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3 文学作品を用いた現象学的倫理学の可能性

は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
文
学
作
品
を
用
い
た
現
象
学
的
倫
理
学
の
可
能
性
に
つ
い
て

考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
題
「
文
学
を
通
じ
て
の
哲
学
」
の

う
ち
、
本
稿
は
哲
学
者
・
倫
理
学
者
が
文
学
作
品
を
取
り
上
げ
て
哲
学
的
・
倫
理

学
的
な
考
察
を
行
う
ケ
ー
ス
の
み
を
検
討
す
る

(1)

。

文
学
を
用
い
た
現
象
学
的
倫
理
学
な
る
も
の
が
、
う
ま
く
い
け
ば
重
要
な
研
究

と
な
る
こ
と
は
容
易
に
予
想
で
き
る
。
現
代
倫
理
学
は
道
徳
的
概
念
を
特
定
の
行

為
や
性
格
に
適
用
す
る
道
徳
判
断
を
中
心
と
し
て
い
る
が
、
道
徳
的
思
考
を
道
徳

判
断
に
縮
減
す
る
傾
向
を
批
判
し
、
様
々
な
道
徳
的
思
考
を
扱
う
こ
と
を
提
唱
す

る
立
場
も
存
在
す
る
（C

rary 2007

）。
同
様
の
発
想
か
ら
、
ハ
マ
ラ
イ
ネ
ン
は

「
人
々
が
そ
の
も
と
で
生
き
て
お
り
、
ま
た
生
き
て
き
た
道
徳
的
な
状
況
、
価
値
、

徳
、
規
範
に
つ
い
て
、
人
間
本
性
に
つ
い
て
の
関
連
す
る
知
識
と
と
も
に
、
豊
か

で
正
確
な
描
像
を
提
供
す
る
」（H

äm
äläinen 2016a, p. 1

）
記
述
的
作
業
を
倫

理
学
の
中
心
に
据
え
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
彼
女
ら
が
先
達
と
み
な
す
の
は

マ
ー
ド
ッ
ク
や
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
な
ど
英
語
圏
の
哲
学
者
・
倫
理
学
者
だ
が
、
現
象

学
を
含
む
「
大
陸
的
な
伝
統
は
、
文
学
、
社
会
調
査
、
人
類
学
、
社
会
批
評
と
、

︹
分
析
的
な
伝
統
︺
よ
り
も
ず
っ
と
生
き
生
き
し
た
つ
な
が
り
を
も
つ
お
か
げ
で
、

分
析
的
な
道
徳
哲
学
を
し
ば
し
ば
悩
ま
せ
て
い
る
知
的
孤
立
・
専
門
化
か
ら
あ
る

程
度
守
ら
れ
て
い
る
」
と
の
言
及
が
あ
る
（ibid., p. 3

）。
吉
川
孝
の
述
べ
る
よ

う
に
、
特
定
の
状
況
に
お
い
て
密
か
に
働
く
規
範
や
価
値
を
明
る
み
に
出
す
現
象

学
的
倫
理
学
に
は
、
こ
う
し
た
記
述
倫
理
学
を
再
興
す
る
動
き
に
合
流
し
、
そ
の

流
れ
を
加
速
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
（
吉
川 

二
〇
一
七; 

吉
川 

二
〇
一
九
）。

『
文
学
と
道
徳
理
論
』
と
い
う
著
作
で
は
、
ハ
マ
ラ
イ
ネ
ン
は
文
学
の
読
解
が

前
世
紀
終
盤
以
降
の
倫
理
学
に
お
け
る
見
方
の
変
更
に
大
き
く
寄
与
し
た
と
論
じ

て
い
る
（H

äm
äläinen 2016b, cf. 

久
保
田 

二
〇
一
四
）。
こ
こ
で
も
取
り
上
げ

ら
れ
る
の
は
英
語
圏
の
倫
理
学
だ
が
、
サ
ル
ト
ル
や
デ
リ
ダ
な
ど
大
陸
哲
学
に
親

し
ん
だ
者
に
は
文
学
の
哲
学
的
可
能
性
に
関
す
る
議
論
は
古
臭
く
聞
こ
え
る
だ
ろ

う
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
（ibid., p. 8

）。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
現
象
学
的
倫
理
学

に
お
け
る
文
学
の
使
用
の
検
討
が
文
学
と
倫
理
学
の
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
に
寄
与

し
う
る
と
期
待
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

紙
幅
の
都
合
上
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
と
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
に

絞
っ
て
検
討
を
行
う
。「
小
説
と
形
而
上
学
」
と
『
第
二
の
性
』
に
お
け
る
文
学

作
品
の
用
法
を
検
討
す
る
（
第
二
節
、
第
三
節
）。
い
ず
れ
も
著
者
が
倫
理
ま
た

は
道
徳
の
問
題
を
論
じ
る
と
明
言
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
そ
の
延
長
線
上
で
、

文
学
作
品
を
用
い
た
現
象
学
的
倫
理
学
の
可
能
性

川　

崎　

唯　

史
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フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
的
な
倫
理
学
が
文
学
を
用
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
考
え

て
み
た
い
（
第
四
節
）。

と
こ
ろ
で
、
先
行
研
究
で
興
味
深
い
点
の
一
つ
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
前
に

し
て
哲
学
・
倫
理
学
の
あ
り
方
が
問
い
直
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
（
高

田 

二
〇
一
七
、一
〇
七
―一
一
五
頁; H

äm
äläinen 2016b, pp. 9-10

）。
同
様
に
、

ど
の
よ
う
な
現
象
学
が
ど
の
よ
う
に
文
学
作
品
を
取
り
上
げ
る
の
か
と
問
う
て

み
る
価
値
は
あ
る
よ
う
に
思
う
。
た
だ
し
、
こ
の
問
い
は
す
で
に
メ
ル
ロ=

ポ
ン

テ
ィ
や
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
に
よ
っ
て
暗
に
答
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

こ
で
以
下
で
は
ま
ず
、
彼
ら
が
現
象
学
を
ど
の
よ
う
な
企
て
と
し
て
引
き
受
け
た

の
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
（
第
一
節
）。
た
だ
し
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が

現
象
学
を
論
じ
た
箇
所
は
少
な
い
た
め
、
基
本
的
に
は
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
を
見

て
い
く
。

１
．
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
の
現
象
学

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
多
く
を
学
ん
だ

が
、
お
そ
ら
く
最
も
重
要
な
の
は
作
動
的
志
向
性
の
概
念
で
あ
る
。
非
主
題
的
・

前
反
省
的
な
経
験
に
目
を
向
け
さ
せ
る
こ
の
概
念
に
、
メ
ル
ロ=
ポ
ン
テ
ィ
は
現

象
学
の
独
自
性
・
優
位
性
を
認
め
て
い
る
（cf. PhP xiii

）。
現
代
の
現
象
学
者
に

も
、
こ
の
評
価
に
同
意
す
る
人
は
多
い
だ
ろ
う
（cf. 

池
田 

二
〇
一
九
、三
頁
）。

他
方
で
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
忠
実
に
引

き
継
い
だ
と
は
言
え
そ
う
に
な
い
。『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
の
一
節
│
│
「
志
向

的
な
方
法
や
超
越
論
的
還
元
、
あ
る
い
は
そ
の
両
者
が
も
つ
深
い
意
味
を
誤
解
す

る
人
だ
け
が
、
現
象
学
と
超
越
論
的
観
念
論
を
分
離
し
た
い
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
」（H
usserl 1977, S. 89

）
│
│
は
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
を
直
撃
す
る
。
超

越
論
的
観
念
論
と
は
、
対
象
の
存
在
を
意
識
の
可
能
な
連
関
に
他
な
ら
な
い
と
み

な
し
た
上
で
、
あ
ら
ゆ
る
タ
イ
プ
の
対
象
性
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
本
来
的
に
与
え

る
作
用
の
タ
イ
プ
を
示
す
構
成
分
析
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
超
越

論
的
観
念
論
は
、
そ
う
し
た
作
用
の
正
当
性
条
件
を
解
明
す
る
「
理
性
の
現
象

学
」
と
、
ひ
い
て
は
現
象
学
一
般
と
ほ
ぼ
同
じ
企
て
で
あ
る
│
│
（
少
な
く
と
も

あ
る
時
期
の
）
フ
ッ
サ
ー
ル
が
超
越
論
的
観
念
論
と
現
象
学
は
分
離
不
可
能
だ
と

言
う
の
は
、
こ
う
し
た
構
想
ゆ
え
で
あ
る
（cf. 

八
重
樫 

二
〇
一
七
、八
八
―九
八

頁
）。
と
こ
ろ
が
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
、
も
っ
ぱ
ら
世
界
と
意
識
の
関
係
に
つ
い

て
の
立
場
と
し
て
超
越
論
的
観
念
論
を
捉
え
て
お
り
、
構
成
分
析
と
の
方
法
論
的

な
結
び
つ
き
に
は
あ
ま
り
目
を
向
け
な
か
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
不
忠
を
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
理
解
如
何
に
還
元

す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。
様
々
な
説
明
が
可
能
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
メ
ル
ロ

=

ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
が
そ
も
そ
も
い
か
な
る
企
て
だ
っ
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
考

え
て
み
た
い
。

１.

１
．
事
実
性

『
行
動
の
構
造
』
と
『
知
覚
の
現
象
学
』
の
目
的
は
、
意
識
と
自
然
の
関
係
を

理
解
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
（SC

 1; PhP 489

）。
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
こ
れ
を
、

哲
学
と
諸
科
学
ま
た
は
観
念
論
と
実
在
論
の
接
続
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
し
た

（SC
 2; PhP 489

）。
主
知
主
義
と
経
験
論
の
二
者
択
一
を
超
え
て
⋮
⋮
と
し
ば
し

ば
紹
介
さ
れ
る
が
、
彼
は
両
者
の
ち
ょ
う
ど
中
間
に
立
つ
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は

哲
学
者
で
あ
り
、
す
で
に
『
行
動
の
構
造
』
で
あ
ら
ゆ
る
自
然
を
意
識
の
対
象
と

み
な
す
「
超
越
論
的
態
度
」
を
取
っ
て
い
る
（SC

 222

）。
実
在
論
的
な
諸
科
学

の
精
査
は
、
主
知
主
義
と
は
異
な
る
超
越
論
哲
学
に
到
達
す
る
た
め
で
あ
る

(2)

。

主
知
主
義
と
の
相
違
点
と
し
て
、
こ
こ
で
は
広
い
意
味
で
の
主
体
の
事
実
性
に

注
目
し
た
い
。『
行
動
の
構
造
』
に
お
け
る
人
間
主
体
は
、
物
理
的
自
然
と
身
体
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の
生
理
学
的
機
能
の
弁
証
法
、
有
機
体
と
環
境
の
弁
証
法
な
ど
を
統
合
し
て
高
等

な
行
動
を
行
う
と
さ
れ
る
が
、
先
行
し
従
属
す
る
契
機
は
消
滅
し
な
い
こ
と
が
強

調
さ
れ
る
（SC

 224

）。
病
や
疲
労
の
際
に
統
合
が
崩
れ
る
よ
う
に
、
意
識
は
い

つ
も
未
完
成
で
あ
り
、
そ
れ
が
依
存
す
る
諸
条
件
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。『
知
覚
の
現
象
学
』
で
も
、
身
体
、
性
、
社
会
経
済
的
立
場
と

い
っ
た
諸
事
実
は
単
な
る
偶
然
的
属
性
と
し
て
主
体
の
本
質
か
ら
捨
象
さ
れ
て
は

な
ら
ず
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
事
実
を
引
き
受
け
る
運
動
と
し
て
、
あ
る
い
は
諸
事

実
が
「
交
流
す
る
曖
昧
な
環
境
」（PhP 194

）
と
し
て
実
存
を
捉
え
ね
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
る
。
特
定
の
身
体
を
も
っ
て
世
界
に
生
ま
れ
、
つ
ね
に
あ
る
状
況
に
置

か
れ
る
こ
と
に
伴
う
事
実
性
は
、
メ
ル
ロ=
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
哲
学
者
が
本
腰

を
入
れ
る
べ
き
事
柄
の
一
つ
で
あ
る
。
事
実
性
を
捨
象
し
、
時
空
の
外
か
ら
世
界

を
構
成
す
る
精
神
と
し
て
主
体
を
捉
え
る
主
知
主
義
は
、
哲
学
す
る
自
己
へ
の
反

省
が
不
徹
底
だ
と
批
判
さ
れ
る
（PhP iv

）。

『
行
動
の
構
造
』
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
事
実
性
を
真
剣
に
考
慮
す
る
こ
と
が

倫
理
学
に
も
影
響
す
る
と
い
う
見
通
し
が
示
さ
れ
て
い
る
。

批
判
主
義
的
発
想
の
哲
学
は
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
の
背
後
に
自
分
の
自
由
に
よ
っ
て

思
考
す
る
主
体
を
見
出
す
反
省
に
、
道
徳
を
基
礎
づ
け
る
。
も
し
反
対
に
、
現
象

と
い
う
資
格
に
お
い
て
で
あ
れ
、
意
識
と
意
識
の
堅
固
な
諸
構
造
の
現
実
存
在
を

認
め
る
な
ら
、
私
た
ち
の
認
識
は
私
た
ち
が
何
者
か
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
し
、

道
徳
論
も
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
心
理
学
的
・
社
会
学
的
批
判
か
ら
始
ま
る
こ

と
に
な
る
。（SC

 240

）

こ
の
見
通
し
に
沿
っ
て
、『
知
覚
の
現
象
学
』
の
最
終
章
で
は
、
主
体
が
様
々

な
事
実
性
を
引
き
受
け
な
が
ら
行
為
す
る
様
を
記
述
す
る
こ
と
を
通
じ
て
「
自

由
」
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
章
を
現
象
学
的
な
記
述
倫
理
学
と
み
な
す
こ
と
は
可

能
だ
ろ
う
。
ま
た
、
労
働
者
た
ち
が
革
命
に
向
け
て
蜂
起
す
る
次
第
を
具
体
的
に

描
く
部
分
は
、
仮
に
文
学
作
品
を
検
討
す
る
形
で
あ
っ
て
も
同
様
の
考
察
が
行
え

た
だ
ろ
う
と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
（PhP 505-511

）。
多
く
の
作
品
が
、
登

場
人
物
の
思
考
だ
け
で
な
く
、
そ
の
事
実
的
状
況
や
身
体
的
特
徴
を
、
ま
た
彼
ら

が
そ
れ
ら
を
ど
う
引
き
受
け
る
か
を
描
写
す
る
か
ら
で
あ
る
。

偶
然
的
で
不
合
理
な
事
実
性
は
意
識
の
本
質
に
根
拠
を
求
め
ら
れ
な
い
の
だ
か

ら
、
理
性
批
判
と
し
て
の
現
象
学
的
分
析
の
埒
外
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
言
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
質
学
と
し
て
の
超
越
論
的
現
象
学
と
事
実
学
と
し
て
の

形
而
上
学
と
い
う
区
別
は
あ
る
に
せ
よ
、
あ
る
種
の
事
実
性
を
考
慮
に
入
れ
た
構

成
分
析
の
可
能
性
は
既
に
示
さ
れ
て
い
る
（
八
重
樫 

二
〇
一
七
、
第
六
章
）。
他

方
で
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
、
現
象
学
こ
そ
が
事
実
性
に
取
り
組
め
る
の
だ
と
主

張
す
る
（PhP 74

）。
し
か
し
、
な
ぜ
彼
は
そ
う
主
張
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。「
実

存
主
義
者
だ
か
ら
」
と
い
う
答
え
で
十
分
だ
ろ
う
か
。

１.

２
．
概
念
の
改
訂

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
が
事
実
性
を
現
象
学
の
主
な
考
察
対
象
と
み
な
し
え
た
背

景
に
は
、
現
象
学
の
目
的
に
関
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
相
違
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
目
的
は
、
普
遍
的
学
問
の
絶
対
的
基
礎
づ
け
に
あ
っ
た
。
彼

に
と
っ
て
現
象
学
と
超
越
論
的
観
念
論
が
不
可
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

超
越
論
的
経
験
が
あ
ら
ゆ
る
学
問
の
絶
対
的
基
盤
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
際
の
行
程

に
つ
い
て
は
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
ろ
う
が
、
超
越
論
的
現
象
学
と
い
う
確
か
な

基
礎
の
上
で
個
別
の
諸
学
問
が
展
開
さ
れ
る
と
い
う
構
想
は
共
通
し
て
い
る
だ
ろ

う
。
こ
の
構
想
の
中
で
文
学
を
扱
う
場
合
、
作
品
を
書
く
こ
と
や
読
む
こ
と
と

い
っ
た
文
学
に
関
す
る
意
識
経
験
の
分
析
が
文
学
研
究
に
基
礎
的
な
枠
組
み
を
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提
供
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
方
向
で
、
文
学
と
は
何
か

を
現
象
学
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
も
大
き
な
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
（cf. 

森 

二
〇
一
七
、二
一
〇
―二
一
一
頁
）。
学
問
の
基
礎
づ
け
を
目
的
と
せ
ず
と
も
、

文
学
的
対
象
の
存
在
論
を
現
象
学
的
に
探
究
す
る
な
ら
、
同
様
の
方
針
を
採
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
に
話
を
戻
す
と
、
彼
は
学
問
の
基
礎
づ
け
と
い
う
目
的
を

共
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
現
象
学
は
、
経
験
に
即
し
て
い
な
い
哲
学

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

的
諸
概
念
を
改
訂
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
目
的
に
資
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト

心
理
学
を
は
じ
め
と
す
る
経
験
科
学
の
成
果
を
批
判
的
に
咀
嚼
し
た
上
で
、
既
存

の
諸
概
念
を
修
正
す
る
こ
と
が
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
現
象
学
受
容
以
前
か
ら

の
課
題
で
あ
る
（PP 13, 24

）。『
行
動
の
構
造
』
最
終
章
は
、
第
三
章
ま
で
の
心

理
学
の
検
討
を
踏
ま
え
て
主
知
主
義
的
な
意
識
概
念
を
批
判
し
、
知
覚
的
意
識
の

概
念
を
提
示
す
る
。『
知
覚
の
現
象
学
』
で
は
、
第
一
部
・
第
二
部
に
お
け
る
身

体
と
世
界
の
現
象
学
を
踏
ま
え
て
、
第
三
部
で
主
体
性
の
新
た
な
理
解
が
示
さ
れ

る
（cf. 

川
崎 

二
〇
一
八
a
）。
彼
に
と
っ
て
、
哲
学
は
諸
学
の
基
礎
と
い
う
よ

り
諸
学
の
成
果
を
受
け
て
改
訂
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
哲
学
会
で

の
講
演
が
「
知
覚
の
優
位
性
と
そ
の
哲
学
的
諸
帰
結
」
と
題
さ
れ
た
こ
と
は
、
メ

ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
哲
学
の
位
置
づ
け
と
現
象
学
の
目
的
を
よ
く
示
し
て

い
る
。
実
存
の
事
実
性
ま
た
は
「
世
界
へ
の
私
た
ち
の
実
際
の
参
加
」
の
理
解
を

妨
げ
る
既
存
の
諸
概
念
の
改
訂
が
目
的
で
あ
り
、
本
質
学
は
事
実
性
を
言
葉
に
も

た
ら
す
た
め
の
「
手
段
」
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
（PhP ix

）。

既
存
の
諸
概
念
を
生
の
実
態
に
照
ら
し
て
改
訂
す
る
と
い
う
課
題
は
、
倫
理
学

の
領
域
で
も
取
り
組
ま
れ
る
。
た
と
え
ば
『
知
覚
の
現
象
学
』
と
「
セ
ザ
ン
ヌ
の

懐
疑
」
で
展
開
さ
れ
た
自
由
論
は
、
主
知
主
義
的
な
自
由
概
念
│
│
外
界
か
ら
影

響
を
受
け
ず
意
の
ま
ま
に
決
断
す
る
純
粋
意
識
の
自
由
│
│
を
批
判
す
る
（PhP 

496-501; SN
S 26-33

）。
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
自
身
の
経
験
や
セ
ザ
ン
ヌ
の
生
の

分
析
に
基
づ
い
て
、
こ
の
概
念
は
実
際
の
経
験
に
即
し
て
い
な
い
こ
と
、
事
実
的

状
況
を
引
き
受
け
つ
つ
の
り
越
え
る
行
為
に
真
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
主

張
さ
れ
る
（PhP 519; SN

S 28

）。

経
験
の
分
析
に
基
づ
い
て
倫
理
学
の
概
念
や
理
論
を
批
判
的
に
吟
味
す
る
と
い

う
点
で
も
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
仕
事
を
現
象
学
的
倫
理
学
と
し
て
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う

(3)

。
次
に
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
倫
理
学
に
お
け
る
文
学
の

用
法
を
検
討
す
る
。

２
．「
小
説
と
形
而
上
学
」
に
お
け
る
文
学
の
用
法

ま
ず
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
が
文
学
の
使
用
を
ど
う
正
当
化
し
た
か
を
確
認

し
よ
う

(4)

。
ペ
ギ
ー
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
文
学
か
ら
哲
学
へ
の
接
近
に
加
え

て
、
哲
学
の
側
で
の
変
化
が
持
ち
出
さ
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
以
前
の

古
典
的
形
而
上
学
は
、「
概
念
の
組
合
せ
」
だ
け
で
世
界
と
生
を
理
性
的
に
「
説

明
（explication

）」
で
き
る
と
考
え
て
い
た
た
め
、
文
学
を
不
要
と
み
な
し
た

（SN
S 35-36

）。
こ
れ
に
対
し
て
「
現
象
学
的
ま
た
は
実
存
的
哲
学
」
は
、「
世
界

に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
思
考
に
先
行
す
る
世
界
と
の
接
触
」
を
定
式
化
す
る
こ
と

で
、
経
験
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
世
界
と
生
に
つ
い
て
の
「
潜
在
的
形
而
上
学
」
を

「
顕
在
化
（explicitation

）」
し
よ
う
と
す
る
（ibid., 

強
調
原
文
）。「
愛
、
憎
し

み
、
集
団
的
ま
た
は
個
人
的
歴
史
」（SN

S 36

）
な
ど
の
中
に
形
而
上
学
を
見
出

す
が
ゆ
え
に
、
そ
う
し
た
哲
学
は
文
学
と
不
可
分
と
な
る
。
人
間
諸
科
学
と
同
様

に
文
学
に
お
い
て
も
形
而
上
学
は
密
か
に
作
動
し
て
い
る
。
そ
の
明
確
化
を
通
し

て
従
来
の
哲
学
・
倫
理
学
を
改
訂
す
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
も
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ

の
課
題
と
な
る

(5)

。

「
小
説
と
形
而
上
学
」
で
は
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
第
一
作
『
招
か
れ
た
女
』
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（B
eauvoir 1943

）
が
論
じ
ら
れ
る
。
主
人
公
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
の
視
点
か
ら
、

交
際
相
手
の
ピ
エ
ー
ル
が
年
下
の
女
性
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
を
引
き
込
ん
で
ト
リ
オ

を
形
成
し
、
や
が
て
破
綻
に
至
る
顛
末
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
批
評
家
た
ち
に

不
道
徳
と
批
判
さ
れ
た
三
人
の
行
為
に
「
真
の
道
徳
」（SN

S 37

）
を
見
出
す
こ

と
が
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
目
的
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
メ
ル
ロ=
ポ
ン
テ
ィ
が
文
学
の
検
討
を
通
じ
て
行
為
の
意
味

0

0

0

0

0

と
い

う
倫
理
学
の
基
本
概
念
を
考
察
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い

(6)

。
取
り
上
げ
ら
れ

る
の
は
、
物
語
の
結
末
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
と
グ
ザ
ヴ
ィ

エ
ー
ル
の
口
論
で
あ
る
。
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
は
、
自
分
が
愛
し
て
い
る
ジ
ェ
ル

