, it is 
necessary for something’s being a moral agent us to share the ontological homogeneity 
with a human being. This homogeneity can be grasped by the concept of, for example, 
common vulnerability with human. It is impossible to realize such human vulnerability 
in machines like robots at the current moment. Is it reduced to the technological problem 
of (bio-)engineering realization of a humanlike skin?  Or is there a deeper metaphysical 
problem?
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