ベ
ー
ル
と
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
が
密
か
に
愛
し
合
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
ピ
エ
ー

ル
が
自
分
を
愛
し
て
い
た
こ
と
に
嫉
妬
し
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
が
ジ
ェ
ル
ベ
ー
ル

を
奪
っ
た
の
だ
と
非
難
す
る
。
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
か
ら
与
え
ら
れ
た
自
分
の
イ

メ
ー
ジ
を
否
定
す
る
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
は
殺
人
に
手
を
染
め
る
。
フ
ラ

ン
ソ
ワ
ー
ズ
か
ら
す
れ
ば
、
不
仲
と
な
っ
て
い
た
ピ
エ
ー
ル
と
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
ー
ル

の
関
係
修
復
に
努
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ト
リ
オ
に
復
帰
し
た
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
ー

ル
か
ら
強
い
嫉
妬
を
ぶ
つ
け
ら
れ
、
み
じ
め
さ
を
超
え
て
あ
き
れ
返
っ
た
と
こ
ろ

で
た
ま
た
ま
ジ
ェ
ル
ベ
ー
ル
と
思
い
が
通
じ
合
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
グ
ザ
ヴ
ィ

エ
ー
ル
を
傷
つ
け
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
殺
人
の
是
非
や
責
任
の
所
在
を
判
定
す
る
代
わ
り
に
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ

が
問
題
と
す
る
の
は
、
行
為
の
意
味
は
行
為
者
自
身
の
意
図
の
み
に
よ
っ
て
決
ま

る
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
こ
の
前
提
は
、
自
他
の
区
別
を
自
明
視
し
、
他
人
が
自

分
に
抱
く
イ
メ
ー
ジ
に
比
し
て
自
己
理
解
に
特
権
的
な
価
値
を
与
え
る
個
人
主

義
的
発
想
と
連
動
し
て
い
る
。『
招
か
れ
た
女
』
は
、
こ
れ
ら
の
考
え
が
私
た
ち

の
経
験
の
実
態
に
即
し
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
作
品
と
し
て
読
解
さ
れ

る
。

フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
た
ち
は
先
行
す
る
お
互
い
の
言
動
に
強
く
影
響
さ
れ
て
行
動

し
て
い
る
た
め
、
そ
の
一
部
を
切
り
出
し
て
き
て
誰
か
の
意
志
を
始
点
と
み
な
す

の
は
不
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
た
と
え
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
が
グ
ザ
ヴ
ィ

エ
ー
ル
へ
の
仕
返
し
を
明
確
に
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
彼
女
は
グ
ザ

ヴ
ィ
エ
ー
ル
が
そ
う
受
け
取
る
こ
と
を
予
想
で
き
た
の
だ
か
ら
、「
暗
黙
の
う
ち

に
こ
の
帰
結
を
受
け
入
れ
て
い
た
」（SN

S 47

）
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
フ
ラ

ン
ソ
ワ
ー
ズ
は
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
か
ら
見
た
自
分
を
引
き
受
け
な
が
ら
行
為
し
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
明
示
的
な
意
図
の
不
在
を
理
由
に
非
難
を
な
い
こ
と
に
は
で

き
な
い
。
彼
女
が
殺
人
に
及
ん
だ
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
私
た
ち
の
行
為
は
、

「
そ
れ
が
外
的
な
目
撃
者
に
示
す
意
味
」
を
含
む
複
数
の
意
味
を
も
っ
て
お
り
、

「
自
分
が
他
人
の
裁
き
を
免
れ
て
い
る
と
感
じ
る
の
は
不
正
直
で
愚
か
で
あ
ろ
う
」

と
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
述
べ
、
他
人
か
ら
の
意
味
づ
け
が
行
為
に
と
っ
て
構
成

的
だ
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る
（SN

S 47-48

）。

こ
の
よ
う
に
、
文
学
作
品
の
検
討
を
通
し
て
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
行
為
お

よ
び
そ
の
意
味
と
い
う
概
念
の
見
直
し
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

行
為
を
自
分
の
意
志
で
何
ら
か
の
意
図
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
こ
と
と
す
る
見
方

は
現
代
で
は
も
う
自
明
の
前
提
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
彼
の
議
論
に
い
ま
ど
れ

ほ
ど
の
意
義
を
認
め
ら
れ
る
か
は
分
か
ら
な
い
。
ま
た
、
検
討
対
象
が
文
学
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
、
文
学
（
ま
た
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
を
使
う
考
察
な

ら
で
は
の
特
徴
の
有
無
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
の
示
唆
も
得
ら
れ
な
い
。
た
だ
少

な
く
と
も
、
経
験
の
具
体
的
な
記
述
を
通
し
て
倫
理
学
的
な
概
念
を
改
訂
す
る
タ

イ
プ
の
現
象
学
的
倫
理
学
に
お
い
て
、
文
学
作
品
を
検
討
し
た
一
例
と
し
て
は
数

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。「
小
説
と
形
而
上
学
」
は
、
周
囲
の
他
人
と
の
関
係
と
い
う

文
脈
が
行
為
に
と
っ
て
構
成
的
で
あ
る
こ
と
や
、
人
間
関
係
に
伴
う
嫉
妬
や
愛
と

い
っ
た
感
情
が
行
為
に
強
く
影
響
す
る
こ
と
、
あ
る
行
為
は
他
の
関
連
す
る
諸
行
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為
と
切
り
離
し
て
は
正
し
く
理
解
で
き
な
い
こ
と
な
ど
、
既
存
の
理
論
を
は
み
出

す
行
為
の
諸
相
を
伝
え
る
上
で
の
文
学
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

３
．『
第
二
の
性
』
に
お
け
る
文
学
の
用
法

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
も
、
第
一
節
で
挙
げ
た
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
的
な
現
象
学
の

特
徴
も
大
枠
で
は
共
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。『
第
二
の
性
』
は
「
権
利
を
要

求
す
る
よ
り
も
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
を
重
視
し
て
「
現
状
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
す
る
試
み
」（D

SI 32
）
で
あ
り
、
女
性
の
状
況
に
つ
い
て
の
記
述
を

主
た
る
課
題
と
し
て
い
る
。
そ
の
記
述
は
、「
女
と
は
何
か
」（D

SI 16

）
と
い
う

問
い
へ
の
支
配
的
か
つ
抑
圧
的
な
回
答
│
│
た
と
え
ば
「
永
遠
の
女
性
的
な
も

の
」
や
「
女
ら
し
さ
」
に
よ
る
本
質
主
義
的
な
定
義
│
│
を
批
判
す
る
た
め
に
行

わ
れ
る
。
ま
た
、
現
実
の
女
性
た
ち
が
置
か
れ
た
状
況
を
記
述
す
る
上
で
、
様
々

な
事
実
性
が
考
慮
さ
れ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。『
第
二
の
性
』
の
現
象
学
的

態
度
は
、
そ
れ
ら
を
客
観
的
な
事
実
と
し
て
で
は
な
く
、
女
性
に
よ
っ
て
ど
の
よ

う
に
引
き
受
け
ら
れ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
記
述
す
る
点
、
つ
ま
り
実
存
と
事
実

的
状
況
の
相
関
関
係
を
分
析
す
る
点
に
見
出
さ
れ
る
。

た
だ
し
、『
第
二
の
性
』
の
批
判
は
学
術
的
な
議
論
に
留
ま
ら
ず
、
世
界
全
体

に
浸
透
し
た
女
性
観
や
性
差
別
に
向
け
ら
れ
る
。
女
性
の
状
況
の
記
述
が
社
会
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
事
実
は
、
規
範
倫
理
学
し
か
現
状
変
革
に
役
立
て
な
い
の

か
ど
う
か
再
考
を
迫
る
点
で
も
重
要
で
あ
る
（cf. 

池
田 

二
〇
一
七
、六
九
頁
）。

さ
て
『
第
二
の
性
』
で
は
、
詩
や
戯
曲
も
含
む
き
わ
め
て
多
数
の
文
学
が
参
照

さ
れ
る
。
そ
の
用
法
は
二
通
り
に
大
別
で
き
る
。「
女
の
神
話
」
を
示
す
た
め
の

使
用
と
、「
女
の
体
験
」
を
示
す
た
め
の
使
用
で
あ
る
。

３.

１
．「
女
の
神
話
」
と
文
学

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
い
う
女
の
神
話
と
は
、
主
体
で
あ
る
男
性
が
希
望
と
恐
れ

と
い
う
相
反
す
る
感
情
を
女
性
に
投
影
し
た
も
の
で
あ
る
（cf. D

SI 243

）。
た

と
え
ば
女
性
を
自
然
と
み
な
す
神
話
に
は
、
身
体
的
な
有
限
性
・
偶
然
性
へ
の
恐

れ
と
、
自
然
と
の
一
体
化
へ
の
希
望
が
と
も
に
投
影
さ
れ
て
い
る
。『
第
二
の
性
』

第
一
巻
第
三
部
「
神
話
」
は
、
女
の
神
話
の
内
実
を
詳
細
に
示
し
た
上
で
、
そ
れ

ら
が
男
性
に
よ
る
女
性
の
支
配
、
男
性
の
女
性
へ
の
無
理
解
、
女
性
の
客
体
化
な

ど
の
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
る
。

そ
の
第
二
章
で
は
、
五
人
の
男
性
作
家
に
お
け
る
女
の
神
話
の
「
個
別
的
か
つ

混
合
的
な
姿
」（D

SI 321

）
が
検
討
さ
れ
る
。
純
粋
な
精
神
を
理
想
と
す
る
モ
ン

テ
ル
ラ
ン
は
女
性
を
動
物
と
み
な
し
て
嫌
悪
し
、
男
根
崇
拝
者
ロ
レ
ン
ス
は
女
性

に
絶
対
的
献
身
を
求
め
⋮
⋮
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
想
と
す
る
仕
方
で

男
性
が
自
己
を
実
現
（
超
越
）
で
き
る
よ
う
に
女
性
が
神
話
化
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
文
学
は
、
女
性
を
抑
圧
す
る
神
話
を
典
型
的
に
示
し
、
抑

圧
に
加
担
す
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
、
女
性
を
ほ
ぼ
神
話
化
せ
ず
に
主
体
と
み
な

し
た
作
家
と
し
て
一
定
の
評
価
を
受
け
る
。
興
味
深
い
の
は
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル

が
「
断
固
た
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
」（D

SI 388

）
た
り
え
た
の
は
「
生
身
の
女
性
た

ち
の
あ
い
だ
で
生
き
る
男
」（D

SI 376

）
だ
っ
た
か
ら
だ
と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。

「
女
性
た
ち
を
そ
の
真
実
の
姿
に
お
い
て
愛
す
る
」（D

SI 377

）
こ
と
が
、
ス
タ

ン
ダ
ー
ル
を
脱
神
話
化
さ
せ
た
と
さ
れ
る
。
現
実
に
生
き
て
い
る
女
性
の
経
験
を

知
る
こ
と
が
も
つ
力
を
こ
こ
に
読
み
取
る
な
ら
ば
、
現
象
学
的
記
述
が
男
性
た
ち

の
倫
理
的
変
容
を
促
す
こ
と
も
期
待
で
き
る
だ
ろ
う

(7)

。
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３.
２
．「
女
の
体
験
」
と
文
学

『
第
二
の
性
』
第
二
巻
「
生
き
ら
れ
た
経
験
」
は
、「
女
の
神
話
」
を
覆
そ
う
と

す
る
女
性
た
ち
が
直
面
す
る
諸
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、「
ど
の
よ
う
に

女
性
は
自
分
の
条
件
を
学
ぶ
の
か
、
ど
う
そ
れ
を
体
験
す
る
の
か
、
ど
ん
な
世
界

に
女
性
は
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
脱
出
が
許
さ
れ
る
の
か
」

を
「
記
述
」
す
る
（D

SII 9
）。
第
一
部
で
は
社
会
の
中
で
他
人
と
の
関
係
に
お

い
て
女
性
へ
と
生
成
す
る
過
程
を
、
第
二
部
で
は
結
婚
、
育
児
、
老
い
と
い
っ
た

「
状
況
」
を
き
わ
め
て
具
体
的
に
描
い
て
い
る
。
そ
こ
で
示
さ
れ
た
「
内
在
」
を

強
い
ら
れ
る
状
況
に
対
し
て
、
第
三
部
で
は
内
在
性
の
中
で
自
己
を
正
当
化
す
る

女
性
の
姿
が
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
や
恋
愛
に
見
出
さ
れ
、
第
四
部
で
は
能
動
的
な
投
企

に
よ
っ
て
内
在
性
を
脱
し
よ
う
と
す
る
女
性
が
経
験
す
る
困
難
が
記
述
さ
れ
る
。

第
二
巻
も
「
女
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
何
ら
か
の
本
質
を
女
性
の
経
験
か
ら
引
き
出
そ
う
と
は

し
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
彼
女
が
実
存
主
義
者
で
あ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、『
第

二
の
性
』
が
倫
理
的
な
観
点
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
も
求
め
ら
れ
よ
う
（D

SI 
33

）。
女
性
の
自
由
を
実
現
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
諸
問
題
の
解
明
と
い
う
実
践
的

な
課
題
に
と
っ
て
、「
不
変
の
本
質
」
ま
た
は
「
永
遠
の
真
理
」
は
不
要
で
あ
る

（ibid.

）。
記
述
す
べ
き
は
、「
個
々
の
女
性
的
実
存
全
体
に
共
通
の
基
盤
」（ibid.
）

だ
と
さ
れ
る
。
こ
れ
が
何
な
の
か
は
大
問
題
だ
が

(8)

、
こ
こ
で
は
記
述
の
目
的
が

社
会
の
構
造
的
な
問
題
を
開
示
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
留
め
て
お

く
。記

述
は
き
わ
め
て
多
様
な
文
献
か
ら
の
引
用
と
と
も
に
進
む
。
社
会
調
査
や
精

神
分
析
の
症
例
、
女
性
の
日
記
や
回
想
録
が
頻
繁
に
引
か
れ
る
が
、
文
学
へ
の
参

照
も
多
い
。
コ
レ
ッ
ト
や
ウ
ル
フ
な
ど
女
性
作
家
が
主
だ
が
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
や

ゾ
ラ
か
ら
の
引
用
も
あ
る
。
文
学
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
つ
ど
示
し
な

が
ら
も
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
資
料
の
性
格
に
応
じ
て
扱
い
を
変
え
て
は
い
な

い
。
い
ず
れ
も
、
女
性
の
置
か
れ
た
状
況
や
女
性
の
経
験
に
共
通
す
る
特
徴
を
具

体
的
に
示
す
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
文
学
に
関
し
て
虚
構
性
よ
り
も
具
体
性
を
重
視
し
て
い
た

こ
と
は
、『
第
二
の
性
』
以
前
に
書
か
れ
た
「
文
学
と
形
而
上
学
」
に
も
見
て
取

れ
る
。
曰
く
、
小
説
家
が
読
者
に
差
し
出
す
の
は
「
あ
ら
ゆ
る
解
明
以
前
に
現
前

す
る
が
ま
ま
の
経
験
そ
の
も
の
」（ESN

 105

）
で
あ
る
。
小
説
の
描
く
対
象
の

「
生
身
の
現
前
」
の
「
複
雑
さ
、
個
別
的
で
無
限
の
豊
か
さ
は
、
あ
ら
ゆ
る
主
観

的
解
釈
か
ら
溢
れ
出
る
」（ESN

 106

）。
現
実
の
対
象
と
同
種
の
豊
か
さ
か
ど
う

か
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
文
学
は
経
験
を
あ
り
の
ま
ま
か
つ
豊
か
に
提
示
す
る

も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

「
文
学
と
形
而
上
学
」
は
ま
た
、『
第
二
の
性
』
を
哲
学
・
倫
理
学
の
著
作
と
認

め
た
が
ら
な
い
傾
向
に
予
め
反
論
し
て
い
る
と
も
解
せ
る
。
哲
学
を
無
時
間
的
真

理
の
体
系
と
す
る
見
方
に
対
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
文
学

的
要
素
を
挙
げ
つ
つ
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
具
体
的
で
時
間
的
な
世
界
に
お
い
て

し
か
十
分
に
開
示
さ
れ
な
い
真
理
が
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
れ
ゆ
え
哲
学
者
も
、
経

験
を
「
そ
の
統
合
性
に
お
い
て
、
思
考
さ
れ
る
前
の
行
為
と
感
情
と
い
う
生
き
生

き
し
た
関
係
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
が
ま
ま
に
提
示
し
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」（ESN

 119-120

）。『
第
二
の
性
』
に
お
け
る
大
量
の
（
そ
し
て
し
ば
し
ば

長
大
な
）
引
用
を
前
に
し
て
、
あ
ま
り
に
も
経
験
的
で
具
体
的
だ
と
難
じ
た
く
な

る
と
き
、
私
た
ち
は
自
分
の
哲
学
・
倫
理
学
観
を
再
考
す
る
よ
う
促
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
く
必
要
が
あ
る
。

４
．
文
学
を
用
い
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
可
能
性

こ
こ
ま
で
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
と
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
現
象
学
的
倫
理
学
に
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お
け
る
文
学
の
用
法
を
見
て
き
た
。
前
者
は
文
学
の
検
討
に
よ
っ
て
既
存
の
倫
理

学
的
な
概
念
や
理
論
を
批
判
し
改
訂
す
る
可
能
性
を
、
後
者
は
文
学
が
女
性
の
抑

圧
に
加
担
し
う
る
こ
と
を
指
摘
す
る
一
方
で
、
女
性
の
生
き
る
状
況
の
記
述
を
通

じ
た
社
会
の
構
造
的
問
題
の
開
示
に
寄
与
す
る
可
能
性
も
示
し
た
。
ま
た
、
両
者

は
と
も
に
非
明
示
的
水
準
に
お
け
る
経
験
お
よ
び
事
実
的
状
況
を
生
き
る
主
体
を

記
述
で
き
る
点
に
現
象
学
の
意
義
を
見
出
し
て
い
た
。
こ
の
現
象
学
観
が
、
複
雑

な
状
況
に
置
か
れ
た
人
物
を
具
体
的
に
描
く
文
学
を
用
い
る
こ
と
を
可
能
に
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。

記
述
を
通
し
て
既
存
の
概
念
や
社
会
通
念
の
不
備
や
ゆ
が
み
を
指
摘
し
、
改
訂

を
求
め
る
と
い
う
姿
勢
は
、
現
代
の
現
象
学
の
一
部
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
女
性
の
経
験
だ
け
で
な
く
、
人
種
差
別
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン

ダ
ー
、
障
害
な
ど
に
関
す
る
様
々
な
経
験
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

に
、
こ
う
し
た
姿
勢
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
（
稲
原
他 

二
〇
二
〇
）(9)

。

こ
の
研
究
動
向
に
お
い
て
、
文
学
作
品
は
他
の
資
料
よ
り
多
く
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
経
験
的
な
研
究
に
加
え
て
、
著
者
自
身
の
経
験

の
記
述
（Young 2005, ch. 7; Yancy 2014

）、
女
性
の
手
記
（
齋
藤
︹
中
澤
︺  

二
〇
一
五
）、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
録
（
宮
原 

二
〇
一
六
）
な
ど
、
現
実
の
経
験
を

伝
え
る
資
料
が
多
く
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
虚
構
の
人
物
を
通
し
て
現
実
の
諸

経
験
に
共
通
す
る
も
の
を
描
く
文
学
作
品
は
多
数
あ
る
た
め
、
現
象
学
が
そ
れ
ら

を
活
用
す
る
可
能
性
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
現
象
学
に
も
言
及
し
た
い
。
た
と
え
ば
男
性
性
に

つ
い
て
、
男
性
自
身
に
よ
る
反
省
に
限
界
が
あ
る
た
め
、
女
性
に
ど
う
見
え
て

い
る
か
を
聞
く
必
要
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
清
田 

二
〇
一
九
）、
現
象
学
も

こ
の
方
向
に
進
め
な
い
だ
ろ
う
か
。
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
自
己
認
識
の
特
権
を

否
定
し
、
他
人
の
視
角
か
ら
自
己
を
見
る
こ
と
の
意
義
を
語
っ
て
い
た
が
（PhP 

389

）、
実
態
か
ら
逸
れ
た
自
己
認
識
に
陥
り
や
す
い
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
を
主
題
と
す

る
と
き
、
こ
れ
を
方
法
論
的
な
指
摘
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
女
性

（
に
限
ら
な
い
が
）
か
ら
見
た
男
性
の
記
述
は
、
何
気
な
い
言
動
が
家
父
長
主
義

や
性
差
別
を
前
提
し
遂
行
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
社
会
批
判

を
含
め
た
男
性
の
倫
理
的
変
容
の
端
緒
に
な
り
う
る
だ
ろ
う
。

こ
の
方
向
で
男
性
性
の
現
象
学
を
展
開
す
る
上
で
も
、
文
学
作
品
は
有
用
だ
と

思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
川
上
未
映
子
の
『
夏
物
語
』
で
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
な
し
の

妊
娠
・
出
産
を
模
索
す
る
女
性
作
家
で
あ
る
夏
子
が
見
聞
き
す
る
様
々
な
男
性
が

き
わ
め
て
具
体
的
に
描
か
れ
る
（
川
上 

二
〇
一
九
）。「
正
し
い
野
心
」
や
「
本

物
の
小
説
」
と
い
う
言
葉
を
多
用
し
な
が
ら
説
教
す
る
編
集
者
、
原
発
問
題
を
論

じ
な
い
夏
子
を
震
災
直
後
に
非
難
す
る
が
数
年
経
つ
とSN

S

で
の
発
信
を
や
め
る

成
瀬
、
自
分
の
活
発
な
「
い
い
精
子
」
を
残
さ
ね
ば
と
い
う
「
使
命
感
」
か
ら
精

子
提
供
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
始
め
、
着
床
を
想
像
し
て
「
す
ご
い
達
成
感
」
を
得
る

と
語
る
恩
田
、
そ
し
て
作
中
の
女
性
た
ち
が
語
る
夫
や
父
の
姿
は
、
男
性
自
身
は

見
過
ご
し
や
す
い
暴
力
的
な
男
性
性
を
あ
り
あ
り
と
露
呈
さ
せ
る
。
こ
う
し
た
女

性
文
学
に
お
け
る
男
性
の
描
写
を
用
い
た
男
性
性
の
現
象
学
は
、
う
ま
く
す
れ
ば

男
性
た
ち
を
引
き
込
み
、
わ
が
身
を
振
り
返
っ
て
問
い
直
す
よ
う
促
す
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
何
ら
か
の
仕
方
で
経
験
さ
れ
た
悪
や
不
正
の
あ
り
さ
ま
を
記
述
と
分
析

に
よ
っ
て
明
確
化
し
、
そ
こ
で
作
動
し
て
い
る
価
値
や
規
範
を
明
ら
か
に
す
る
倫

理
学
で
あ
る
。

付
記本

稿
は
、
科
学
研
究
費
（18K

09992

）
の
助
成
を
受
け
て
行
っ
た
研
究
の
成

果
の
一
部
で
あ
る
。
口
頭
発
表
前
の
草
稿
に
コ
メ
ン
ト
を
く
だ
さ
っ
た
佐
藤
靜
先

生
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
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注⑴　

文
学
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
考
察
（
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
『
文
学
的
芸
術
作
品
』、
サ
ル

ト
ル
『
文
学
と
は
何
か
』
等
）
や
、
現
象
学
者
の
書
い
た
文
学
作
品
（
サ
ル
ト
ル
『
嘔

吐
』
等
）
は
扱
わ
な
い
。
英
語
圏
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
哲
学
で
問
題
と
な
っ
て
い
る

「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
は
哲
学
で
き
る
か
」
と
い
う
問
い
（cf. 

高
田 

二
〇
一
七
）
は

フ
ラ
ン
ス
現
象
学
に
お
い
て
も
重
要
だ
が
、
本
稿
で
は
扱
え
な
い
。

⑵　

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
自
身
の
哲
学
が
到
達
や
移
行
と
い
っ
た
言
葉
で
語
ら
れ
る
の
に

対
し
て
、
主
知
主
義
的
な
超
越
論
的
観
念
論
は
「
絶
対
的
意
識
へ
と
導
く
道
行
き
に

言
及
す
る
こ
と
な
く
そ
こ
に
身
を
据
え
る
こ
と
」（PhP 76

）
と
表
現
さ
れ
る
。
意
識

そ
の
も
の
の
歴
史
性
に
つ
い
て
、
精
神
は
自
分
の
過
去
を
現
在
の
深
み
に
保
存
す
る

と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
が
引
か
れ
る
が
（SC

 224
）、
こ
れ
は
『
象
徴
形
式
の
哲
学
』

第
三
巻
か
ら
の
孫
引
き
で
あ
る
（PhP 148n.

）。
意
識
の
歴
史
性
を
諸
科
学
の
進
展
の

中
で
考
察
す
る
点
に
も
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
と
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
か
ら
の
重
大
な
影

響
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

⑶　
「
現
象
学
的
倫
理
学
は
、
ケ
ア
の
倫
理
の
論
者
た
ち
と
と
も
に
、
自
ら
の
無
知
を

省
み
ず
に
一
般
論
を
振
り
か
ざ
す
よ
う
な
倫
理
学
者
に
、
さ
ら
に
は
、
無
知
や
偏
見

に
簡
単
に
陥
っ
て
し
ま
う
一
人
の
人
間
と
し
て
の
自
分
自
身
に
、
こ
の
︹
無
知
や
偏

見
を
減
ら
す
︺
努
力
は
「
倫
理
学
を
す
る
こ
と
」
の
一
部
と
し
て
要
求
さ
れ
る
と
主

張
す
る
」（
池
田 

二
〇
一
七
、六
三
―六
四
頁
）、「
こ
の
よ
う
な
︹
現
象
学
的
︺
倫
理

学
は
、
あ
る
種
の
道
徳
上
の
議
論
が
、
経
験
を
考
慮
し
な
い
と
い
う
そ
の
一
点
に
お

い
て
、
妥
当
性
を
欠
い
て
し
ま
う
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」（
吉

川 

二
〇
一
七
、五
六
頁
）
と
い
っ
た
指
摘
を
参
照
。

⑷　

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
文
学
に
つ
い
て
、
加
國
（
二
〇
一
二
）
や
佐
野

（
二
〇
一
九
）
を
参
照
。

⑸　

実
存
的
行
為
と
し
て
の
形
而
上
学
が
重
視
さ
れ
る
と
き
、
概
念
の
改
訂
は
も
は
や

目
的
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
こ
と
は
で
き
る
が
、
少
な
く
と
も
「
小
説
と

形
而
上
学
」
で
は
こ
の
目
的
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
以
下
で
示
し
た
い
。
ま
た
、

「
小
説
と
形
而
上
学
」
は
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
小
説
が
「
形
而
上
学
的
文
学
」（SN

S 

37

）
で
あ
る
こ
と
も
論
じ
て
い
る
た
め
、
文
学
作
品
は
哲
学
で
き
る
か
と
い
う
文
脈

で
も
読
め
る
だ
ろ
う
。
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
自
身
は
後
述
す
る
「
文
学
と
形
而
上
学
」

で
こ
の
点
を
論
じ
て
い
る
。

⑹　

本
節
は
『
知
覚
の
現
象
学
』
と
の
連
続
性
を
論
じ
た
川
崎
（
二
〇
一
八
b
）
と
多

少
重
複
す
る
。

⑺　

女
性
の
経
験
に
適
切
な
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
な
い
と
い
う
解
釈
的
不
正
義
の
問
題

も
あ
る
た
め
楽
観
視
は
で
き
な
い
が
、「
相
手
の
訴
え
を
じ
か
に
聴
く
よ
う
な
か
か
わ

り
」
が
不
正
義
を
是
正
す
る
可
能
性
は
あ
る
（
佐
藤 

二
〇
一
九
、二
三
〇
頁
）。
優
れ

た
記
述
を
読
む
こ
と
に
も
同
様
の
力
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑻　
「
類
型
」
や
「
一
般
性
」
な
ど
、
現
象
学
で
用
い
ら
れ
て
き
た
概
念
で
捉
え
ら
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。

⑼　

フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
超
越
論
的
現
象
学
の
枠
組
み
で
性
に
関
わ
る
事
象
を
分
析
す
る

こ
と
を
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
仕
事
と
み
な
す
立
場
も
存
在
す
る
が
（H

einäm
aa 

and R
odem

eyer 2010

）、
本
稿
で
は
社
会
批
判
も
射
程
に
入
れ
た
「
改
革
的
な
」
フ
ェ

ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
に
注
目
す
る
（Staw

arska 2018

）。

文
献
表

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
（M

aurice M
erleau-P

onty

）
の
著
作
と
略
号

PhP: Phénom
énologie de la perception, G

allim
ard, 1945.

PP: Le prim
at de la perception et ses conséquences philosophiques, Verdier, 1996.

SC
: La structure du com

portem
ent, 1942, PU

F, coll. « Q
uadrige », 2009.

SN
S: Sens et non-sens, 1948, Éditions G

allim
ard, 1996.
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ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
（S

im
one de B

eauvoir

）
の
著
作
と
略
号

D
SI: Le deuxièm

e sexe, I. Les faits et les m
ythes, 1949, G

allim
ard, coll. « folio 

essais », 1986.

D
SII: Le deuxièm

e sexe, II. L’expérience vécue, 1949, G
allim

ard, coll. « folio 

essais », 2003.

E
SN

: L’existentialism
e et la sagesse des nations, N

agel, 1948.

L'invitée, G
allim

ard, 1943, coll. « Le livre de poche », 1963.

そ
の
他
の
文
献

C
rary, A

. (2007), Beyond M
oral Judgem

ent, H
arvard U

niversity Press.

H
äm

äläinen, N
. (2016a), D

escriptive Ethics: W
hat does M

oral Philosophy K
now

 

about M
orality? Palgrave M

acm
illan.

H
äm

äläinen, N
. (2016b), Literature and M

oral Theory, B
loom

sbury A
cadem

ic.

H
einäm

aa, S. and R
odem

eyer, L. (2010), Introduction to Fem
inist Phenom

enologies, 

C
ontinental Philosophy Review

 43(1): 1-11.

H
usserl, E

. (1977), C
artesianische M

editationen. E
ine E

inleitung in die 

Phänom
enologie, E. Ströker (H

g.), Felix M
einer.

Staw
arska, B

. (2018), Subject and Structure in Fem
inist Phenom

enology: R
e-

reading B
eauvoir w

ith B
utler, S. C

. Shabot and C
. Landry (eds.), Rethinking 

Fem
inist Phenom

enology: Theoretical and Applied Perspectives, R
ow

m
an &

 

Littlefield.

Yancy, G
. (2014), W

hite G
azes: W

hat It Feels like to B
e an Essence, E. S. Lee (ed.), 

Living Alterities: Phenom
enology, Em

bodim
ent, and Race, State U

niversity of 

N
ew

 York Press, pp. 43-64.

Young, I. M
. (2005), O

n Fem
ale Body Experience: “Throw

ing Like a G
irl” and 

O
ther Essays, O

xford U
niversity Press.

池
田
喬
（
二
〇
一
七
）「
品
川
哲
彦
氏
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
へ
の
応
答
│
│
倫
理
学
と
は
、

規
範
を
示
す
と
は
、
現
状
の
改
革
と
は
」『
倫
理
学
論
究
』
第
四
巻
第
二
号
、
六
〇

―六
九
頁
．

池
田
喬（
二
〇
一
九
）「
行
為
の
な
か
の
意
図
？
│
│
現
代
現
象
学
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
」『
哲

学
の
探
求
』
第
四
六
号
、
二
―二
〇
頁
．

稲
原
美
苗
・
川
崎
唯
史
・
中
澤
瞳
・
宮
原
優
［
編
］（
二
〇
二
〇
）『
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現

象
学
入
門
│
│
経
験
か
ら
「
普
通
」
を
問
い
直
す
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
．

加
國
尚
志
（
二
〇
一
二
）「
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
文
学
と
両
義
性
」『
立
命
館
文

学
』
第
六
二
五
号
、
九
〇
―一
〇
三
頁
．

川
上
未
映
子
（
二
〇
一
九
）『
夏
物
語
』
文
藝
春
秋
．

川
崎
唯
史
（
二
〇
一
八
a
）「
知
覚
の
本
性
か
ら
主
体
の
本
性
へ
│
│
前
期
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」『
メ
タ
フ
ュ
シ
カ
』
第
四
九
号
、
八
五
―九
八
頁
．

川
崎
唯
史
（
二
〇
一
八
b
）「
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
道
徳
論
の
試
み
」『
倫
理
学

研
究
』
第
四
八
号
、
一
〇
一
―一
一
二
頁
．

清
田
隆
之
（
二
〇
一
九
）『
よ
か
れ
と
思
っ
て
や
っ
た
の
に 

男
た
ち
の
「
失
敗
学
」
入
門
』

晶
文
社
．

久
保
田
さ
ゆ
り
（
二
〇
一
四
）「
動
物
倫
理
に
お
け
る
文
学
の
役
割
」『
倫
理
学
年
報
』

第
六
三
集
、
二
三
一
―二
四
四
頁
．

齋
藤
［
中
澤
］
瞳
（
二
〇
一
五
）「
妊
娠
の
身
体
性
│
│
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
観
点

か
ら
代
理
出
産
を
考
え
る
」
金
井
淑
子
・
竹
内
聖
一
［
編
］『
ケ
ア
の
始
ま
る
場
所 

哲
学
・
倫
理
学
・
社
会
学
・
教
育
学
か
ら
の
11
章
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
五
九
―

七
六
頁
．

佐
藤
邦
政
（
二
〇
一
九
）『
善
い
学
び
と
は
な
に
か
︿
問
い
ほ
ぐ
し
﹀
と
︿
知
の
正
義
﹀

の
教
育
哲
学
』
新
曜
社
．
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佐
野
泰
之
（
二
〇
一
九
）『
身
体
の
黒
魔
術
、
言
語
の
白
魔
術
│
│
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ

に
お
け
る
言
語
と
実
存
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
．

高
田
敦
史
（
二
〇
一
七
）「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
の
哲
学
」『
フ
ィ
ル
カ
ル
』
第
二
巻
第

一
号
、
九
二
―一
三
一
頁
．

宮
原
優
（
二
〇
一
六
）「
不
妊
治
療
に
見
ら
れ
る
経
験
の
構
造
：「
期
待
」
と
い
う
人
間

の
在
り
方
」『U

TC
P U

ehiro B
ooklet

』
第
一
二
巻
、
一
〇
一
―一
一
五
頁
．

森
功
次
（
二
〇
一
七
）「
第7
章 
芸
術
」
植
村
玄
輝
・
八
重
樫
徹
・
吉
川
孝
［
編
著
］

『
ワ
ー
ド
マ
ッ
プ 

現
代
現
象
学 
経
験
か
ら
始
め
る
哲
学
入
門
』
新
曜
社
、
一
九
九
―

二
二
三
頁
．

八
重
樫
徹
（
二
〇
一
七
）『
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
価
値
と
実
践 

善
さ
は
い
か
に
し
て

構
成
さ
れ
る
の
か
』
水
声
社
．

吉
川
孝
（
二
〇
一
七
）「
現
象
学
的
倫
理
学
に
お
け
る
記
述
・
規
範
・
批
判
│
│
品
川

哲
彦
氏
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
へ
の
応
答
」『
倫
理
学
論
究
』
第
四
巻
第
二
号
、
四
四
―

五
九
頁
．

吉
川
孝
（
二
〇
一
九
）「
序
章 

映
画
と
と
も
に
思
考
す
る
と
き
」
吉
川
孝
・
横
地
徳
広
・

池
田
喬
［
編
著
］『
映
画
で
考
え
る
生
命
環
境
倫
理
学
』
勁
草
書
房
、
一
―一
二
頁
．

（
川
崎
唯
史
・
か
わ
さ
き　

た
だ
し
・
熊
本
大
学
）
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15 文学の哲学的知を捉え直す─知識から理解へ

１.

序
本
稿
の
主
題
は
、
文
学
作
品
を
通
じ
た
哲
学
的
な
知
だ
。
な
お
、
こ
の
際

「
知
」
と
い
う
用
語
は
あ
え
て
ぼ
か
し
た
用
語
と
し
て
導
入
し
て
い
る
。「
知
識
」

と
呼
ぶ
と
限
定
さ
れ
す
ぎ
る
た
め
だ
。
作
品
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
知
は
狭
義
の
命

題
的
知
識
に
は
限
定
さ
れ
な
い
。
他
の
種
類
の
知
で
あ
る
可
能
性
は
あ
ら
か
じ
め

排
除
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
同
様
の
主
題
を
扱
う
論
文
で
は
、「
認
知
的
価
値 

(cognitive value)

」
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
多
い

1

。

文
学
は
さ
ま
ざ
ま
な
知
を
与
え
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
文
学

作
品
は
、
人
の
心
理
の
微
細
な
襞
や
、
平
凡
な
図
式
に
お
さ
ま
ら
な
い
も
の
の
見

方
な
ど
を
教
え
て
く
れ
る
と
言
わ
れ
る
。「
人
生
の
真
実
」
を
教
え
て
く
れ
る
と

い
っ
た
言
い
方
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
文
学
が
教
え
て

く
れ
る
と
さ
れ
る
知
は
、
哲
学
の
主
題
に
比
較
可
能
な
程
度
に
類
似
し
て
い
る
。

文
学
に
し
ろ
哲
学
に
し
ろ
、
そ
の
主
題
と
な
る
も
の
は
、
倫
理
や
自
由
意
志
や
人

生
の
意
味
と
い
っ
た
、
狭
義
の
経
験
的
事
実
の
範
囲
を
越
え
た
知
で
あ
る
こ
と
が

多
い
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
も
の
を
、「
哲
学
的
知
」
と
呼
ぶ
こ

と
に
す
る
。
少
な
く
と
も
、
素
朴
な
文
学
観
の
レ
ベ
ル
で
は
、
文
学
が
哲
学
的
知

を
与
え
る
こ
と
は
幅
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
文
学
は
、
人
間

や
道
徳
や
人
生
の
意
味
と
い
っ
た
哲
学
的
知
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
知
的
貢
献
を

与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

だ
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
正
確
に
は
何
を
意
味
す
る
の
か
考
え
て
み
る
と
、
そ

れ
は
決
し
て
簡
単
な
問
題
で
は
な
い
。
文
学
は
本
当
に
哲
学
的
知
を
与
え
う
る
の

か
、
文
学
が
与
え
る
哲
学
的
知
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
哲
学
的
知
は
文

学
の
芸
術
的
価
値
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
本
稿
が
取
り
組
み
た
い
の

は
、
直
観
的
に
言
え
ば
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
群
だ
。
た
だ
し
、
本
稿
で
取
り
組

む
問
題
は
、
い
く
つ
か
の
用
語
を
導
入
し
た
後
で
、
2
節
で
改
め
て
問
題
と
し
て

定
式
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
下
の
構
成
だ
が
、
1
節
の
残
り
で
は
、
こ
れ
か
ら
使
用
す
る
用
語
の
導
入
を

行
な
う
。
2
節
で
は
、
文
学
を
通
じ
た
知
に
対
す
る
懐
疑
論
の
立
場
を
紹
介
す

る
。
こ
こ
で
紹
介
す
る
の
は
、
主
と
し
て
、
文
学
作
品
の
哲
学
的
知
に
注
目
す
る

こ
と
は
、
文
学
を
哲
学
の
道
具
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

か
と
い
う
懸
念
に
関
す
る
も
の
だ
。
こ
れ
に
応
答
す
る
こ
と
が
本
稿
の
主
な
課
題

だ
。
3
節
で
は
、
知
識
で
は
な
く
、
理
解
と
呼
ば
れ
る
タ
イ
プ
の
知
に
注
目
す
る

こ
と
で
、
2
節
の
問
題
に
応
答
で
き
る
こ
と
を
論
じ
る
。

文
学
の
哲
学
的
知
を
捉
え
直
す
│
知
識
か
ら
理
解
へ

高

田

敦

史
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１-
１
．
用
語
の
導
入

つ
づ
け
て
、
以
下
で
使
う
ふ
た
つ
の
用
語
を
導
入
し
て
お
き
た
い
。
ひ
と
つ

め
に
導
入
す
る
の
は
、「
芸
術
的
価
値
」
と
い
う
用
語
だ (Stecker (2005), C

hap. 
11

、
森 (2017))
。
芸
術
的
価
値
は
、
作
品
を
作
品
と
し
て
評
価
し
た
場
合
の
価

値
で
あ
り
、
作
品
を
、
作
品
と
し
て
以
外
の
か
た
ち
で
評
価
し
た
際
の
価
値
は
そ

こ
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
投
資
目
的
で
美
術
作
品
を
評
価
す
る
際
の
経
済

的
価
値
は
芸
術
的
価
値
で
は
な
い
。
直
観
的
に
は
、
作
品
批
評
に
あ
た
っ
て
評
価

さ
れ
る
特
徴
が
芸
術
的
価
値
に
あ
た
る
と
考
え
て
も
ら
っ
て
か
ま
わ
な
い
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
作
品
を
作
品
と
し
て
評
価
す
る
際
に
現
わ
れ
る
価
値
は
、
ハ

イ
ブ
ロ
ー
な
も
の
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
必
要
も
な
い
し
、
狭
い
意
味
で
の
美
的
価

値
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
限
定
さ
れ
た
文
脈
の
も
と
で
は
、
道
徳
的
価
値

も
、
認
知
的
価
値
も
、
歴
史
的
価
値
も
、
ユ
ー
モ
ア
も
、
サ
ス
ペ
ン
ス
も
作
品
と

し
て
の
評
価
に
寄
与
す
る
た
め
、
芸
術
的
価
値
を
構
成
し
う
る
。
こ
れ
は
、
芸
術

的
価
値
の
定
義
が
、
作
品
批
評
に
お
い
て
帰
属
さ
れ
る
価
値
で
あ
る
以
上
は
当
然

の
こ
と
だ
ろ
う
。

ふ
た
つ
め
に
導
入
し
た
い
の
は
、
松
永 (2018) 

が
使
用
し
て
い
る
「
ナ
ラ
デ

ハ
特
徴
」
と
い
う
用
語
だ
。
松
永 (2018) 

は
、︿
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
な
ら
で
は
の
特

徴
﹀︿
文
学
な
ら
で
は
の
特
徴
﹀
な
ど
、
特
定
の
芸
術
形
式
な
ら
で
は
の
特
徴
を

ナ
ラ
デ
ハ
特
徴
と
呼
ぶ
。
文
学
の
ナ
ラ
デ
ハ
特
徴
は
、
す
べ
て
の
文
学
作
品
が
所

有
し
、
文
学
作
品
だ
け
が
所
有
す
る
特
徴
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
文
学
の
ナ
ラ
デ

ハ
特
徴
は
、
文
学
作
品
が
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
る
際
に
そ
の
評
価
に
関
わ
る
特

徴
を
指
す (

松
永 (2018), p.15)

。
ナ
ラ
デ
ハ
特
徴
は
芸
術
的
価
値
と
も
関
連
す

る
。
特
定
の
芸
術
形
式
に
関
し
て
、
芸
術
的
価
値
に
関
連
す
る
特
徴
が
ナ
ラ
デ
ハ

特
徴
を
構
成
す
る
。

２
．
批
判
を
検
討
す
る

つ
づ
け
て
、
文
学
作
品
を
通
じ
て
の
哲
学
的
知
と
い
う
発
想
に
対
す
る
批
判
を

検
討
す
る
こ
と
で
、
よ
り
良
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。
本
節
で

は
、
主
知
主
義
の
問
題
お
よ
び
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
問
題
と
い
う
ふ
た
つ
の
問
題
を
取

り
上
げ
る
。
た
だ
、
以
下
で
取
り
上
げ
る
批
判
は
決
し
て
網
羅
的
な
も
の
で
は
な

い
。
本
稿
で
扱
う
論
点
は
、
文
学
作
品
の
知
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
文
学
を
交
換

可
能
な
道
具
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
に

関
係
し
て
い
る
。

２-

１
．
主
知
主
義
の
問
題

こ
こ
で
主
知
主
義
の
問
題
と
呼
ぶ
の
は
、
文
学
の
哲
学
的
貢
献
に
注
目
す
る
こ

と
は
主
知
主
義
的
で
あ
り
、
文
学
を
哲
学
の
手
段
と
見
な
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
と
い
う
問
題
だ
。

ラ
マ
ル
ク
と
オ
ル
セ
ン
は
、「
文
学
作
品
を
通
じ
て
の
哲
学
」
と
い
う
発
想
に

対
し
、
こ
れ
に
類
し
た
批
判
を
行
な
っ
て
い
る
。
文
学
作
品
を
通
じ
て
の
哲
学
で

は
、
文
学
作
品
が
哲
学
的
論
証
の
目
的
に
従
属
さ
せ
ら
れ
、
結
果
と
し
て
、
文
学

を
固
有
の
価
値
を
も
っ
た
活
動
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
哲
学
的
問
題
に
対

す
る
寄
与
だ
け
が
問
題
に
さ
れ
る (Lam

arque &
 O

lsen (1994), C
hap. 15)

。

お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
よ
く
あ
る
懸
念
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
文
学
作
品
を
通
じ
て
の

哲
学
と
聞
く
と
、
以
上
の
よ
う
な
「
悪
い
」
タ
イ
プ
の
利
用
だ
け
が
想
起
さ
れ
る

ひ
と
さ
え
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
文
学
作
品
を
哲
学
の
道
具
と
見
な
す
と
い
う
の

が
ど
の
よ
う
な
態
度
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
例
え
ば
、
映
画
を
通
じ
て
の
哲
学
が

論
じ
ら
れ
る
際
、『
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
』
と
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
論
と
い
っ
た
い
か
に

も
な
問
題
設
定
を
取
り
上
げ
、
表
層
的
な
類
似
し
か
問
題
に
し
な
い
と
い
っ
た
例

が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
事
例
で
は
、
作
品
は
ほ
ぼ
哲
学
の
紹
介
の
た
め
だ
け
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に
利
用
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
種
の
作
品
論
の
問
題
は
さ
ま
ざ
ま
に
あ
る
が
、
批
評
的
な
つ
ま
ら
な
さ
だ

け
で
は
な
く
、
哲
学
的
な
面
か
ら
言
っ
て
も
、
そ
こ
に
お
け
る
哲
学
の
イ
メ
ー
ジ

が
非
常
に
陳
腐
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
問
題
は
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た

例
に
お
い
て
は
、
作
品
の
哲
学
的
な
意
義
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
文
学
作
品

の
芸
術
的
価
値
や
、
文
学
の
ナ
ラ
デ
ハ
特
徴
と
無
関
連
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う

す
る
こ
と
で
、
文
学
作
品
を
、
本
来
の
文
脈
か
ら
切
り
離
し
、
交
換
可
能
な
道
具

と
し
て
扱
っ
て
し
ま
う
。

一
方
、
別
方
向
か
ら
の
問
題
点
も
指
摘
で
き
る
。
文
学
の
ナ
ラ
デ
ハ
特
徴
が
知

に
貢
献
し
て
い
る
例
を
扱
わ
な
い
と
、
そ
も
そ
も
「
文
学
作
品
を
通
じ
て
の
知
」

を
扱
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。「
文
学
作
品
を
通
じ
て
の

知
」
を
問
題
に
す
る
際
、
わ
た
し
た
ち
が
知
り
た
い
の
は
、「
ど
ん
な
形
で
あ
れ
、

文
学
作
品
を
通
じ
て
知
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
か
」
と
い
う
問
題
で
は
な
い
。
形

を
問
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
小
説
の
途
中
に
強
引
に
論
文
を
挿
入
す
れ
ば
、
知
を

与
え
る
こ
と
は
明
ら
か
に
可
能
だ
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
元
々
の
問
題
自
体
が
非

常
に
ト
リ
ビ
ア
ル
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
も
っ
と
文
学
ら

し
い
技
法
や
方
法
を
通
じ
て
知
を
与
え
る
例
を
想
定
し
な
け
れ
ば
、
実
質
的
な
問

題
に
答
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、
以
上
の
問
題
を
も
っ
て
、「
作
品
を
通
じ
て
の
哲
学
的
知
」
と
い
っ
た

問
題
が
考
慮
に
値
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
主

知
主
義
の
問
題
は
、「
作
品
を
通
じ
て
の
哲
学
的
知
」
が
必
ず
陥
っ
て
し
ま
う
一

般
的
な
問
題
で
は
な
く
、
解
決
可
能
な
懸
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

む
し
ろ
、
以
上
の
懸
念
を
通
じ
て
、
逆
に
何
を
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
が
解
決
で

き
る
の
か
と
い
う
道
筋
も
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
文
学
の
ナ
ラ
デ
ハ
特
徴
を
無
視

す
る
形
で
扱
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
無
視
し
な
い
形
で
問
題
を

扱
え
ば
良
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
処
方
箋
と
し
て
必
要
な
の
は
、
以

下
の
よ
う
な
方
針
だ
。

⑴　
︹
哲
学
的
知
か
ら
芸
術
的
価
値
へ
︺
作
品
を
通
じ
て
の
哲
学
的
知
が
、

文
学
の
芸
術
的
価
値
に
貢
献
す
る
領
域
を
見
る

⑵　
︹
芸
術
的
価
値
か
ら
哲
学
的
知
へ
︺
作
品
を
通
じ
て
の
哲
学
的
知
に
、

文
学
の
ナ
ラ
デ
ハ
特
徴
が
貢
献
す
る
部
分
を
見
る

な
お
、
こ
こ
で
は
ふ
た
つ
の
課
題
を
あ
げ
た
が
、
こ
の
う
ち
⑴
は
、
哲
学
的
意

義
が
芸
術
的
価
値
に
貢
献
す
る
部
分
、
⑵
は
、
芸
術
的
価
値
が
哲
学
的
意
義
に
貢

献
す
る
部
分
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
ま
と
め
れ
ば
、
こ
こ
で
注
目

す
べ
き
部
分
は
、
哲
学
的
意
義
と
芸
術
的
価
値
が
交
差
す
る
領
域
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

２-

２
．
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
問
題

だ
が
、
主
知
主
義
の
問
題
は
、
次
の
「
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
問
題
」
が
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
深
刻
な
問
題
と
な
る
。
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
問
題
と
は
、
文
学
作

品
の
哲
学
的
貢
献
は
、
必
然
的
に
、
文
学
作
品
の
ナ
ラ
デ
ハ
特
徴
と
無
関
連
な
も

の
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
だ (Livingston (2006))

。

言
い
換
え
れ
ば
、
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
問
題
は
、
哲
学
的
論
証
に
は
文
学
作
品
の
ナ

ラ
デ
ハ
特
徴
が
役
に
立
た
な
い
と
い
う
指
摘
だ
。
こ
れ
を
主
知
主
義
の
問
題
と
合

わ
せ
る
と
、
主
知
主
義
の
問
題
は
決
し
て
回
避
で
き
な
い
も
の
に
な
る
。

パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
問
題
は
、
元
々
リ
ヴ
ィ
ン
グ
ス
ト
ン
が
「
映
画
に
よ
る
哲
学
」

の
文
脈
で
問
題
に
し
た
も
の
だ
。
リ
ヴ
ィ
ン
グ
ス
ト
ン
は
、
映
画
作
品
の
ナ
ラ
デ

ハ
特
徴
が
、
映
画
作
品
を
通
じ
て
の
哲
学
的
論
証
に
積
極
的
に
寄
与
し
う
る
と
い

う
立
場
を
、「
映
画
を
通
じ
て
の
哲
学
に
つ
い
て
の
大
胆
な
主
張
」
と
呼
び
、
こ

れ
に
対
す
る
反
論
の
論
証
を
提
示
し
て
い
る

2

。Livingston (2006) 

は
本
来
映
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画
作
品
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
文
学
作
品
に
対
す
る
論
証
と

し
て
再
構
成
し
て
い
る
。

論
証
の
骨
子
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
リ
ヴ
ィ
ン
グ
ス
ト
ン
は
、
大
胆
な
主
張
の

支
持
者
に
ジ
レ
ン
マ
を
突
き
付
け
る
。
ま
ず
、
作
品
を
通
じ
て
の
哲
学
的
論
証
な

る
も
の
が
お
よ
そ
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
般
的
な
言
葉
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ

可
能
で
あ
る
か
可
能
で
な
い
か
の
い
ず
れ
か
だ
ろ
う
。
だ
が
、
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
可

能
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
本
当
に
論
証
に
寄
与
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
疑
わ

れ
る
。
文
学
ら
し
い
技
法
を
通
じ
て
、
哲
学
的
論
証
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
言
っ

て
も
、
そ
れ
を
一
般
的
な
言
葉
に
翻
訳
で
き
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
本
当
に
そ
ん

な
寄
与
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
だ
ろ
う
。
反
対
に
、
も
し
翻
訳
が
可
能

な
の
だ
と
す
れ
ば
、
最
初
か
ら
一
般
的
な
言
葉
で
書
け
ば
い
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
少
な
く
と
も
、
文
学
ら
し
い
技
法
を
経
由
し
な
く
て
も
、
論
証
を
再
構
成
可

能
な
の
で
あ
れ
ば
、
元
の
論
証
は
本
質
的
に
そ
の
よ
う
な
技
法
を
必
要
と
し
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
論
証
に
対
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
や
反
論
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
本
稿
で
は
、
こ
の
論
証
に
正
面
か
ら
答
え
る
こ
と
は
し
な
い
で
お
く
。
な
ぜ

か
と
言
う
と
、
本
稿
で
は
、
む
し
ろ
こ
の
論
証
の
土
俵
に
乗
る
こ
と
な
く
、
迂
回

路
を
考
え
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
だ

3

。

パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
問
題
は
、
前
提
と
し
て
、
哲
学
を
論
証
と
い
う
営
み
に
限
定
し

て
い
る
。
こ
れ
は
哲
学
観
と
し
て
は
か
な
り
狭
い
も
の
だ
ろ
う
。
文
学
作
品
の
知

と
哲
学
の
知
を
比
較
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
こ
ま
で
狭
い
哲
学
観
に
こ
だ
わ
る
こ

と
は
無
益
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
い
。
少
な
く
と
も
論
証
は
文
学
作
品
が
得
意

な
領
域
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
、
も
っ
と
文
学
作
品
が
得
意
な
領
域

に
注
目
し
た
方
が
比
較
と
し
て
も
有
益
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
む
し

ろ
、
も
っ
と
広
い
哲
学
観
に
立
っ
て
、
両
者
の
比
較
を
試
み
た
い
と
考
え
る
。

３
．
哲
学
に
お
け
る
理
解
と
文
学
に
お
け
る
理
解

３-

１
．
理
解

論
証
が
哲
学
の
重
要
な
部
分
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
明
ら
か
に
哲
学
に
は

そ
れ
以
外
の
活
動
も
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
哲
学
教
育
や
文
献
解
釈
は
、
広

義
の
哲
学
を
構
成
す
る
活
動
の
一
部
だ
。
哲
学
教
育
、
特
に
、
こ
れ
か
ら
哲
学
を

は
じ
め
て
学
ぼ
う
と
す
る
学
生
向
け
の
授
業
な
ど
を
考
え
て
み
て
ほ
し
い
。
学
生

が
自
分
で
論
証
を
構
成
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
教
育
目
標
の
ひ
と
つ
か
も
し

れ
な
い
が
、
目
標
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
は
ず
だ
。
例
え
ば
、
学
生
が
、
新
し
い

概
念
を
習
得
す
る
こ
と
、
テ
キ
ス
ト
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
問
題
を
理
解
す
る
こ

と
、
固
定
観
念
に
捉
わ
れ
ず
新
し
い
視
点
か
ら
問
題
を
見
る
こ
と
な
ど
を
身
に
つ

け
て
ほ
し
い
と
い
う
の
は
妥
当
な
教
育
目
標
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
対
象
と
す
る
活
動
を
論
証
か
ら
教
育
や
解
釈
に
移
す
と
、
命

題
的
知
識
以
外
の
知
の
重
要
性
も
見
え
て
く
る
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
知
識
よ

り
も
対
象
を
よ
り
良
く
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
理
解 (understanding) 

と
呼
ば
れ
る
タ
イ
プ
の
知
を
導

入
し
た
い
。
理
解
は
、
知
識
と
は
異
な
っ
た
種
類
の
知
で
あ
り
、
近
年
の
科
学
哲

学
や
認
識
論
で
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
て
き
た (G

rim
m

 (2012))

4

。
ま
た
、
知
識

で
は
な
く
理
解
に
注
目
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
文
学
の
知
を
巡
る
議
論
で
も
近
年

盛
ん
に
な
っ
て
お
り
、G

ibson (2008)

やM
ikkonen (2015) 

は
こ
う
し
た
ア
プ

ロ
ー
チ
を
「
新
認
知
説 neo-cognitivism

」
と
呼
ん
で
い
る
。
本
稿
も
こ
の
新
認

知
説
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
方
、
新
認
知
説
に
対
し

て
は
、
理
解
と
は
何
か
が
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
疑
問
が
し
ば
し
ば
提
示
さ
れ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
稿
で
は
、
以
下
に
紹
介
す
るW

ilkenfeld (2013) 

の
説
を

採
用
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

直
観
的
に
は
、
X
を
理
解
し
て
い
る
と
は
、
X
を
正
確
に
把
握
し
て
お
り
、
X
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に
関
す
る
適
切
な
推
論
、
予
測
、
説
明
な
ど
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
を
指

す
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
述
語
論
理
を
理
解
し
て
い
る
」「
あ
な
た
の
考
え

方
を
理
解
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
日
常
の
用
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
述
語

論
理(

や
あ
な
た
の
考
え
方)

を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
述
語
論
理(

や
あ
な

た
の
考
え
方)

に
関
し
て
、
適
切
な
予
測
や
推
論
が
で
き
、
適
切
な
説
明
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
状
態
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

ウ
ィ
ル
ケ
ン
フ
ェ
ル
ド
は
、
以
上
の
よ
う
な
直
観
的
な
捉
え
方
を
、
も
う
少
し

洗
練
さ
れ
た
形
で
定
式
化
し
て
い
る
。
ウ
ィ
ル
ケ
ン
フ
ェ
ル
ド
は
、
理
解
を
以
下

の
よ
う
に
分
析
す
る

5

。

(

文
脈
C
に
お
い
て) 

人
T
が
対
象
o
を
理
解
し
て
い
る iff 

T
は
o
の
心
的
表

象
R
を
所
有
し
、
T
は
R
を
修
正
す
る
こ
と
で
、
o
に
関
す
る
有
効
な
推
論
や
操

作
を
遂
行
で
き
る
。

ウ
ィ
ル
ケ
ン
フ
ェ
ル
ド
の
定
義
で
は
、
理
解
は
、
人
間
が
適
切
な
心
的
モ
デ
ル

を
形
成
す
る
こ
と
で
、
対
象
領
域
に
関
す
る
有
効
な
推
論
や
操
作
を
行
な
う
こ
と

が
で
き
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
状
態
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
知
識
と
対
比
す
る
か
た
ち
で
、
理
解
の
重
要
な
特
性
に
つ
い
て
も
い

く
つ
か
敷
衍
し
て
お
こ
う
。
第
一
に
、
命
題
的
知
識
は
、
知
っ
て
い
る
／
知
ら
な

い
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
二
値
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
理
解
は
程
度

を
も
つ
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
例
え
ば
、
端
的
に
述
語
論
理
を
理
解
し
て
い
る
人

間
と
い
う
の
は
存
在
せ
ず
、「
よ
り
理
解
し
て
い
る
」「
あ
る
程
度
理
解
し
て
い

る
」「
あ
ま
り
理
解
し
て
い
な
い
」
な
ど
の
よ
う
に
、
理
解
の
程
度
に
濃
淡
を
想

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
に
、
命
題
的
知
識
と
真
理
の
結
び
つ
き
が
明
確
で
あ
る
の
に
対
し
│
│
知

識
を
構
成
す
る
の
は
、
真
な
る
命
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
│
│
、
理
解
と
真
理
の
間

に
直
接
的
な
結
び
つ
き
は
な
い
。
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
理
解
は
、
命
題
を
対

象
と
す
る
も
の
で
さ
え
な
い
し
、
述
語
論
理
の
よ
う
な
事
物
は
、
そ
れ
自
体
は
真

で
も
偽
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
理
解
形
成
に
関
し
て
重
要
な
の
は
、
予
測
や
説

明
を
可
能
に
す
る
、
有
効
な
心
的
モ
デ
ル
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
も
ち
ろ

ん
、
理
解
に
関
し
て
、
妥
当
性
の
問
題
が
ま
っ
た
く
生
じ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
理
解
を
構
成
す
る
モ
デ
ル
は
、
何
ら
か
の
点
で
、
現
実
世
界
の
現
象
に
合

致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
理
解
の
妥
当
性
を
保
証

す
る
の
は
、
そ
れ
が
予
測
や
説
明
を
可
能
に
す
る
と
い
う
意
味
で
の
有
効
性
で

あ
っ
て
、
真
で
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。

３-

２
．
哲
学
に
お
け
る
理
解

以
上
で
導
入
し
た
理
解
と
い
う
概
念
は
、
当
然
な
が
ら
哲
学
に
限
定
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
で
は
、
理
解
に
関
し
て
、
哲
学
な
ら
で
は
の
部
分
が
あ
る
だ
ろ
う

か
。こ

の
問
題
に
取
り
組
む
た
め
、
以
下
で
は
、
も
う
少
し
哲
学
の
積
極
的
な
特
徴

づ
け
に
関
わ
り
た
い
と
思
う
。
議
論
の
余
地
は
あ
る
が
、
哲
学
の
仕
事
は
概
念
分

析
で
あ
り
、
哲
学
の
探
求
の
対
象
は
概
念
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
実
は
、
現
代
の

メ
タ
哲
学
の
議
論
で
は
、
こ
う
し
た
定
式
化
に
は
、
す
で
に
か
な
り
異
論
が
向
け

ら
れ
て
お
り
、
特
に
本
当
に
哲
学
の
対
象
が
概
念
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
、
否
定
す
る
論
者
も
多
い(W

illiam
son (2007), D

eutsch (2020))

。
た
だ
し
、

哲
学
が
本
当
に
概
念
の
分
析
な
の
か
と
い
う
論
点
は
、
こ
こ
で
の
論
点
に
さ
ほ
ど

関
わ
ら
な
い
た
め
置
い
て
お
こ
う
。
本
稿
で
は
「
概
念
分
析
」
と
い
う
語
は
単
な

る
ラ
ベ
ル
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
概
念
分
析
の
中
で
も
、
よ
り
狭
い
意
味
で
の
概
念
分
析

と
、
よ
り
広
い
意
味
で
の
概
念
分
析
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ス
ト
ロ
ー
ソ

ン
は
、「
還
元
」
型
概
念
分
析
と
、「
概
念
の
明
確
化
」
型
の
概
念
分
析
を
区
別
し
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て
い
る (Straw

son (1992), C
hap. 2)

。

「
還
元
」
型
概
念
分
析
は
、
非
循
環
的
に
概
念
の
必
要
十
分
条
件
を
述
べ
る
と

い
う
タ
イ
プ
の
分
析
だ
。
こ
の
典
型
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
知
識
を
、
正
当
化

さ
れ
た
真
な
る
信
念
と
し
て
分
析
す
る
と
い
っ
た
例
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ

の
種
の
分
析
で
は
、︿
何
か
を
知
っ
て
い
る
﹀
と
い
う
事
態
が
成
り
立
つ
際
の
必

要
十
分
条
件
が
提
示
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
知
識
の
定
義
が
与
え
ら
れ
る
。
な
ぜ

こ
れ
が
「
還
元
」
と
呼
ば
れ
る
か
と
言
え
ば
、
こ
の
種
の
分
析
で
は
、
知
識
が
、

正
当
化
、
真
、
信
念
と
い
っ
た
構
成
要
素
に
還
元
さ
れ
る
か
ら
だ
。

一
方
、「
概
念
の
明
確
化
」
型
概
念
分
析
は
、
上
記
の
よ
う
な
概
念
分
析
も
含

む
、
よ
り
広
い
特
徴
づ
け
に
な
っ
て
い
る
。「
還
元
」
型
が
循
環
的
な
分
析
を
許

容
し
な
い
の
に
対
し
、
概
念
の
明
確
化
は
循
環
を
許
容
す
る
。
例
え
ば
、
知
識
と

い
う
概
念
は
、
知
覚
経
験
の
概
念
に
依
存
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
で
、

知
覚
経
験
の
概
念
も
ま
た
知
識
の
概
念
を
通
じ
て
し
か
理
解
可
能
で
は
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
仮
に
、
こ
う
し
た
分
析
が
循
環
す
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
、
十

分
に
広
い
複
数
の
概
念
の
一
般
的
な
つ
な
が
り
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
か
ぎ
り
、

知
識
と
い
う
現
象
の
理
解
に
寄
与
す
る
。

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
自
身
が
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
概
念
の
明
確
化

は
、
総
体
と
し
て
、
概
念
の
理
解
を
目
指
す
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
と
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
以
上
の
よ
う
な
分
析
を
行
な
う
こ
と
で
、
非
常
に
一

般
的
な
事
象
の
間
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
、
有
効
な
モ
デ
ル
を
形
成
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
概
念
の
明
確
化
が
哲
学
の
主
要
な
仕
事
か
ど
う
か
は
い
く
ぶ
ん
論

争
的
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
文
献
解
釈
や
哲
学
教
育
の
場
面
に
限
定
す
れ
ば
、
そ
れ

ら
の
場
面
で
、
概
念
の
明
確
化
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
見
解
は
、
よ
り
穏
当
な

主
張
に
な
る
だ
ろ
う
。
知
識
、
芸
術
、
因
果
、
自
由
意
志
と
い
っ
た
一
般
的
な
事

象
に
つ
い
て
、
有
効
な
心
的
モ
デ
ル
を
形
成
す
る
こ
と
は
、
確
か
に
哲
学
の
効
用

の
ひ
と
つ
に
は
ち
が
い
な
い
か
ら
だ
。

３-

３
．
文
学
に
お
け
る
理
解

で
は
、
概
念
の
明
確
化
に
近
い
も
の
を
文
学
の
実
践
の
中
に
見
出
す
こ
と
は
で

き
る
だ
ろ
う
か
。
哲
学
と
ま
っ
た
く
同
じ
か
た
ち
で
は
な
い
に
せ
よ
、
哲
学
の

対
象
に
な
る
よ
う
な
一
般
的
な
事
象 (

愛
、
人
生
の
意
味
、
自
由
意
志
な
ど) 

に

関
す
る
テ
ー
マ
的
な
探
求
を
文
学
の
中
に
見
出
す
こ
と
は
難
し
く
な
い
。
実
際
、

C
arroll (2002) 

や John (1998) 

で
は
、
文
学
の
知
と
し
て
、
概
念
的
知
や
、
概

念
の
つ
な
が
り
の
明
確
化
を
あ
げ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
作
用
の
中
で
も
、
文
学
の
芸
術
的
価
値
と
の
結
び
つ
き

が
比
較
的
明
ら
か
な
タ
イ
プ
の
も
の
を
取
り
上
げ
よ
う
。
そ
の
候
補
と
し
て
、
こ

こ
で
は
、「
概
念
把
握
の
転
覆
」
と
で
も
呼
べ
そ
う
な
も
の

6

│
│
つ
ま
り
、
私

た
ち
が
当
り
前
だ
と
思
っ
て
い
る
概
念
の
捉
え
方
を
ゆ
り
動
か
し
、
反
省
さ
せ
、

新
し
い
角
度
で
見
る
よ
う
に
仕
向
け
る
と
い
う
作
用
を
取
り
上
げ
る

7

。

概
念
把
握
の
転
覆
の
例
は
文
学
作
品
の
中
に
無
数
に
見
つ
か
る
。
平
凡
な
例
を

あ
げ
れ
ば
、
道
徳
的
葛
藤
を
提
示
し
、
正
義
や
善
の
複
雑
さ
を
示
す
と
い
っ
た
例

は
い
く
つ
も
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
も
う
少
し
現
実
的
で
複
雑
な
例
を
あ
げ

れ
ば
、
ア
イ
リ
ー
ン
・
ジ
ョ
ン
は
、
グ
レ
イ
ス
・
ペ
イ
リ
ー
の
短
篇
「
必
要
な
も

の (W
ants)

」（『
最
後
の
瞬
間
の
す
ご
く
大
き
な
変
化
』
所
収
）
を
取
り
上
げ
て

い
る (John (1998))

。
紙
幅
の
都
合
上
あ
ら
す
じ
を
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
こ
の
作
品
で
は
、
語
り
手
が
特
異
な
欲
求
を
提
示
し
、
そ
れ
が
本
当

に
欲
求
と
呼
べ
る
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い

る
。
ジ
ョ
ン
は
こ
の
短
篇
を
概
念
的
知
の
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
む
し

ろ
、
こ
の
作
品
は
、
欲
求
に
対
す
る
常
識
的
な
捉
え
方
を
ゆ
り
動
か
す
も
の
だ
と
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捉
え
た
方
が
自
然
だ
ろ
う
。

概
念
把
握
の
転
覆
は
、
前
節
で
論
じ
た
概
念
の
明
確
化
の
よ
う
に
、
何
ら
か
の

現
象
に
つ
い
て
、
常
識
的
理
解
を
明
確
化
す
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
常
識
的
理
解
の
批
判
や
転
覆
だ
。
だ
が
、
す
で
に
論
じ

た
よ
う
に
、
本
稿
に
お
い
て
理
解
は
、
有
効
な
心
的
モ
デ
ル
の
形
成
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
概
念
把
握
の
転
覆
が
、
有
効
で
な
い
心
的
モ
デ
ル
の
転
覆

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
理
解
に
寄
与
す
る
過
程
で
あ
る
と
主
張
で
き
る

だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
概
念
把
握
の
転
覆
を
通
じ
た
理
解
の
洗
練
が
、
実
際
に
信
頼
可
能

で
妥
当
な
理
解
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
に
は
こ
れ
だ
け
で
は
足
り
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
の
課
題
に
十
全
に
応
え
る
こ
と
は
、
経
験
的
な
調
査

を
含
む
大
規
模
な
研
究
を
必
要
と
し
て
お
り
、
紙
幅
の
都
合
だ
け
か
ら
言
っ
て
も

本
稿
で
扱
う
こ
と
は
難
し
い
。

以
下
で
は
、
こ
の
立
場
が
前
半
で
提
示
し
た
批
判
に
答
え
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ

る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
擁
護
で
き
る
の
は
、
文
学
の
芸
術
的
価
値
や
ナ
ラ
デ
ハ
特

徴
と
切
り
離
す
こ
と
な
く
、
文
学
の
知
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い

う
主
張
に
留
ま
る
。
だ
が
、
本
稿
の
主
張
通
り
、
概
念
把
握
の
転
覆
が
、
実
際
に

文
学
に
お
け
る
芸
術
的
価
値
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
上
記
の

よ
う
な
妥
当
性
や
信
頼
性
の
問
題
に
関
し
て
も
多
少
の
示
唆
を
与
え
る
だ
ろ
う
。

と
い
う
の
は
、
そ
の
場
合
、
こ
う
し
た
過
程
の
信
頼
性
・
妥
当
性
は
、
批
評
実
践

な
ど
で
も
重
ん
じ
ら
れ
、
達
成
で
き
な
け
れ
ば
瑕
疵
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
問
題

で
あ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
か
ら
だ
。

３-

４
．
前
半
の
批
判
に
答
え
る
⑴

さ
て
、
以
上
に
よ
り
、
わ
た
し
た
ち
は
よ
う
や
く
前
半
で
提
示
し
た
問
題
に
答

え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
改
め
て
問
題
を
確
認
し
よ
う
。
こ
こ
ま
で

確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
哲
学
的
知
に
関
し
て
広
い
見
方
を
と
れ
ば
、
知
識
だ
け

で
は
な
く
理
解
、「
還
元
」
型
概
念
分
析
で
は
な
く
概
念
の
理
解
も
そ
の
中
に
含

ま
れ
る
。
ま
た
、
寛
容
な
哲
学
観
を
取
る
こ
と
で
、
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
問
題
を
回
避

で
き
る
。
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
問
題
を
回
避
で
き
れ
ば
、
主
知
主
義
の
問
題
に
答
え
ら

れ
る
余
地
が
生
ま
れ
る
。
一
方
、
主
知
主
義
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
必
要
な
こ

と
は
以
下
の
作
業
だ
っ
た
。

⑴　
︹
哲
学
的
知
か
ら
芸
術
的
価
値
へ
︺
作
品
を
通
じ
て
の
哲
学
的
知
が
、

文
学
の
芸
術
的
価
値
に
貢
献
す
る
領
域
を
見
る 

⑵　
︹
芸
術
的
価
値
か
ら
哲
学
的
知
へ
︺
作
品
を
通
じ
て
の
哲
学
的
知
に
、

文
学
の
ナ
ラ
デ
ハ
特
徴
が
貢
献
す
る
部
分
を
見
る

こ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
、
文
学
作
品
を
通
じ
た
概
念
の
理
解
、
特
に
概
念
把
握

の
転
覆
に
関
し
て
、
⑴
と
⑵
が
実
現
可
能
で
あ
る
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
だ
が
実
は
、
こ
の
作
業
は
す
で
に
ほ
と
ん
ど
完
了
し
て
い
る
。
問
題
と
な
る

哲
学
的
知
を
、
知
識
で
は
な
く
理
解
へ
と
変
更
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
⑴
と
⑵
は

は
る
か
に
簡
単
な
作
業
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

第
一
に
、
⑴
の
作
業
、
つ
ま
り
、
作
品
を
通
じ
て
の
哲
学
的
知
が
、
文
学
の
芸

術
的
価
値
に
貢
献
す
る
領
域
を
見
て
み
よ
う
。
何
が
言
え
れ
ば
、
あ
る
も
の
が
芸

術
的
価
値
を
構
成
す
る
と
言
え
る
の
か
と
い
う
一
般
的
な
条
件
は
難
し
い
が
、
少

な
く
と
も
基
本
的
な
方
向
は
明
確
だ
。
文
学
の
芸
術
的
価
値
と
は
、
定
義
上
、
文

学
作
品
を
文
学
作
品
と
し
て
評
価
す
る
際
の
価
値
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、

あ
る
も
の
が
歴
史
的
・
慣
習
的
に
作
品
の
批
評
的
評
価
に
お
い
て
価
値
あ
る
も
の

と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
芸
術
的
価
値
を
構
成
す
る
ひ
と
つ

の
根
拠
に
な
る
だ
ろ
う (Stecker (2005), C

hap. 11)

。

一
方
、
概
念
把
握
の
転
覆
に
関
し
て
こ
れ
が
成
り
立
つ
こ
と
は
十
分
に
言
え
る
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よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
概
念
把
握
の
転
覆
は
、
伝
統
的
に
文
学
の
役
割
の
ひ

と
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
し
、
し
ば
し
ば
批
評
的
に
言
及
さ
れ
る
価
値
で
も

あ
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
こ
れ
が
文
学
の
芸
術
的
価
値
の
ひ
と
つ
に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
別
の
タ
イ
プ
の
認
識
的
価
値
で
あ
る
真
理
と
比
較
し
て
見
る
と
わ
か
り
や
す

い
。
実
際
、
文
学
の
知
に
対
す
る
懐
疑
論
の
代
表
的
な
論
者
で
あ
る
ラ
マ
ル
ク
と

オ
ル
セ
ン
は
、
真
理
が
文
学
的
価
値
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
を
懐
疑
論
の
大
き
な
根

拠
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
げ
て
い
る (Lam

arque &
 O

lsen (1994))

。
少
な
く
と
も
、

一
般
的
な
傾
向
と
し
て
は
、
こ
れ
は
正
し
い
指
摘
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
経
験
的
事

実
に
関
し
て
、
証
拠
を
あ
げ
て
、
主
張
の
真
理
を
保
証
す
る
こ
と
が
一
般
に
文
学

作
品
で
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
偽
で
あ

る
と
か
、
根
拠
が
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
と
し
て
の
価
値
が
下
が
る
わ
け
で

も
な
い

8

。

と
こ
ろ
が
、
本
稿
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
よ
う
な
概
念
把
握
の
転
覆
に
つ
い
て

は
、
事
態
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
私
た
ち
の
捉
え
方
を
ゆ
り
動
か
す
作
品

が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
高
く
評
価
さ
れ
る
事
例
や
、
反
対
に
そ
れ
を
実
現
で
き
な
い

こ
と
が
瑕
疵
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
は
容
易
に
想
定
で
き
る
の
だ
。

３-

５
．
前
半
の
批
判
に
答
え
る
⑵

第
二
に
、
⑵
の
作
業
、
つ
ま
り
、
文
学
の
ナ
ラ
デ
ハ
特
徴
が
、
作
品
を
通
じ
て

の
哲
学
的
知
に
貢
献
す
る
部
分
を
見
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
知
識
で
は
な
く

理
解
に
注
目
す
る
か
ぎ
り
、
ナ
ラ
デ
ハ
特
徴
が
貢
献
す
る
例
を
あ
げ
る
こ
と
は
難

し
く
な
い
。

Phelan (2018)

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
的
装
置
（
本
稿
で
言
う
ナ
ラ
デ
ハ
特

徴
）
が
理
解
の
形
成
に
果
す
機
能
を
分
析
し
て
い
る (Phelan (2018))

。
フ
ェ
ラ

ン
が
言
う
文
学
的
装
置
に
は
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
、
メ
タ
フ
ァ
ー
、
視
点
の
設
定
な
ど

が
含
ま
れ
る
。

例
え
ば
、
メ
タ
フ
ァ
ー
と
は
、「
人
生
は
旅
だ
」
と
言
う
例
の
よ
う
に
、
ひ
と

つ
の
も
の
を
、
そ
れ
と
共
通
点
を
も
っ
た
別
の
も
の
に
見
立
て
る
と
い
う
修
辞
法

だ
。
メ
タ
フ
ァ
ー
を
通
じ
て
、
ふ
た
つ
の
異
な
る
秩
序
を
比
較
す
る
こ
と
は
理
解

を
与
え
る
。
こ
う
し
た
技
法
に
よ
っ
て
、
異
な
る
ふ
た
つ
の
対
象
を
結
び
つ
け
る

こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
特
徴
に
注
目
さ
せ
、
対
象
の
理
解
が
強
化

さ
れ
る
。

一
方
、
特
に
、
本
稿
が
あ
げ
た
概
念
把
握
の
転
覆
と
深
く
関
わ
る
の
は
、
情
動

に
よ
っ
て
読
者
を
ひ
き
つ
け
る
作
用
だ
。
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
概
念
把
握
の

転
覆
は
、
私
た
ち
が
当
り
前
だ
と
思
っ
て
い
る
概
念
の
捉
え
方
を
ゆ
り
動
か
し
、

反
省
さ
せ
、
新
し
い
角
度
で
見
る
よ
う
に
仕
向
け
る
こ
と
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
人
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

多
く
の
場
合
、
文
学
作
品
が
人
を
動
か
す
力
を
も
つ
の
は
、
鑑
賞
者
を
情
動
に

よ
っ
て
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
ろ
う
。
文
学
は
、
出
来
事
や
状
況
を
詳
細

に
描
き
、
鑑
賞
者
を
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
情
動
的
に
ひ
き
つ
け
、
注
目
せ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
。
実
際
、
文
学
の
ナ
ラ
デ
ハ
特
徴
の
多
く
は
、
情
動
を

喚
起
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
他
の
方
法
も
あ
り
え
る
が
、
哲
学
と

比
較
し
た
時
に
文
学
作
品
の
方
が
得
意
な
事
柄
と
し
て
ま
ず
候
補
に
あ
が
る
の
は

情
動
の
喚
起
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
、
も
ち
ろ
ん
情
動
を
喚
起
す
る
だ
け
で
は
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
は

貢
献
し
な
い
。
典
型
的
に
使
用
さ
れ
る
の
は
次
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
だ
ろ
う
。

文
学
作
品
は
、
解
釈
の
難
し
い
複
雑
な
具
体
的
状
況
を
提
示
す
る
一
方
、
情
動
に

よ
っ
て
、
読
者
を
作
品
内
の
状
況
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
ひ
き
つ
け
、
難
し
い
状
況

を
解
釈
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
す
る
。
つ
ま
り
、
文
学
作
品
は
、
鑑
賞
者
を
一
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種
の
ジ
レ
ン
マ
に
巻
き
込
む
の
だ
。
他
方
で
、
哲
学
に
こ
れ
が
実
現
で
き
る
か
と

い
う
と
難
し
い
だ
ろ
う
。
普
通
の
意
味
で
の
哲
学
に
は
情
動
に
よ
っ
て
読
者
を
ひ

き
つ
け
る
た
め
の
技
術
も
道
具
も
な
い
か
ら
だ
。

先
ほ
ど
あ
げ
た
グ
レ
イ
ス
・
ペ
イ
リ
ー
の
例
を
引
き
つ
つ
、
ジ
ョ
ン
は
、
ま
さ

に
こ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
に
触
れ
て
い
る
。
語
り
手
は
特
異
な
欲
求
を
提
示
す
る

が
、
そ
の
思
考
を
理
解
し
た
い
と
い
う
読
者
の
動
機
は
情
動
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ

る
。
鑑
賞
者
は
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
対
し
て
公
平
で
あ
ろ
う
と
気
に
か
け
る
」
か

ら
だ (John (1998), p.343)

。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
ナ
ラ
デ
ハ
特
徴
が
哲
学
的
知
に

貢
献
す
る
事
例
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
知
識
で
は
な
く
、
理
解
を
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
文
学
の
知

に
関
す
る
議
論
の
枠
組
を
大
き
く
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
、
作
品
の
芸
術
的
価
値

と
切
り
離
す
こ
と
な
く
、
作
品
を
通
じ
た
知
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

だ
。

注1.　

こ
の
分
野
の
導
入
と
し
て
は
、John(2001)

、G
ibson(2008)

な
ど
を
参
照
。
日
本

語
で
読
め
る
も
の
と
し
て
は
、
高
田(2017)

、
吉
川
、
横
地
、
池
田(2019)
な
ど
。

2.　

リ
ヴ
ィ
ン
グ
ス
ト
ン
は
「
ナ
ラ
デ
ハ
特
徴
」
と
い
う
語
で
は
な
く
、「
メ
デ
ィ
ア
の

固
有
性m

edium
 specificity

」
な
ど
の
言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
稿
の
言
葉

づ
か
い
で
言
え
ば
「
ナ
ラ
デ
ハ
特
徴
」
に
相
当
す
る
。

3.　

パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
問
題
に
対
す
る
応
答
と
し
て
は
、Sm

uts(2009)

や
高
田(2017)

を

参
照
。

4.　
「
理
解
は
知
識
と
は
異
な
る
」
と
言
う
際
に
、
本
稿
で
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
理

解
が
知
識
か
ら
概
念
的
に
区
別
さ
れ
る
と
い
う
点
の
み
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
ほ

し
い
。
そ
れ
以
上
に
強
い
主
張
│
│
理
解
は
ま
っ
た
く
知
識
に
依
存
し
な
い
な
ど
│

│
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

5.　

な
お
、
ウ
ィ
ル
ケ
ン
フ
ェ
ル
ド
自
身
は
、W

ilkenfeld(2019)

で
、
こ
れ
を
さ
ら
に

改
良
し
た
別
の
説
を
提
唱
し
て
い
る
。
だ
が
、
い
ず
れ
の
説
を
採
用
す
る
か
と
い
う

の
は
細
か
い
問
題
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
論
点
に
は
ほ
と
ん
ど
関
わ
ら
な
い
の
で
、
こ

こ
で
は
上
記
の
説
を
採
用
し
て
い
る
。

6.　

細
か
い
用
語
法
の
注
釈
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
概
念
の
明
確
化
と
、
概
念
把
握
の

転
覆
を
、
別
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
区
別
し
て
お
り
、
前
者
は
常
識
的
理
解
を
明

確
化
し
、
後
者
は
常
識
的
理
解
を
ゆ
り
動
か
す
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
一
方
、
ど
ち

ら
も
哲
学
的
な
事
象(

な
い
し
概
念)

の
理
解
に
寄
与
す
る
と
い
う
意
味
で
、
ひ
と
つ
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
の
ふ
た
つ
の
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

7.　

本
稿
で
は
、
概
念
把
握
の
転
覆
が
文
学
に
お
け
る
芸
術
的
価
値
の
ひ
と
つ
で
あ
る

こ
と
を
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
文
学
だ
け
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
ま
で

は
主
張
し
て
い
な
い
。
実
際
、
他
の
芸
術
形
式
は
も
ち
ろ
ん
、
哲
学
に
お
い
て
こ
の

種
の
価
値
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
般
論
と
し
て
は
、
こ

れ
は
哲
学
よ
り
も
む
し
ろ
文
学
や
芸
術
が
得
意
と
す
る
領
域
で
あ
り
、
そ
の
種
の
試

み
を
遂
行
す
る
哲
学
は
、「
文
学
的
」
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
指
摘
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
。

8.　

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
一
般
的
な
傾
向
の
話
で
あ
っ
て
、
ジ
ャ
ン
ル
や
作
者
の
目
的
を

限
定
す
れ
ば
、
も
う
少
し
違
う
議
論
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
あ
る
種

の
歴
史
小
説
で
は
歴
史
考
証
の
正
確
さ
も
文
学
的
評
価
に
影
響
す
る
と
い
う
こ
と
は

あ
り
え
る
だ
ろ
う
。
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１
．
は
じ
め
に
─
─
危
機
意
識
と
語
り
の
形
式

先
ず
私
は
、
現
代
の
哲
学
と
文
学
に
通
底
す
る
危
機
意
識
の
輪
郭
を
際
立
た
せ

る
こ
と
で
、
両
者
の
接
点
を
探
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

ア
ド
ル
ノ
と
い
え
ば
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
後
で
詩
を
書
く
こ
と
は
野
蛮
で

あ
る
」
と
い
う
発
言
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
は
一
九
五
四
年
の
論
考
「
現
代
小

説
に
お
け
る
語
り
手
の
位
置
」
に
お
い
て
「
距
離
の
消
去
」(G

S11:46) 

と
い
う

事
態
を
指
摘
し
て
い
る
。
短
く
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
彼
に
よ
れ
ば
、
地
上
に
生
き

る
あ
ら
ゆ
る
生
を
巻
き
込
み
、
傷
つ
け
、
ま
た
徒
に
傷
つ
け
る
だ
け
で
な
く
、
あ

る
種
の
社
会
的
・
政
治
的
な
「
実
験
」
材
料
へ
と
絶
え
ず
駆
り
立
て
る
よ
う
な
、

そ
う
し
た
現
実
の
途
方
も
な
い
力
を
前
に
、
現
代
人
は
書
き
手
と
し
て
も
、
読
み

手
と
し
て
も
、
も
は
や
中
立
的
で
傍
観
者
的
な
態
度
を
保
つ
こ
と
は
で
き
な
い
、

と
言
う
の
だ
。
ち
な
み
に
彼
が
こ
の
論
考
を
発
表
し
た
当
時
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
は

ま
だ
築
か
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
東
西
分
裂
は
決
定
的
で
あ
り
、
朝
鮮
戦
争
を
経

験
し
た
国
際
社
会
は
、
い
や
増
す
核
戦
争
の
脅
威
に
晒
さ
れ
て
い
た
。
破
局
は
、

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
終
わ
ら
な
か
っ
た
。
否
、
急
速
に
経
済
発
展
を
遂
げ
る
西

ド
イ
ツ
で
は
、
敗
戦
の
、
そ
し
て
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
忘
却
と
い
う
別
の
破
局

が
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
。
亡
命
先
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
還
し
、
大
学
教
員
資
格
を

回
復
し
て
も
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
対
し
知
ら
ぬ
存
ぜ
ぬ
を
決
め
込
む
同
僚
達
と
働

か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ユ
ダ
ヤ
系
の
ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
、
崩
壊
は
至
る
所
に
存

在
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
脅
威
を
前
に
、
小
説
家
に
は
何
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
彼
が
述
べ

る
に
、
我
々
が
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
例
え
ば
小
説
を
書
き
な
が
ら
の

社ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン

会
参
加
の
可
能
性(

サ
ル
ト
ル)

で
も
な
け
れ
ば
、
特
定
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
従
っ
た
社
会
改
革
の
文
学
的
擁
護(

ル
カ
ー
チ)

で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な

く
、
カ
フ
カ
や
ジ
ョ
イ
ス
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
偉
大
さ
は
、
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
生

に
つ
い
て
真
に
表
現
で
き
る
の
は
ど
の
よ
う
な
語
り
の
形
式
か
を
考
え
、
現
実

の
脅
威
に
自
身
の
文
学
的
「
身
体
」
を
、
要
す
る
に
文
体
を
進
ん
で
晒
し
た
点
に

あ
る
。
何
を
伝
え
る
べ
き
か
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
ど
う
表
現
し
、
伝
え
る
べ
き

か
が
重
要
に
な
り
、
ま
た
同
時
に
、
引
き
受
け
る
の
も
憂
鬱
な
課
題
と
な
る
。
戦

争
犠
牲
者
に
と
っ
て
、
自
ら
の
生
を
ズ
タ
ズ
タ
に
引
き
裂
い
た
ト
ラ
ウ
マ
的
な
出

来
事
を
「
か
つ
て
の
冒
険
小
説
の
よ
う
に
語
る
」(G

S11:42) 

こ
と
な
ど
で
き
る

は
ず
が
な
い
。
だ
が
、
お
お
よ
そ
表
現
と
い
う
行
為
に
自
ら
を
賭
け
ん
と
す
る
者

は
、
こ
の
深
淵
を
覗
き
こ
み
、
そ
の
淵
で
戯
れ
る
こ
と
さ
え
躊
躇
し
て
は
な
ら

ぬ
、
と
彼
は
示
唆
す
る (C

f,G
S11:47)

。

意
味
が
立
ち
上
が
る
と
き
│
│
物
語
論
の
諸
相

入

谷

秀

一
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距
離
の
消
去
と
い
う
自
覚
は
実
際
、
哲
学
や
文
学
に
お
い
て
も
、
新
た
な
研
究

カ
テ
ゴ
リ
ー
や
ジ
ャ
ン
ル
を
産
み
出
し
て
い
る
。
安
全
な
場
所
な
ど
存
在
せ
ず
、

誰
も
が
暴
力
的
な
現
実
の
当
事
者
た
り
う
る
と
い
う
意
識
が
、
社
会
哲
学
的
、
現

象
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
当
事
者
研
究
を
推
進
し
、
他
方
文
学
で
は
、
戦
争

の
、
災
害
の
、
或
い
は
様
々
な
差
別
や
虐
待
の
当
事
者
に
よ
る
告
白
や
証
言
と

な
っ
て
現
れ
、
社
会
的
な
耳
目
を
集
め
て
い
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
表
れ
る
「
私
」

の
語
り
に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
見
た
ま
え
！
こ
れ

が
「
私
」
の
人
生
だ
と
、
己
の
キ
ャ
リ
ア
や
成
功
体
験
を
誇
示
す
る
冒
険
譚
の
よ

う
な
自
伝
と
は
違
い
、
語
り
手
自
身
が
自
ら
の
無
力
さ
と
深
く
、
繰
り
返
し
対
峙

す
る
よ
う
な
語
り
の
形
式
と
は
、
い
か
な
る
も
の
か
。

私
は
長
年
、
ア
ド
ル
ノ
ら
を
第
一
世
代
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
学
派
（
＝
批
判
理
論
）
の
研
究
に
従
事
し
、
ま
た
他
方
で
近
年
、
特
に
ア
メ

リ
カ
で
研
究
が
盛
ん
なlife-w

riting

（
和
訳
し
づ
ら
い
が
、
通
り
が
よ
い
言
葉
で

言
う
な
ら
「
バ
イ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」）
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
注
目
し
て
き
た (

入

谷 2013;2018;2019)

。
そ
こ
で
見
え
て
き
た
の
は
、
共
に
、
あ
る
種
の
精
神
分

析
的
な
手
法
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
、
中
立
性
や
不
偏
不
党
性

を
標
榜
し
、
知
的
に
構
築
さ
れ
た
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
い
さ
さ
か
も
疑

わ
な
い
よ
う
な
伝
統
的
で
「
男
性
的
」
な
語
り
へ
の
対
抗
軸
を
形
成
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
客
観
的
で
不
変
の
「
現
実
」
な
る
も
の
を
写
し
取
る
叙
述
と
は
一

線
を
画
す
よ
う
な
物
語
行
為(

ナ
ラ
テ
ィ
ブ)

が
、
こ
こ
で
の
キ
ー
・
ワ
ー
ド
と
な

る
。
苦
難
多
き
自
身
の
生
を
振
り
返
り
、
何
度
も
語
り
直
す
過
程
で
、
フ
ェ
ミ

ニ
ス
ト
た
ち
は
、
彼
女
ら
を
憂
鬱
に
引
き
込
ん
だ
母
の
影
、
そ
し
て
母
を
ま
さ

に
「
母
」
と
い
う
固
定
し
た
役
割
に
置
い
た
男
社
会
へ
の
怒
り
を
発
見
す
る(

入

谷 2018;2019)

。
と
同
時
に
彼
女
ら
は
、
彼
ら
に
抑
圧
さ
れ
、
彼
ら
の
欲
望
と
一

致
す
る
よ
う
強
い
ら
れ
て
き
た
、
自
身
の
欲
望
を
発
見
す
る
。
哲
学
や
文
学
、
そ

し
て
精
神
分
析
は
、
も
は
や
彼
女
ら
の
語
り

0

0

0

0

0

0

を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

さ
て
、
以
下
で
私
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
そ
れ
に
精

神
分
析
的
な
語
り
、
最
後
に
、
オ
ー
ト
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
至
る

ま
で
を
強
引
に
一
瞥
し
た
の
ち
（
２
）、
そ
こ
に
通
底
す
る
語
り
の
形
式
に
つ
い

て
、
よ
り
立
ち
入
っ
た
考
察
を
試
み
る
（
３
・
４
）。
そ
の
際
私
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

や
ア
ド
ル
ノ
が
好
ん
だ
布
置(K

onstellation)

と
い
う
概
念
に
着
目
し
、
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
的
な
普
遍
性
志
向
と
は
違
う
形
で
の
対
話
の
可
能
性
を
際
立
た
せ
る
。
布
置

が
切
り
開
く
の
は
、
現
象
学
的
に
は
、
シ
ョ
ッ
ク
と
遊
び
、
深
刻
な
ト
ラ
ウ
マ
と

軽
や
か
な
演
技
が
交
錯
す
る
舞
台
と
で
も
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
対
話
や
討

議
を
通
し
た
合
意
形
成
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
持
つ
意
義
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な

い
が
、
見
え
な
い
相
手
に
聞
き
耳
を
立
て
、
そ
の
様
々
な
声
に
身
を
震
わ
せ
る
こ

と
か
ら
生
起
し
て
く
る
、
全
く
別
の
意
味
解
釈
の
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
点
を
考
察
し
た
い
。

２
．
ポ
ス
ト
近
代
的
な
語
り
の
布
置

ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
一
九
四
七
年
に
発
表
し
た
『
啓
蒙
の
弁
証

法
』
は
、
ジ
ャ
ン
ル
分
け
の
難
し
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
二
人
は

こ
こ
で
、
ホ
メ
ロ
ス
の
描
く
古
代
の
英
雄
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
に
、
の
ち
の
西
洋
的

な
主
体
の
先
駆
的
形
態
を
見
出
す
。
二
人
は
そ
れ
を
、
実
証
的
に
検
証
可
能
な
歴

史
学
な
い
し
│
│
フ
ー
コ
ー
の
よ
う
な
│
│
系
譜
学
と
し
て
行
う
の
で
は
な
い
。

二
人
が
再
解
釈
す
る
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
、
ホ
メ
ロ
ス
と
は
違
っ
た
意
味
で
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
た
だ
そ
こ
に
は
、
単
な
る
創
作
以
上
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
含
意

さ
れ
て
い
る
。
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、
二
人
が
、
彼
が
何
を
考
え
、
ど
う
行
動
し

た
か
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
そ
の
表
情
や
身
振
り
に
ピ
ン
ト
を
向
け
る
点
で
あ

る
。
そ
こ
か
ら
、
古
代
の
英
雄
が
無
意
識
に
目
を
そ
ら
す
、
様
々
な
苦
悩
が
浮
か
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び
上
が
る
。

二
人
が
こ
こ
で
用
い
る
レ
ト
リ
ッ
ク
を
、
寓
意
的
な
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
、
と
呼
ぶ
こ

と
も
で
き
よ
う (C

f,H
onneth 2000:84-85)

。
寓ア

レ
ゴ
リ
ー意
は
一
般
的
に
は
、
具
体
的
な

も
の
を
通
し
て
抽
象
的
な
も
の
を
示
唆
す
る
表
現
技
法
を
指
す
。
イ
ソ
ッ
プ
物
語

に
登
場
す
る
狐
は
、
狡
猾
さ
や
計
算
高
さ
を
ほ
の
め
か
す
、
と
い
う
具
合
で
あ

る
。
徹
底
し
て
自
己
を
抑
制
し
、
様
々
な
誘
惑
に
負
け
そ
う
に
な
る
部
下
を
ま
と

め
あ
げ
、
ひ
た
す
ら
故
郷
を
目
指
す
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
に
も
、
脱
神
話
化
さ
れ
た

合
理
性
と
い
う
「
抽
象
的
な
も
の
」
が
垣
間
見
え
る
。
そ
れ
は
神
々
や
自
然
の
力

と
対
峙
す
る
必
要
上
、
自
ら
強
い
た
結
果
で
も
あ
る
の
だ
が
、
二
人
に
よ
れ
ば
、

彼
は
明
ら
か
に
無
理
を
し
て
い
る
。
合
理
性
だ
け
で
は
人
は
生
き
ら
れ
な
い
。
オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
不
安
や
苛
立
ち
が
、
そ
れ
を
物
語
る
。
最
後
に
彼
は
、
故
郷
の

自
宅
で
怠
惰
な
生
活
を
む
さ
ぼ
る
女
達
を
皆
殺
し
に
す
る
が
、
そ
れ
は
、
捨
て
る

「
べ
き
」
欲
望
を
捨
て
な
か
っ
た
者
達
へ
の
、
羨
望
や
怒
り
の
表
れ
と
解
釈
し
う

る
。
テ
ク
ニ
カ
ル
な
観
点
か
ら
は
、
こ
う
も
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
具
体

は
単
な
る
抽
象
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
抽
象
の
限
界
を
、
抽

象
に
よ
っ
て
負
っ
た
自
ら
の
「
傷
」
を
通
し
て
告
発
す
る
の
だ
、
と
。

神
話
の
世
界
を
生
き
抜
く
た
め
に
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
自
ら
に
課
し
た
規
範
、

そ
れ
を
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
は
「
人
間
の
自
己
同
一
的
、
目
的
志
向
的
、
男
性
的

性
格
」(G

S3:50) 

と
呼
ぶ
。
だ
が
そ
れ
は
、
欲
望
を
断
念
し
、「
現
実
原
則
」(
フ

ロ
イ
ト)

に
従
っ
て
生
き
る
よ
う
訓
育
さ
れ
た
大
人
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
も

ろ
い
地
盤
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
ア
ド
ル
ノ
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
、
自
律
し
、

首
尾
一
貫
し
た
「
強
い
自
我
」
を
築
く
た
め
に
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
（
＝
西
洋
社

会
）
が
犠
牲
に
し
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
か
を
、
彼
の
そ
の
時
々
の
姿 (Figur) 

を
ズ
ー
ム
・
ア
ッ
プ
し
、
そ
の
シ
ョ
ッ
ト
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
記
録

す
る
。
同
一
性
原
理
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
て
き
た
も
の
が
、
雑
多
な
シ
ョ
ッ
ト

を
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
に
配
置 (K

onfiguration) 

し
直
す
こ
と
で
浮
か
び
上
が

る
。当

然
の
事
実
と
し
て
受
容
す
る
よ
う
、
ま
さ
に
現
実
原
則
が
促
し
て
い
る
「
現

実
」
の
不
気
味
さ
が
強
調
さ
れ
、
思
い
出
さ
れ
る
│
│
こ
の
シ
ョ
ッ
ク
効
果
と
想

起
の
効
果
は
、
特
に
ア
ド
ル
ノ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
特
徴
的
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ

を
同
時
代
の
芸
術
運
動
、
そ
し
て
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
に
学
ん
だ
。
た
だ
し
想

起 (A
nam

nese) 

は
ア
ド
ル
ノ
の
場
合
、
専
ら
個
人
の
治
療
の
た
め
と
い
う
よ
り
、

不
気
味
さ
を
忘
れ
る
よ
う
個
人
に
強
い
る
社
会
を
批
判
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
て

い
る (C

f,B
aars 1989)

。

『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
寓
意
的
か
つ
挑
発
的
な
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
は
、
敢
え
て
か

み
砕
い
て
言
う
な
ら
、「
男
の
つ
ら
さ
」
を
執
拗
に
指
摘
し
た
散
文
だ
、
と
言
え

よ
う
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
ら
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現

在
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
に
ま
で
引
き
継
が
れ (C

f,H
onnth 2007,H

ogh und 
D

eines 2016)

、
ま
た
他
方
で
、
よ
く
も
悪
く
も
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
議
論
の
的
に

な
っ
て
い
る
の
は(

入
谷 2020)

、
そ
こ
に
男
達
が
駆
使
す
る
公
共
的
な
語
り
│
│

そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
合
理
性
や
普
遍
性
、
正
義
や
平
等
と
い
っ
た
規
範
は
、
彼
女

ら
か
ら
す
れ
ば
、
彼
ら
に
よ
っ
て
彫
琢
さ
れ
、
独
占
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
ろ
う
│

│
を
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
り
、
い
わ
ば
そ
の
「
調
子
を
崩
す
」
ポ
テ
ン
ツ
が
感
じ
ら

れ
る
か
ら
だ
（
無
論
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
か
ら
す
れ
ば
、
男
が
つ
ら
い
以
上
に
、
そ
の

男
の
論
理
に
巻
き
込
ま
れ
た
女
の
方
が
つ
ら
い
の
で
あ
る
、
が
）。

哲
学
や
精
神
分
析
に
親
し
ん
だ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
は
、
批
判
理
論
の
第
二
世

代
（
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
）
を
批
判
す
る
た
め
に
第
一
世
代
（
ア
ド
ル
ノ
や
H
・
マ
ル

ク
ー
ゼ
）
を
参
照
す
る
と
い
う
、
ポ
ス
ト
か
つ
プ
レ
・
モ
ダ
ン
な
動
き
が
顕
著
に

見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
彼
女
ら
が
、
モ
ダ
ン(

近
代)

の
擁
護
者
た
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

の
議
論
に
様
々
な
「
短
絡
」
を
見
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
要
約
し
て
言
え
ば
、
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彼
は
い
ま
だ
に
文
学
と
哲
学
の
ジ
ャ
ン
ル
区
分
に
こ
だ
わ
る
。
前
者
は
「
私
」
と

い
う
一
人
称
が
、
そ
し
て
後
者
は
公
民
（
＝
リ
ア
ル
な
公
共
圏
へ
の
制
限
な
き
参

加
者
）
と
い
う
三
人
称
が
幅
を
利
か
す
世
界
で
あ
る
。
加
え
て
言
え
ば
、
生
活
史

の
リ
ア
ル
な
著
者(A

utor)

で
あ
る
「
私
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
前
者
の
よ

う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
主
人
公 (Protagonist) 

で
あ
る
「
私
」
と
は
違
い
、
こ

の
公
共
的
な
視
点
か
ら
の
批
判
的
な
検
証
に
そ
の
規
範
的
な
価
値
を
負
っ
て
い

る
、
と
さ
れ
る 

。

し
か
し
な
が
ら
、
リ
ア
ル
な
「
私
」
が
常
に
参
照
す
る
の
は
「
社
会
」
と
い
う

漠
然
と
し
た
第
三
者
の
世
界
だ
け
で
は
な
い
。
実
際
の
「
私
」
の
バ
イ
オ
グ
ラ

フ
ィ
ー
は
様
々
な
他
者
│
│
「
私
」
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
、
様
々
な
二

人
称
的
な
「
あ
な
た
」
│
│
と
の
相
互
依
存
的
な
関
係
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る (C
f, D

ean 1995)

。
ア
ー
レ
ン
ト
や
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
、
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、「
私
」
の
物
語
を
構
成
す
る
の
は
、「
私
」
が
何 (W

hat) 

を
な
し
、
ま

た
何
を
な
し
う
る
か
と
い
う
経
歴
や
能
力
だ
け
で
な
く
、「
私
」
に
と
っ
て
重
要

な
「
あ
な
た
」、「
私
」
を
「
私
」
に
し
た
「
あ
な
た
」
と
は
誰 (W

ho) 

か
、
と
い

う
語
り
か
け
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
を
絶
え
ず
構
築
し
直
す
可
能
性
に
他
な
ら
な
い 

(

入
谷 2018;2019,A

llen 2013:151-171)

。
こ
の
再
構
築
は
ま
た
、
精
神
分
析
的

な
語リ

テ
リ
ン
グ

り
直
し
と
深
く
関
係
し
て
い
る(

シ
ェ
イ
フ
ァ
ー 1987)

。
と
い
う
の
は
、
患

者
（
分
析
主
体
）
が
分
析
家
と
の
対
話
に
お
い
て
再
演
＝
再
構
築
し
よ
う
と
す
る

の
は
、
自
分
か
ら
主
体
性
を
剥
奪
す
る
ほ
ど
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
特
定
の
他
者
と

の
関
係
性
だ
か
ら
で
あ
る
（
そ
し
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
多
く
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト

は
、
自
分
に
忘
れ
が
た
い
ほ
ど
の
傷
を
負
わ
せ
た
こ
の
「
誰
」
と
の
関
係
を
、
い

わ
ば
ト
ラ
ウ
マ
的
な
原-

風
景
と
し
て
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
）。

シ
ェ
イ
フ
ァ
ー
の
語
り
直
し
に
は
、
そ
れ
で
も
な
お
、
主
体
の
よ
り
自
律
的

で
、
あ
り
う
「
べ
き
」
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
再
編
と
い
う
規
範
的
志
向
が
強
く

感
じ
ら
れ
る
が
、
他
方
で
、
痕
跡
の
よ
う
に
残
る
風
景
や
思
い
出
の
記
憶
を
手
繰

り
寄
せ
つ
つ
、
自
己
と
（
も
は
や
現
前
し
な
い
）
他
者
と
の
繋
が
り
の
確
認
を
目

指
す
よ
う
な
語
り
も
あ
る
。
写
真
が
多
数
挿
入
さ
れ
た
バ
ル
ト
の
自
伝
的
テ
ク
ス

ト
が
そ
の
代
表
例
だ
が
、
塚
本
昌
則
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
、

オ
ー
ト
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
特
に
注
目
さ
れ
始
め
た
。
そ
こ

で
は
、
著
者
＝
主
人
公
と
し
て
の
「
私
」
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
実
質
を
占
め

て
い
て
も
、
そ
の
形
式
は
従
来
の
一
人
称
的
・
自
己
同
一
的
・
単
線
的
な
、
要
す

る
に
、
曖
昧
さ
の
な
い
「
私
」
の
生
を
年
代
記
的
に
叙
述
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル

で
は
な
い
。
シ
ェ
イ
フ
ァ
ー
は
精
神
分
析
家
と
し
て
の
経
験
か
ら
、
過
去
と
は
常

に
各
人
の
現
在
に
と
っ
て
の
過
去
で
あ
り
、
過
去
と
の
関
係
は
常
に
同
一
と
は
限

ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
う
も
別
言
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
過
去
は
、
語

り
の
状
況
、
或
い
は
語
り
全
体
の
中
で
そ
の
過
去
が
占
め
る
布
置

0

0

が
変
わ
る
こ
と

に
応
じ
て
、
そ
の
意
味
が
違
っ
て
く
る
。
常
に
変
わ
ら
ぬ
「
私
」
も
、「
私
」
し
か

所
有
し
え
な
い
意
味
も
存
在
し
な
い
。
そ
う
い
う
強
い
自
我
の
幻
想
を
、
オ
ー

ト
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
、
ま
さ
に
そ
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
的
時
間
軸
に
よ
っ
て
切
り

崩
す
、
と
い
う
わ
け
だ
。
塚
本
が
述
べ
る
に
「
私
の
話
す
言
葉
が
、
私
の
存
在
と

ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
と
き
、
私
の
言
葉
は
真
正
な
も
の
と
な
り
、
私
の
存
在
は
本

物
と
な
る
│
│
オ
ー
ト
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
こ
う
し
た
「
本
物
の
自
分
」
が
出
現

す
る
瞬
間
は
存
在
し
な
い
、
あ
る
い
は
虚
構
を
通
し
て
し
か
そ
の
よ
う
な
瞬
間
は

表
現
で
き
な
い
と
い
う
考
え
方
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
自
分
の
過
去
を
ど
れ
ほ
ど

遡
っ
て
み
て
も
、
そ
こ
に
は
空
白
、
断
片
、
曖
昧
な
記
憶
が
あ
る
だ
け
で
、
誰
か

を
模
倣
し
、
す
で
に
存
在
す
る
も
の
と
戯
れ
、
現
状
と
は
異
な
っ
た
も
の
に
な

り
た
い
と
い
う
願
望
に
つ
き
ま
と
わ
れ
て
い
る
存
在
し
か
い
な
い(

中
略)

」(

塚
本 

2015:411)

こ
こ
で
私
は
、
こ
れ
は
自
伝
で
は
な
い
の
だ
が
、
ナ
チ
ス
政
権
期
に
プ
ラ
ハ



29 意味が立ち上がるとき──物語論の諸相

か
ら
逃
れ
、
知
ら
ぬ
間
に
イ
ギ
リ
ス
市
民
と
し
て
育
て
ら
れ
た
チ
ェ
コ
系
ユ
ダ

ヤ
人
が
登
場
す
る
『
ア
ウ
ス
テ
ル
リ
ッ
ツ
』
を
思
い
出
す (

ゼ
ー
バ
ル
ト 2003)

。

ゼ
ー
バ
ル
ト
の
こ
の
遺
作
の
大
半
は
、
ま
さ
し
く
、
ト
ラ
ウ
マ
的
な
過
去
に
憑
か

れ
た
主
人
公
ア
ウ
ス
テ
ル
リ
ッ
ツ
の
延
々
と
続
く
独
白
で
占
め
ら
れ
て
い
る
│
│

そ
れ
は
ま
る
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
破
局
を
忘
却
す
る
こ
と
が
、
こ
の
破
局
以
上
の

破
局
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

私
は
、
ど
こ
か
の
箇
所
を
引
用
し
た
く
も
あ
る
が
、
ア
ウ
ス
テ
ル
リ
ッ
ツ
の
語

り
は
、
そ
れ
を
躊
躇
さ
せ
る
。
一
部
を
切
り
取
る
こ
と
は
、
彼
の
想
起
の
途
絶
と

い
う
大
罪
に
加
担
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
思
わ
せ
る
も
の
が
、

こ
の
本
の
ス
タ
イ
ル
に
は
あ
る
。
た
だ
一
点
、
印
象
的
な
シ
ー
ン
を
紹
介
し
て
お

こ
う
。
語
り
手
の
「
私
」
が
彼
の
ロ
ン
ド
ン
の
自
宅
を
訪
ね
た
と
き
、「
私
」
は

テ
ー
ブ
ル
の
上
に
、
使
い
古
さ
れ
た
よ
う
な
沢
山
の
写
真
が
裏
に
向
け
ら
れ
、
等

間
隔
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
を
発
見
す
る
。
そ
れ
は
彼
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を
彷

徨
い
な
が
ら
収
集
し
た
風
景
、
虫
や
鳩
舎
、
す
で
に
物
故
し
た
友
人
な
ど
の
写
真

で
あ
り
、
ア
ウ
ス
テ
ル
リ
ッ
ツ
は
そ
れ
を
、
一
枚
ず
つ
め
く
っ
て
は
見
つ
め
、
驚

嘆
し
、
あ
ち
こ
ち
動
か
し
、
重
ね
、
似
て
い
る
も
の
同
士
で
纏
め
る
な
ど
し
て
、

夜
更
け
過
ぎ
る
ま
で
過
ご
す
。
思
索
と
追
憶
を
誘
う
そ
の
遊シ

ュ
ピ
ー
ルび
に
疲
れ
、
や
む
な

く
長
椅
子
に
横
た
わ
る
そ
の
時
、
よ
う
や
く
自
分
の
中
で
「
時
が
巻
き
戻
っ
て
く

る
」(

ゼ
ー
バ
ル
ト 2003:116) 

の
を
感
じ
る
の
だ
、
と
彼
は
言
う
。

モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
な
人
生
と
で
も
形
容
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
こ
こ
に

は
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
を
演シ

ュ
ピ
ー
レ
ン

ず
る
こ
と
の
深
い
意
味
が
、
単
な
る
寓
意
以
上
の
も
の

が
、
賭
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

３
．
真
剣
な
遊
戯
⑴
─
─
第
三
者
で
は
な
い
第
三
の
道
？

様
々
な
分
野
で
ポ
ス
ト
近
代
的
な
語
り
が
模
索
さ
れ
て
い
る
様
子
を
、
前
節
で

一
瞥
し
た
。
語
り
の
同
一
性
や
首
尾
一
貫
性
、
純
粋
さ
、
透
明
性
な
ど
は
そ
こ
で

は
も
は
や
、
か
つ
て
の
よ
う
な
信
頼
性
を
持
た
な
い
。
例
え
ば
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

は
個
人
史
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
規
定
す
る
概
念
装
置
は
と
も
か
く
、
理
念
と
し
て

は
、
生
の
自
己
完
結
し
た
意
味
連
関
の
体
系
と
見
な
す
デ
ィ
ル
タ
イ
の
考
え
に
同

意
し
て
い
た
が (

ハ
ー
バ
ー
マ
ス 2007:151-198)

、
そ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
は
個
人
史

の
模
範
例
を
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
自
伝
に
見
出
す
。
こ
の
場
合
、
人
は
自
分
の
生

誕
か
ら
死
ま
で
の
生
の
履
歴
を
回
顧
的
に
連
関
さ
せ
つ
つ
語
る
こ
と
で
、
当
人
固

有
の
統
一
的
な
物
語
を
構
成
す
る
、
と
デ
ィ
ル
タ
イ
（
＝
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
）
は
考

え
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
考
え
て
み
る
と
不
可
解
な
話
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
厳

密
に
言
う
な
ら
、
人
は
自
ら
の
生
誕
と
死
に
直
接
、
立
ち
会
う
こ
と
は
出
来
な
い

か
ら
だ
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
我
々
の
生
は
他
の
そ
れ
と
の
相
互
介
入
的
な
関
係
性

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
意
味
連
関
は
そ
こ
で
は
、
外
に
向
か
っ
て

開
か
れ
て
い
る
。
も
っ
と
言
う
な
ら
、
様
々
な
他
者
と
の
、
決
し
て
対
称
的
で
は

な
い
力
関
係
の
絡
ま
り
合
い
に
よ
っ
て
、
引
き
裂
か
れ
、
収
奪
さ
れ
、
脚
色
さ

れ
、
狂エ

キ

・

セ

ン

ト

リ

ッ

ク

っ
て
（
＝
中
心
か
ら
外
れ
て
）
も
い
る
。
様
々
な
「
外
部
」
が
、
我
々
自

身
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
「
内
側
」
に
、
必
ず
し
も
我
々
が
希
望
し
た
わ
け
で
は
な

い
共-

著
者
と
し
て
存
在
す
る
以
上
（
そ
の
上
、
我
々
自
身
が
、
我
々
以
外
の
者

に
と
っ
て
の
そ
う
し
た
存
在
で
あ
る
以
上
）、
生
の
「
全
体
」
を
振
り
返
る
こ
と

の
で
き
る
、
あ
る
絶
対
的
で
固
定
さ
れ
た
特
異
点
を
想
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

我
々
の
生
に
挿
入
さ
れ
た
時
間
軸
は
一
本
で
も
な
い
し
、
過
去
か
ら
未
来
へ
と
一

方
向
に
流
れ
る
だ
け
で
も
な
い
。
で
な
け
れ
ば
、
我
が
子
に
か
つ
て
の
自
分
や
そ

の
親
の
影
、
或
い
は
、
ど
こ
か
見
覚
え
の
あ
る
他
者
の
面
影
を
見
る
と
い
う
こ
と

が
、
ど
う
し
て
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。

J
・
バ
ト
ラ
ー
は
、
常
に
あ
る
種
の
ず
ら
し
や
配
置
換
え
を
誘
発
す
る
こ
と

で
、
決
し
て
同
じ
も
の
の
反
復
と
は
な
ら
な
い
言
語
表
現
の
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
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な
繰
り
返
し
の
中
に
、
反
復
の
幻
想
│
│
そ
れ
は
彼
女
に
よ
れ
ば
、
何
か
オ
リ
ジ

ナ
ル
で
変
わ
る
こ
と
の
な
い
言
語
以
前
の
モ
ノ
が
あ
り
、
言
語
は
そ
れ
を
模
写

し
、
代
理
表
象
す
る
だ
け
だ
、
と
い
う
実
体
神
話
を
指
す
│
│
を
模
倣
し
、
誇
張

し
、
面
白
半
分
に
パ
ロ
デ
ィ
化
し
、
か
く
し
て
反
復
が
要
求
す
る
真
面
目
さ
か
ら

身
を
か
わ
す
よ
う
な
可
能
性
を
期
待
す
る (

バ
ト
ラ
ー 2014a:228-260)

。
彼
女

の
主
張
を
具
体
的
に
敷
衍
す
る
な
ら
、
こ
う
も
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
女
が

男
装
す
る
の
は
、
女
ら
し
く
あ
れ
、
と
繰
り
返
し
命
ず
る
、
彼
女
の
中
の
「
内
」

な
る
声
に
逆
ら
う
た
め
だ
け
で
な
い
。
男
っ
て
こ
う
い
う
も
の
で
し
ょ
、
と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
含
ま
せ
つ
つ
、
敢
え
て
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
「
外
」
見
を
装
う
こ

と
で
、
男
ら
し
さ
と
は
結
局
そ
う
い
う
中
身
の
な
い
型
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
ア

イ
ロ
ニ
カ
ル
な
呼
び
か
け
の
可
能
性
を
も
、
彼
女
は
手
に
入
れ
る
の
だ
、
と
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
結
局
、
狭
い
一
–二
人
称
の
関
係
（
娘
と
、

女
ら
し
く
あ
れ
、
と
彼
女
に
命
ず
る
父
の
関
係
）
か
ら
脱
し
、
第
三
者
の
ま
な
ざ

し
か
ら
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
批
判
的
に
吟
味
す
る
行
為
で
は
な
い
の

か
、
と
言
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
も
、
精
神
分
析
も
、
現
在
の
バ
イ

オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
研
究
も
、
第
三
者
（
観
察
者
）
の
不
偏
不
党
性
に
す
ぐ
さ
ま
飛

び
つ
く
こ
と
は
し
な
い
。
確
か
に
ポ
ス
ト
近
代
的
な
語
り
も
、
あ
る
種
の
外
部
、

「
私
」
と
「
あ
な
た
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
以
外
の
語
り
を
要
請
す
る
。
し
か
し
、

関
係
性
の
外
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
刻
ま
れ
た
傷
を
忘
れ
る
こ
と
で
も
、
ま
た

そ
れ
を
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
規
則
や
学
習
過
程
か
ら
外

れ
た
エ
ラ
ー
に
過
ぎ
な
い
、
と
回
顧
的
に
反
省
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
バ
ト
ラ
ー

に
せ
よ
、
彼
女
が
パ
ス
テ
ィ
ー
シ
ュ
な
言
説
実
践
と
し
て
念
頭
に
置
く
の
は
、
当

事
者
を
演
じ
る
、
と
い
う
身
振
り
に
お
い
て
自
分
は
も
は
や
当
事
者
で
な
い
第
三

者
で
あ
る
こ
と
、
自
由
気
ま
ま
に
、
い
か
な
る
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
、
い
か
な
る
セ

ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
も
装
え
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
言
外
に
示
す
こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
確
か
に
バ
ト
ラ
ー
の
構
想
は
、「
私
」
が
表
現
す
る
も
の
が
「
私
」
の
全

て
で
あ
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
ニ
ー
チ
ェ
的
な
自
己
肯
定
の
軽
や
か
さ
に
接
近
す

る
。
し
か
し
軽
や
か
さ
だ
け
を
誇
る
者
は
、
別
の
意
味
で
、
再
び
盲
目
と
忘
却
に

陥
る
だ
ろ
う
し
、
実
際
、
語
り
直
し
は
、
苦
々
し
い
過
去
を
笑
い
飛
ば
す

0

0

0

0

0

た
め
だ

け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

お
そ
ら
く
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
何
か
新
奇
な
事
実
の
発
見
や
価
値
観
の
取

入
れ
で
は
な
く
、
言
葉
を
媒
介
と
し
て
、
既
存
の
経
験
そ
の
も
の
が
自
己
変
容
す

る
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
る
、
新
た
な
意
味
な
の
で
は
な
い
か
。
無
論
こ
の
意
味
と

は
何
か
、
ま
た
新
し
さ
と
は
何
か
、
そ
れ
は
当
事
者
が
あ
く
ま
で
当
事
者
と
し
て

経
験
す
る
軽
や
か
さ
と
ど
う
関
係
す
る
の
か
、
こ
う
し
た
こ
と
を
考
察
す
る
必
要

が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
前
に
、
ま
た
別
の
作
品
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

林
京
子
の
短
編
連
作
『
ギ
ヤ
マ
ン　

ビ
ー
ド
ロ
』
の
一
つ
『
影
』
に
は
、
い
ず

れ
も
被
爆
を
経
験
し
た
三
人
の
中
年
女
性
が
長
崎
で
再
会
し
、
銭
湯
を
訪
れ
る

シ
ー
ン
が
あ
る
。
そ
の
一
人
、
大
木
の
背
中
に
は
、
被
爆
時
に
刺
さ
っ
た
ガ
ラ
ス

が
い
ま
だ
残
る
の
だ
が
、
彼
女
は
「
私
」
に
対
し
、「
力
を
入
れ
て
も
よ
か
よ
、
う

ち
は
骨
も
皮
も
丈
夫
か
さ
」(

林 2018:332) 

と
、
遠
慮
な
く
タ
オ
ル
を
滑
ら
せ
る

よ
う
促
す
。
三
人
は
、
原
爆
が
皆
の
骨
を
老
人
の
そ
れ
の
よ
う
に
ボ
ロ
ボ
ロ
に
し

て
し
ま
っ
た
の
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
彼
女
ら
は
屈
託
な
く
鏡
の
前
に
座
っ

て
、
そ
の
体
を
晒
し
、
気
持
ち
よ
さ
そ
う
に
洗
い
あ
う
。
そ
う
し
て
「
私
」
は
、

被
爆
に
よ
っ
て
父
以
外
の
家
族
全
員
を
亡
く
し
、
高
校
を
卒
業
後
、
一
度
も
長
崎

に
帰
っ
て
い
な
い
友
（
岡
野
）
の
こ
と
を
思
う
。

短
編
は
こ
う
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

「
係
り
の
老
人
の
目
が
、
生
身
の
人
間
の
骨
ま
で
見
抜
く
眼
力
を
持
っ
て
い
た
な
ら

ば
、
奇
妙
な
、
滑
稽
な
風
景
に
見
え
る
だ
ろ
う
。
滑
稽
な
三
人
の
姿
を
、
岡
野
に



31 意味が立ち上がるとき──物語論の諸相

も
見
せ
た
い
、
と
私
は
思
っ
た
。」(

林 2018:333)
│
│
私
は
、
こ
の
滑
稽

0

0

と
い
う
言
葉
の
前
で
立
ち
尽
く
す
。
そ
の
言
葉
の
軽

さ
、
諧
謔
は
、
重
さ
を
脱
ぎ
捨
て
る
こ
と
の
で
き
た
強
い
「
私
」
の
確
認
の
た
め

だ
け
に
呼
び
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
滑
稽
と
は
、「
私
」
の
（
身
体

の
そ
れ
を
含
め
た
）
弱
さ
を
肯
定
し
、
ま
た
不
在
の
友
に
対
し
て
も
、
い
わ
ば
そ

の
強
張
っ
た
心
の
雪
解
け
を
祈
念
す
る
よ
う
な
、
柔
ら
か
な
気
遣
い
を
意
味
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
重
み
を
担
い
、
ま
た
、
自
分
の
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
他
者
に

課
せ
ら
れ
た
重
み
に
も
寄
り
添
え
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
軽
さ
が
、
読
み
飛
ば
す

に
は
あ
ま
り
に
重
い
軽
さ

0

0

0

0

が
、
作
者
の
い
う
「
滑
稽
な
風
景
」
の
う
ち
で
立
ち
現

れ
る
、
と
で
も
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

４
．
真
剣
な
遊
戯
⑵
─
─
舞
台
の
上
は
穴
だ
ら
け

哲
学
（
批
判
理
論
）
と
精
神
分
析
、
そ
れ
ぞ
れ
が
現
代
ド
イ
ツ
に
残
し
た
遺
産

の
交
差
点
を
探
る
S
・
ノ
エ
ル
と
J
・
ケ
ー
ニ
ヒ
は
、
戦
後
に
活
躍
し
た
精
神
分

析
家
A
・
ロ
ー
レ
ン
ツ
ァ
ー
の
「
情
景
的
理
解 (szenisches Verstehen)

」
と
い

う
概
念
と
ア
ド
ル
ノ
と
の
接
点
を
論
じ
て
い
る
。
二
人
に
よ
れ
ば
、
精
神
分
析

に
あ
っ
て
分
析
家
の
役
割
は
、
正
し
い
答
え
を
与
え
て
く
れ
る
模
範
的
な
「
大

人
」
以
上
の
も
の
が
あ
る
。
極
め
て
圧
縮
し
た
形
で
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
し
か
な

い
の
だ
が
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
ァ
ー
は
分
析
家
を
、
分
析
主
体
が
自
由
な
連
想
を
展
開

す
る
た
め
の
サ
ポ
ー
タ
ー
と
い
う
よ
り
、
自
身
を
捉
え
て
離
さ
な
い
原-

風
景
を

分
析
主
体
が
再
演
す
る
た
め
の
器
、
と
み
て
い
た
よ
う
だ

(1)

。
主
体
が
分
析
家
に

対
し
、
転
移
と
投
影
を
繰
り
返
す
中
で
、
彼
│
│
主
に
彼0

、
に
違
い
な
い
│
│

は
、
時
に
主
体
に
と
っ
て
の
過
剰
な
庇
護
者
と
し
て
、
恐
怖
の
対
象
と
し
て
、
或

い
は
、
そ
う
し
た
対
象
に
情
念
を
抑
圧
さ
れ
、
怒
り
を
発
現
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た

か
つ
て
の
自
分
と
し
て
現
れ
る
。
と
同
時
に
こ
こ
で
は
、
分
析
家
も
ま
た
、
自
ら

の
不
安
や
動
揺
│
│
例
え
ば
女
性
患
者
の
訴
え
は
、
と
り
わ
け
、
中
立
性
や
マ

ジ
ョ
リ
テ
ィ
を
（
無
意
識
の
う
ち
に
）
標
榜
す
る
医
師
の
、
男
性
的
権
威
を
揺

さ
ぶ
る
も
の
で
も
あ
る
か
ら
│
│
を
分
析
主
体
に
投
影
す
る
（=

逆
転
移
）
こ
と

で
、
分
析
家
自
身
も
見
な
い
よ
う
に
、
ま
た
、
感
じ
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
脈
絡

や
「
傷
」
が
、
そ
れ
ら
を
い
わ
ば
寓
意
的
に
要
約
し
、
圧
縮
し
て
配
置
し
た
情
景

と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。

た
だ
し
、
隠
さ
れ
た
意
味
を
演
じ
る
こ
と
は
、
意
味
探
求
に
と
っ
て
効
率
的

か
つ
効
果
的
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
演
技
は
お
そ
ら
く
、
意
味
の
認
知
以

上
に
、
そ
の
浄
化 (A

b-reagieren) 

に
通
じ
て
い
る (C

f,S.N
oerr 2014:17)

。
と

い
う
の
は
、
こ
こ
で
生
じ
る
の
は
、
バ
ト
ラ
ー
が
誇
張
的
な
パ
ス
テ
ィ
ー
シ
ュ
に

見
た
の
と
同
様
、
決
し
て
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
」
ト
ラ
ウ
マ
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
信
頼
で
き
る
分
析
家
に
脈
絡
な
く
様
々
な
感
情
や
幻
想
を
ぶ
つ

け
、
分
析
家
を
（
こ
れ
は
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
的
な
表
現
だ
が
）
存
分
に
使
用
す
る

0

0

0

0

こ

と
で
、
反
復
強
制
の
装
置
と
し
て
固
定
化
さ
れ
て
い
た
文
脈
、
反
応 (R

eagieren) 

図
式
が
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
る
。
加
え
て
、
自
ら
ト
ラ
ウ
マ
を
演
技
し
、
そ
こ
か
ら
生

還
し
た
と
い
う
手
ご
た
え
が
、
他
者
の
単
な
る
欲
望
の
受
け
皿
だ
っ
た
主
体
に
、

文
字
通
り
主
体
性
を
回
復
す
る
た
め
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。

い
わ
ば
舞
台
化
す
る
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
、
と
で
も
言
う
べ
き
こ
の
手
法
に
類
似
し

た
構
想
と
し
て
ノ
エ
ル
と
ケ
ー
ニ
ヒ
が
注
目
す
る
の
が (S.N

oerr 2014:21,K
önig 

2016:158)

、
ア
ド
ル
ノ
の
布
置
的
思
考
で
あ
る
。「
哲
学
は
、
個
別
科
学
か
ら
受

け
取
っ
て
い
る
諸
要
素
を
、
答
え
が
読
み
取
り
う
る
よ
う
な
、
ま
た
同
時
に
問
い

が
消
え
う
せ
る
よ
う
な
形
象
に
い
た
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
に
入
れ
替
わ
る
星
座
的

な
布
置
へ
と
│
│
あ
る
い
は
、
こ
ん
な
占
星
術
的
で
は
な
い
、
最
近
の
科
学
で

も
っ
と
馴
染
み
の
表
現
を
用
い
る
な
ら
│
│
さ
ま
ざ
ま
な
実
験
的
な
配
列
へ
と
│
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│
置
き
換
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。」(G

S1:335) 

二
人
に
よ
れ
ば
布

置
と
は
、
問
題
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
、
重
要
度
や
価
値
の
上
下
を
予
断

す
る
こ
と
な
く
等
し
く
考
慮
し
、
そ
れ
ら
の
様
々
な
関
係
性
を
仮
説
的
に
組
み
合

わ
せ
て
み
る
、
も
し
く
は
、
そ
う
し
た
類
推
や
推
論
、
比
較
対
照
の
舞
台
を
創
り

上
げ
る
、
と
い
う
態
度
で
あ
る
よ
う
だ
。
そ
の
意
味
で
ア
ド
ル
ノ
の
「
問
い
が
消

え
う
せ
る
」
と
い
う
言
い
回
し
は
、
様
々
な
ス
ト
ー
リ
ー
の
間
を
行
き
つ
戻
り
つ

す
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
ら
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
し
て
い
た
ヒ
ス
ト
リ
ー
の

一
義
的
な
重
み
か
ら
、
語
り
手
自
身
が
解
放
さ
れ
て
い
く
行
程
と
し
て
も
解
釈
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
は
い
え
、
様
々
な
留
保
を
、
挿
入
し
て
お
く
必
要
も
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
逆

転
移
を
重
視
す
る
新
た
な
精
神
分
析
の
思
潮
に
合
流
で
き
な
か
っ
た
だ
け
で
な

く
、
そ
も
そ
も
転
移
と
い
う
発
想
自
体
を
敬
遠
し
て
い
た
し (C

f,G
S4:68)

、
分

析
主
体
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
自
分
に
試
し
て
み
る
こ
と
も
拒
否
し
た

(2)

。
哲
学

と
い
う
営
み
が
象
徴
す
る
概
念
的
把
握
と
い
う
所
作
は
、
彼
に
と
っ
て
、
ま
ぎ
れ

も
な
く
男
と
し
て
の
自
己
防
衛
を
意
味
し
て
い
た
。
従
っ
て
私
は
最
後
に
、
よ
り

基
本
的
な
事
柄
の
確
認
に
重
点
を
置
く
こ
と
で
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
即
し
た
議
論

を
行
お
う
と
思
う
。
つ
ま
り
、
文
学
的
語
り
に
立
ち
返
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

ア
ド
ル
ノ
の
教
え
で
今
な
お
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
彼
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的

文
学
趣
味
と
は
相
反
す
る
よ
う
だ
が
、
文
学
は
知
的
教
養
で
は
な
い
、
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
。
確
か
に
文
学
が
も
た
ら
す
の
は
、
何
か
命
題
の
形
で
規
定
さ
れ
る

結
論
で
も
、
新
た
な
情
報
や
知
識
で
は
な
い
。
文
学
は
│
│
心
身
の
訴
え
を
「
読

む
」
こ
と
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
│
│
読
む
と
い
う
行
為
全
体
が
行
為
者
自
身
に

反
作
用
す
る
、
あ
る
種
の
経
験
の
変
容
を
志
向
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
フ
ロ
イ
ト

が
患
者
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
分
析
を
小
説
（
ノ
ベ
ル
）
の
読
み
に
な
ぞ
ら
え
た

と
き
に
念
頭
に
あ
っ
た
の
も
、
こ
う
し
た
発
想
だ
ろ
う (S.N

oerr 2014:15-16)

。

事
実
の
羅
列
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
諸
々
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
絡

ま
り
合
い
、
力
の
せ
め
ぎ
合
い
が
、
ま
さ
し
く
繰
り
返
し
読
む
こ
と
を
通
じ
て
立0

ち
現
れ
る

0

0

0

0

。
そ
う
し
た
現
象
は
、
ア
ド
ル
ノ
的
発
想
で
い
う
な
ら
、
何
や
ら
暗
号

め
い
た
判
じ
絵
の
よ
う
な
配
置
を
見
せ
る
の
だ
が
、
我
々
は
そ
こ
に
、
神
秘
主
義

や
非
科
学
的
思
考
を
見
る
必
要
は
な
い
。
苦
悩
す
る
者
の
無
言
の
訴
え
が
、
機

械
の
説
明
書
や
企
業
の
応
答
マ
ニ
ュ
ア
ル
よ
り
も
、
謎
か
け
に
近
似
し
て
い
る
の

は
、
誰
で
も
身
に
覚
え
が
あ
る
は
ず
だ
。
聞
き
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
何
か
が
、

確
か
に
我
々
の
ご
く
近
く
で
残
響
し
て
い
る
と
い
う
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
な
し
に

は
、
い
ず
れ
の
ス
ト
ー
リ
ー
も
「
よ
く
あ
る
話
」
で
終
わ
る
。
そ
の
場
合
、
ラ
ン

チ
の
メ
ニ
ュ
ー
表
を
見
る
が
如
く
に
、
原
爆
小
説
を
読
む
こ
と
だ
っ
て
で
き
る
だ

ろ
う
。

文
学
的
な
読
み
が
、
統
計
分
析
や
資
料
の
整
理
と
違
う
の
は
、
繊
細
な
感
受
性

を
要
求
す
る
か
ら
、
と
い
う
見
方
は
間
違
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
よ
く
誤
解
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
感
受
性
と
い
う
の
は
万
人
に
等
し
く
与
え
ら
れ
て
い
る
「
能

力
」
や
生
物
学
的
「
特
性
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
る
程
度
共
通
の
基
盤
を
持

ち
な
が
ら
、
他
方
で
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
自
ら
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
お
い
て

経
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
様
々
な
葛
藤
や
失
敗
、
挫
折
を
も
織
り
込
ん
で
い
る
が

ゆ
え
に
、
個
人
に
し
か
な
い
特
異
な
来
歴
や
反
応
図
式
を
、
あ
る
種
の
古
層
と
し

て
含
ん
で
い
る
。
他
者
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
前
に
、
試
さ
れ
、
無
理
や
り
開
か
れ
、

揺
さ
ぶ
ら
れ
、
そ
の
古
傷
を
晒
す
よ
う
促
さ
れ
る
の
は
、
我
々
自
身
の
そ
う
し
た

凝
固
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
な
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
た
い
。
そ
う
だ
、
明
瞭

に
は
思
い
出
せ
な
い
が
、
確
か
に
そ
の
痛
み
に
は
、
他
人
事
と
は
思
え
な
い
何
か

が
あ
る
、
そ
う
読
者
を
振
り
向
か
せ
る
力
を
テ
ク
ス
ト
が
発
揮
す
る
と
き
、
い
わ

ば
反
響
す
る
対
話
と
し
て
の
読
解
の
舞
台
が
開
か
れ
る
。
バ
ト
ラ
ー
の
印
象
深
い

言
葉
に
「
呼
び
か
け
の
光
景(scene of address)

」
と
い
う
概
念
が
あ
る
が(

バ
ト
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ラ
ー 2014b)

、
実
際
そ
こ
で
は
、
テ
ク
ス
ト
の
言
葉
が
、
単
な
る
字
面
以
上
の

存
在
、
ま
さ
に
言
霊
と
な
っ
て
、
我
々
が
忘
却
し
て
い
た
様
々
な
亡
霊
を
、
我
々

の
内
側
か
ら
呼
び
覚
ま
す
、
と
で
も
言
え
よ
う
か
。
読
者
は
客
席
か
ら
舞
台
に
立

た
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
舞
台
は
穴
だ
ら
け
で
、
読
者
自
身
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス

ト
リ
ー
の
楽
屋
裏
と
い
う
奈
落
に
通
じ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
最
初
に
も
述
べ

た
が
、
ア
ド
ル
ノ
の
示
唆
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
没-

観
察
者
的
な
意
識
を
何
よ

り
現
代
作
家
は
重
視
す
る
。
例
え
ば
後
期
の
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
に
は
語
り
手
自
身

が
そ
の
（
語
り
の
内
容
で
は
な
く
）
語
り
口
を
通
し
て
自
分
を
皮
肉
り
、
批
判
的

に
捉
え
、
小
馬
鹿
に
す
る
よ
う
な
自
己
言
及
的
な
モ
ノ
ロ
ー
グ
が
伺
え
る
と
彼
は

言
う
の
だ
が (C

f,G
S11:45)

、
こ
う
し
た
現
象
は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
書
く
と
い

う
営
み
に
つ
い
て
考
え
、
自
己
反
省
す
る
│
│
と
い
う
よ
り
、
反
省
行
為
そ
の
も

の
を
メ
タ
的
に
語
り
重
ね
て
ゆ
く
文
学
の
在
り
よ
う
、
い
わ
ば
文
学
の
哲
学
化

0

0

0

0

0

0

と

い
う
動
き
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

文
学
者
が
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
ど
れ
だ
け
自
覚
的
か
、
或
い
は
こ
れ
を
ど
こ

ま
で
共
有
し
て
い
る
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
考
え
る
こ
と
に
は
、
軽
々
し
さ
に
直

接
、
通
ず
る
も
の
で
な
い
に
せ
よ
、
現
実
の
素
朴
な
真
面
目
さ
、
そ
の
ス
ト
レ
ー

ト
過
ぎ
る
圧
力
を
か
わ
す
何
か
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ベ
ケ
ッ
ト
に
心
酔
し

て
い
た
ア
ド
ル
ノ
に
は
、
深
刻
過
ぎ
て
笑
っ
て
し
ま
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
感
性
は
理
解

不
能
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
以
上
の
考
察
は
、
今
の
私
の
手
に
余

る
。
た
だ
、
林
京
子
の
短
編
に
伺
え
た
よ
う
に
、
身
を
か
わ
す
こ
と
が
亡
霊
に
つ

い
て
考
え
る
こ
と
の
放
棄
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
は
指

摘
し
て
お
こ
う
。

最
後
に
紹
介
す
る
彼
女
た
ち
の
語
り

0

0

0

0

0

0

0

は
、
一
九
八
五
年
に
起
き
た
航
空
機
墜
落

事
故
で
次
男
を
亡
く
さ
れ
、
そ
の
後
「
8･

12
連
絡
会
」
事
務
局
長
を
務
め
ら
れ

た
美
谷
島
邦
子
さ
ん
の
手
記
『
御
巣
鷹
山
と
生
き
る　

日
航
機
墜
落
事
故
遺
族
の

25
年
』
で
あ
る
。

冒
頭
、
小
学
生
だ
っ
た
次
男
が
残
し
た
ヘ
チ
マ
の
観
察
日
記
を
引
用
し
た
後
、

彼
女
は
こ
う
綴
る
。「
地
域
の
神
社
か
ら
祭
囃
子
が
聞
こ
え
る
。
朝
か
ら
私
は
、

お
祭
り
の
準
備
を
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
雑
務
は
、
一
見
無
駄
な
よ
う
に
感
じ

る
。
で
も
、
そ
れ
が
人
と
人
を
つ
な
ぐ
。
沢
山
の
人
の
小
さ
な
雑
務
の
積
み
重
ね

が
、
地
域
で
の
交
流
を
生
む
。」(

美
谷
島 2018:8)

│
│
書
か
れ
た
内
容
も
、
書

き
方
も
、
飾
り
気
な
く
、
ご
く
あ
り
き
た
り
な
も
の
だ
。
し
か
し
、
こ
の
地
域
、

こ
の
祭
り
に
育
て
ら
れ
た
次
男
に
触
れ
な
が
ら
、
彼
女
は
こ
う
続
け
る
。

「
私
は
、
25
年
前
に
「
遺
族
会
」
と
い
う
＂
雑
務
＂
を
引
き
受
け
た
。
雑
務
を
す
る

の
が
も
と
も
と
好
き
な
性
格
。
い
つ
も
地
域
の
こ
と
で
駆
け
回
っ
て
い
た
母
の
姿

を
み
て
い
た
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。」(

美
谷
島 2018:9)

あ
り
き
た
り
な
も
の
が
、
そ
う
で
な
く
な
る
瞬
間
が
あ
る
。
雑
務
と
い
う
言
葉

の
意
味
を
素
通
り
し
て
い
た
自
分
を
、
同
じ
言
葉
が
不
意
に
引
き
戻
す
。
そ
の

時
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
風
に
言
う
な
ら
、
あ
り
き
た
り
の
顔
で
横
た
わ
っ
て
い
た
そ
の

「
意
味
」
が
、
逃
れ
よ
う
も
な
い
呼
び
か
け
と
と
も
に
、
謎
め
い
た
相
貌
と
な
っ

て
立
ち
上
が
る
。
そ
し
て
、
そ
の
先
に
読
む
べ
き
無
限
の
表
情
が
控
え
て
い
る
こ

と
を
、
い
ま
だ
は
っ
き
り
し
た
表
情
を
見
せ
な
い
そ
の
顔
が
告
げ
知
ら
せ
る
。
一

体
彼
女
は
、
四
半
世
紀
の
長
き
に
渡
っ
て
、
ど
れ
だ
け
の
苦
悩
に
立
ち
合
い
、
ど

れ
だ
け
の
つ
な
が
り
を
背
負
い
、
ど
れ
ほ
ど
の
出
会
い
と
別
れ
を
経
て
き
た
の
だ

ろ
う
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
数
多
の
巡コ

ン
ス
テ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン

り
合
わ
せ
の
全
て
を
引
き
受
け
た
先
に
置

か
れ
た
「
好
き
」
と
い
う
言
葉
を
、
ど
う
受
け
止
め
た
ら
よ
い
の
か
⋮
⋮
こ
う
し

た
こ
と
を
読
者
に
想
像
さ
せ
、
哲
学
者
に
考
え
さ
せ

0

0

0

0

0

0

0

0

、
各
自
の
脳
裏
に
忘
れ
が
た

い
痕
跡
を
刻
み
込
む
の
は
、
ま
さ
に
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
傷
や
裂
け
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目
を
隠
さ
な
い
│
│
隠
し
き
れ
な
い
│
│
テ
ク
ス
ト
の
語ナ

ラ
テ
ィ
ブ

り
口
そ
の
も
の
な
の

だ
。

注(1)　

情
景
的
理
解
に
つ
い
て
は
、
コ
ッ
ヒ
ャ
ー
の
テ
ク
ス
ト(

コ
ッ
ヒ
ャ
ー 2017) 

も
参

照
し
た
。

(2)　

ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
主
要
メ
ン
バ
ー
の
中
で
ア
ド
ル

ノ
は
、
ポ
ロ
ッ
ク
や
H
・
マ
ル
ク
ー
ゼ
と
と
も
に
、
精
神
分
析
を
受
け
な
か
っ
た
メ

ン
バ
ー
に
属
す
る (C

f,W
iggershaus 1987:300)

。
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も
し
み
な
さ
ん
が
み
な
さ
ん
に
と
っ
て
の
世
界
の
感
覚
︹sense

︺、
つ
ま
り
、

世
界
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
み
な
さ
ん
の
感
覚
を
尋

ね
ら
れ
た
ら
、
み
な
さ
ん
は
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
を
知
識
の
用
語
で
表
現
し
よ
う
と
す

る
は
ず
で
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
世
界
の
感
覚
を
明
確
化
︹articulate

︺
す
る
と

き
に
み
な
さ
ん
が
好
む
や
り
方
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
世
界
に
つ
い
て
の
さ
ま

ざ
ま
な
事
柄
を
知
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

今
日
み
な
さ
ん
と
議
論
し
た
い
事
柄
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
探
究
し
、
そ
れ

が
ど
の
よ
う
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
か
を
検
討
す
る
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
一
部
を
な
し
て
い
ま
す
。
私
の
研
究
の
目
下
の
焦
点
は
、
現
実
の

日
常
的
構
成
に
お
い
て
言
語
が
果
た
し
て
い
る
役
割
を
正
当
に
評
価
す
る
よ
う
な

言
語
観
を
考
案
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
目
論
見
は
、
お
し
ゃ
べ
り
、
う
わ
さ
話
、

日
々
の
雑
談
と
い
っ
た
も
の
に
、
私
た
ち
の
世
界
内
存
在
の
ス
タ
イ
ル
を
、
ひ
い

て
は
私
た
ち
が
世
界
に
つ
い
て
も
っ
て
い
る
感
覚
を
表
現
す
る
た
め
に
私
た
ち
が

利
用
す
る
重
要
な
方
法
と
い
う
地
位
を
回
復
す
る
作
業
を
含
ん
で
い
ま
す
。
こ
の

目
論
見
は
、
世
界
に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
理
解
を
知
識
の
用
語
で
明
確
化
す
る
と

い
う
私
た
ち
の
通
常
の
や
り
方
が
限
界
を
有
し
て
お
り
、
日
常
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
出
会
い
に
お
い
て
起
こ
っ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
知
覚
に

悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
で
達
成
さ
れ

る
で
し
ょ
う
。

こ
の
論
考
は
二
つ
の
節
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。
第
一
節
で
は
、
言
語
に
つ
い
て

の
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
分
析
を
大
雑
把
に
ス
ケ
ッ
チ
し
ま
す
。
そ
の
際
に
主
に

依
拠
す
る
の
は
、『
世
界
の
散
文
』
の
、
私
た
ち
の
会
話
に
お
い
て
語
ら
れ
な
い

ま
ま
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
る
議
論
に
先
立
つ
箇
所
で

す
。
私
は
そ
こ
で
、
言
語
の
抑
揚
︹inflection

︺
と
い
う
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の

概
念
を
導
入
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
二
節
で
は
、
命
題
的
言
語
と
い
う
も
の
に

与
え
ら
れ
て
い
る
特
権
が
、
世
界
の
感
覚
に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
議
論
を
あ
ま
り

に
も
容
易
に
認
識
論
の
領
域
に
移
し
替
え
て
し
ま
う
の
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
生
き
た
経
験
に
十
全
に
関
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
論
証
す
る
つ
も
り

で
す
。

第
一
節　

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
こ
の
よ
う
な
側
面
を
明
確
化
す
る
た
め
に
、
私
は
こ

こ
で
言
語
に
つ
い
て
の
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
分
析
に
立
ち
戻
り
た
い
と
思
い
ま

す
。
言
語
に
つ
い
て
検
討
す
る
中
で
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
は
、
構
造
も
し
く
は

知
識
の
ス
ト
ッ
ク
か
、
世
界
の
感
覚
か
？

言
語
と
世
界
構
成
を
め
ぐ
る
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
議
論

グ
ス
タ
フ
・
ア
ド
ル
フ
・
ベ
ル
ク
マ
ン
・
シ
ー
グ
ル
ビ
ョン
ソ
ン

訳
：
佐　

野　

泰　

之
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制
度
化
さ
れ
た
言
語
を
、
発
話
と
し
て
の
言
語
、
す
な
わ
ち
生
き
生
き
し
た
表
現

の
最
中
に
あ
る
言
語
か
ら
分
離
す
る
と
い
う
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
方
針
を
取
り
上
げ
て

い
ま
す
。
こ
の
区
別
は
、
言
語
の
馴
染
み
深
い
二
重
性
を
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み

で
す
。
つ
ま
り
、
一
方
で
は
言
語
は
構
造
化
さ
れ
て
お
り
、
誰
も
が
話
す
こ
と
が

で
き
る
匿
名
的
な
も
の
で
す
。「
空
は
青
い
」
と
い
っ
た
文
の
意
味
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
は
誰
が
そ
れ
を
表
現
す
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
存
続
し
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
言
語
は
こ
こ
で
は
、
類
型
的
な
発
言
と
応
答
を
伴
う
制
度
化
さ
れ
た
形
態
、

す
な
わ
ち
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
空
談
︹idle-talk

︺」
と
呼
ん
だ
類
の
言
語
に
な
り

え
ま
す
。
そ
こ
で
は
私
た
ち
が
言
語
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
言
語
が
私
た

ち
を
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
科
学
者
や
観
察
者
が
通
例
注

目
す
る
よ
う
な
言
語
、
過
去
と
し
て
の
言
語
、
辞
書
や
語
彙
目
録
の
言
語
で
す
。

直
近
の
過
去
を
よ
り
遠
い
過
去
と
関
係
づ
け
る
の
は
こ
の
よ
う
な
通
時
的
構
造
で

す
。こ

う
し
た
事
柄
を
生
き
生
き
と
し
た
表
現
の
流
動
性
と
比
較
し
て
み
ま
し
ょ

う
。
生
き
生
き
と
し
た
表
現
に
お
い
て
は
、
発
話
は
状
況
に
応
じ
て
な
さ
れ
ま

す
。
そ
こ
で
は
私
は
他
者
た
ち
と
協
力
し
て
自
分
の
思
考
を
明
確
化
し
ま
す
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
こ
で
は
発
話
は
思
考
や
記
述
の
単
な
る
明
確
化
で
は
な
く
、
私

が
言
語
の
中
、
世
界
の
中
に
存
在
す
る
際
の
固
有
の
ス
タ
イ
ル
を
表
現
す
る
も
の

で
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
言
語
は
共
時
的
で
す
。
す
な
わ
ち
、
言
語
は
今
こ
こ

に
、
私
た
ち
の
間
に
、
私
た
ち
の
相
互
作
用
の
只
中
に
あ
り
ま
す
。
今
私
が
語
っ

て
い
る
事
柄
は
、
あ
る
意
味
で
二
度
と
再
び
語
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
ス
タ
イ
ル
で
、
こ
の
状
況
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
感
情
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
対

話
者
た
ち
と
と
も
に
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
は
二
度
と
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
非
常

に
深
い
意
味
で
の
特
殊
性
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
言
語
研
究
の
範
囲
外
に
あ
る
と
み
な

し
た
特
殊
性
で
す

1

。
こ
の
よ
う
な
も
の
が
言
語
の
共
時
的
生
起
で
あ
り
、
そ
こ

で
は
言
語
は
単
な
る
間
主
観
的
構
造
で
は
な
く
、
世
界
へ
の
受
肉
し
た
参
加
な
の

で
す
。
私
は
身
体
を
使
っ
て
話
し
て
お
り
、
ち
ょ
う
ど
私
の
手
が
日
光
を
遮
る
た

め
の
帽
子
に
到
達
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、
部
屋
の
中
で
何
か
を
探
し

た
り
、
眺
め
を
楽
し
ん
で
い
る
と
き
の
私
の
ま
な
ざ
し
の
よ
う
に
、
私
は
言
葉
を

使
っ
て
世
界
へ
と
到
達
す
る
の
で
す
。

し
か
し
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
か
ら
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
性
は
検
討
さ

れ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
言ラ

ン

グ

語
体
系
と
発パ

ロ
ー
ル話
、
通
時
態
と
共
時
態

の
間
に
は
明
ら
か
に
弁
証
法
的
関
係
が
あ
る
か
ら
で
す
。︹
一
方
で
は
︺
構
造
と

し
て
の
言
語
は
、
発
話
が
現
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
基
盤
で
す
。
話
す
こ
と
は

あ
ら
か
じ
め
コ
ー
ド
化
さ
れ
、
構
造
化
さ
れ
、
共
有
さ
れ
た
言
語
の
変
容
と
し
て

の
み
可
能
で
す
。
共
時
態
は
通
時
態
の
断
面
と
し
て
の
み
存
在
し
、
通
時
態
に

よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。︹
他
方
で
は
︺
発
話
の
生
き
生
き
と
し
た

流
動
性
は
、
そ
れ
が
形
式
化
さ
れ
制
度
化
さ
れ
た
匿
名
の
言
語
を
超
え
た
と
こ
ろ

で
表
現
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
可
能
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
通
時
態
は
共
時

態
な
く
し
て
は
存
在
し
え
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
通
時
態
を
優
先
し
よ

う
と
す
る
一
般
的
傾
向
に
抵
抗
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
通
時
的
構
造
が
存
在

す
る
の
は
、
そ
れ
が
過
去
の
共
時
態
の
諸
瞬
間
が
沈
殿
し
た
も
の
で
あ
る
限
り
に

お
い
て
で
す
。

で
は
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
は
こ
こ
で
何
を
警
戒
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

彼
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
論
理
的
文
法
と
い
う
夢
想
、
言
語
と
経
験
に
つ

い
て
の
実
証
主
義
的
な
考
え
で
す
。
彼
は
そ
れ
を
「
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
的
」
言
語
の

夢
想
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
世
界
を
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
、
正
確
に
、

一
切
の
曖
昧
さ
な
し
に
表
現
す
る
よ
う
な
言
語
、
あ
る
い
は
自
己
充
足
的
で
完
全

な
表
現
体
系
と
し
て
働
き
う
る
よ
う
な
言
語
を
私
た
ち
が
考
案
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
考
え
の
こ
と
で
す
。
通
時
態
、
す
な
わ
ち
構
造
と
し
て
の
言
語
へ
の
こ
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う
し
た
注
目
は
、「
主
観
性
の
痕
跡
し
か
残
さ
な
い
」
と
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
は
言

い
ま
す
。
構
造
的
要
素
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
生
き
生
き
と
し

た
表
現
だ
け
で
な
く
、
主
観
性
を
も
一
緒
に
厄
介
払
い
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
言

語
を
こ
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
究
極
的
に
は
、
言
語
を
「
一
群
の
所

作
」
で
は
な
く
、
陳
述
の
一
覧
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
が
私
た
ち
に
勧
め
て
い
る
の
は
、
生
き
生
き
と
し
た
表
現

の
只
中
に
あ
る
言
語
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
、
そ
し
て
、
私
た
ち
が
互
い
に
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
と
き
に
働
い
て
い
る
も
の
を
見
つ
め
る
こ
と
で
す
。

私
た
ち
が
直
ち
に
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
の
一
つ
は
、
話
す
こ
と
に

お
い
て
は
、
表
現
さ
れ
て
い
る
事
柄
は
私
た
ち
が
発
し
て
い
る
単
な
る
語
以
上
の

も
の
だ
と
い
う
事
実
で
す
。
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。「
人
々

は
話
し
、
私
は
理
解
す
る
。
自
分
は
単
に
諸
々
の
語
を
処
理
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
と
い
う
感
覚
を
私
が
も
つ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
表
現
が
失
敗
し
た
か
ら
で
あ

る
」2

。
こ
の
こ
と
に
身
に
覚
え
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
誰
か
が
私
た
ち
に
話
し

か
け
、
私
た
ち
が
個
別
の
語
に
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
場
合
、
つ
ま

り
、
私
た
ち
が
文
を
個
別
的
な
も
の
へ
と
解
体
し
、
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
語
の
意

味
を
分
析
し
始
め
る
場
合
、
そ
れ
は
正
確
な
い
し
完
璧
な
分
析
の
証
で
は
な
く
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
失
敗
の
兆
候
、「
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
」
兆
候
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
こ
と
は
別
の
例
に
よ
っ
て
よ
り
明
確
に
で
き
る
で
し
ょ
う
。
メ
ル
ロ
＝ポ

ン
テ
ィ
は
会
話
の
文
字
起
こ
し
と
会
話
そ
の
も
の
の
関
係
に
注
意
を
促
し
て
い
ま

す
。

ど
ん
な
に
才
気
に
溢
れ
た
会
話
も
、
そ
の
正
確
な
記
録
は
あ
と
に
な
っ
て
才
気
に

乏
し
い
印
象
し
か
与
え
な
い
と
言
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
真
理
が
嘘
を
つ
い
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
正
確
に
再
現
さ
れ
た
会
話
は
、
も
は
や
私
た
ち
が
そ
れ
を
生
き
て

い
た
と
き
の
会
話
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
話
し
て
い
る
人
々
の
現
前
が
、
す
な
わ

ち
、
所
作
や
表
情
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
意
味
の
余
剰
全
体
、
と
り
わ
け
起
こ
っ

て
い
る
出
来
事
や
、
絶
え
間
の
な
い
発
明
や
即
興
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
意
味
の

余
剰
全
体
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る

3

。

会
話
に
お
い
て
は
、
発
話
は
単
に
私
た
ち
を
表
現
さ
れ
て
い
る
語
と
結
び
つ
け

る
よ
り
も
さ
ら
に
徹
底
的
な
仕
方
で
私
た
ち
を
捉
え
る
よ
う
な
一
つ
の
全
体
と
し

て
現
れ
ま
す
。
文
字
起
こ
し
は
私
た
ち
の
存
在
全
体
を
呼
び
出
す
こ
と
は
な
く
、

私
た
ち
の
耳
に
わ
ず
か
に
触
れ
る
だ
け
で
す
。
正
確
に
再
現
さ
れ
た
会
話
は
、
私

た
ち
が
そ
の
中
で
生
き
て
い
た
と
き
の
会
話
と
は
別
の
何
か
な
の
で
す
。
そ
こ
で

は
何
か
が
失
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
何
が
働
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
私
が
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
欠
け
て
い
る
の
は
「
話
し
て
い
る
人
々
の

現
前
」、「
所
作
や
表
情
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
意
味
の
余
剰
全
体
」
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
こ
に
は
曖
昧
さ
が
あ
り
ま
す
。
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
が
指
摘
し
て
い

る
の
は
、
現
前
と
、
所
作
や
表
情
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
意
味
の
余
剰
と
い
う

二
つ
の
現
象
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
意
味
の
余

剰
に
よ
っ
て
現
前
が
構
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
引
用
を
読
解

す
る
一
つ
の
方
法
は
、
現
前
と
所
作
や
表
情
の
関
係
と
は
、
所
作
や
表
情
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
る
意
味
の
余
剰
こ
そ
が
私
た
ち
に
他
者
の
現
前
を
与
え
る
も
の
で

あ
る
、
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
他
者
の
現
前
を
見
出
す
の
は
所
作
や
表
情
を
通
し
て

で
あ
る
、
と
提
案
す
る
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
の
読
解
方
法
は
、
現
前
と
意
味
の

余
剰
は
、
文
字
起
こ
し
に
欠
け
て
い
る
二
つ
の
別
々
の
現
象
で
あ
る
、
す
な
わ

ち
、
一
方
に
は
現
前
が
あ
り
、
他
方
に
は
所
作
や
表
情
の
中
に
見
出
さ
れ
る
意
味

の
余
剰
が
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
で
す
。
私
は
後
者
の
読
解
を
支
持
し
て
、
私
た
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ち
は
所
作
や
表
情
が
現
前
し
て
い
な
く
て
も
他
者
が
現
前
し
て
い
る
と
い
う
感
覚

を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
所
作
や
表

情
と
直
接
相
対
す
る
こ
と
は
滅
多
に
な
い
け
れ
ど
も
、
文
脈
や
声
の
調
子
の
よ
う

な
他
の
手
が
か
り
を
当
て
に
す
る
目
の
見
え
な
い
人
間
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
が
、
も
っ
と
最
低
限
の
事
例
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

今
日
で
は
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
が
存
在
す
る
お

か
げ
で
、
私
た
ち
は
た
っ
た
数
十
年
前
に
は
想
像
で
き
な
か
っ
た
規
模
の
会
話
の

文
字
起
こ
し
を
所
有
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
ス
タ
ン
ト
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
ン
グ
・
ア
プ

リ
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
絶
え
ず
書
き
言
葉
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
う
ち
に

置
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
が
主
張
し
た
い
の
は
、
独
立
し
た
現
象
と
し
て

の
他
者
の
現
前
は
、
こ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
よ
り
い
っ
そ
う

明
瞭
に
輝
き
出
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
み
な
さ
ん
が
イ
ン
ス
タ
ン
ト
・
メ
ッ
セ
ー

ジ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
上
で
会
話
を
し
て
、
先
刻
ま
で
の
会
話
を
眺
め
た
ら
、
長
い

時
間
真
剣
に
熱
中
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
会
話
が
ご
く
わ
ず
か
な
や
り
と

り
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
驚
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ど
う
や
ら
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
・

メ
ッ
セ
ー
ジ
ン
グ
・
ア
プ
リ
上
で
他
人
と
関
わ
っ
て
い
る
と
き
に
働
い
て
い
る
の

は
、
語
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
他
者
の
現
前
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
な
特

異
な
何
か
の
よ
う
で
す
。
そ
の
よ
う
な
現
前
は
、
こ
の
よ
う
な
種
類
の
最
低
限
の

手
段
を
通
し
て
私
た
ち
に
現
れ
う
る
の
で
す
。
私
が
こ
こ
で
議
論
し
た
い
の
は
、

他
者
の
現
前
は
、
テ
キ
ス
ト
の
中
に
単
純
に
捉
え
て
お
く
こ
と
の
で
き
な
い
会
話

に
意
味
を
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
お
そ
ら
く
感
触
︹feeling

︺
を
も
貸
し
与
え
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
写
真
が
微
笑
み
を
捉
え
ら
れ
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
文
字

起
こ
し
は
会
話
を
捉
え
ら
れ
な
い
の
で
す
。

語
ら
れ
な
い
も
の
と
抑
揚

し
か
し
、
文
字
起
こ
し
の
外
に
取
り
残
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
何
で
し
ょ
う

か
。
何
が
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
語
ら
れ
な
い
も
の

︹the unsaid

︺
と
は
、
文
字
通
り
に
語
ら
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
何
ら
か
の

仕
方
で
語
ら
れ
た
事
柄
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
も
の
の
こ
と
で
す
。
私
は
こ
れ
か

ら
、
私
た
ち
が
語
ら
れ
な
い
も
の
を
通
常
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る

か
を
素
描
し
た
う
え
で
、
そ
こ
で
は
何
か
が
依
然
と
し
て
説
明
さ
れ
な
い
ま
ま
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
私
た
ち
に
示
す
や
り
方
を
説

明
す
る
つ
も
り
で
す
。

語
ら
れ
な
い
も
の
を
指
し
示
す
最
初
の
方
法
は
、
明
白
に
語
ら
れ
て
は
い
な
い

け
れ
ど
も
、
依
然
と
し
て
多
か
れ
少
な
か
れ
明
示
的
な
作
法
で
表
現
さ
れ
て
い
る

事
柄
を
区
別
す
る
こ
と
で
す
。
例
と
し
て
は
、
姿
勢
、
所
作
、
さ
ら
に
は
頷
き
と

い
っ
た
準
言
語
的
所
作
の
よ
う
に
、
身
体
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
事
柄
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
ジ
ョ
ー
ク
、
当
て
こ
す
り
、
皮
肉
の
よ
う
な
、
は
っ
き
り
述

べ
る
事
柄
と
は
っ
き
り
述
べ
な
い
事
柄
を
ど
の
よ
う
に
選
別
す
る
か
と
い
う
語
句

選
択
も
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
例
に
お
い
て
は
、
私

た
ち
は
あ
る
事
柄
を
語
り
な
が
ら
別
の
事
柄
を
意
味
す
る
わ
け
で
す
。
あ
る
い

は
、
私
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
、
明
示
的
で
あ
る
こ
と
を
ど
う
に
か
し
て

回
避
す
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
教
授
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
推
薦
状
を
書
い
て

く
れ
る
よ
う
に
頼
む
学
生
の
あ
り
が
ち
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
思
い
浮
か
べ
て
み
て
く

だ
さ
い
。
教
授
は
「
い
い
よ
」
と
言
い
ま
す
が
、
い
ざ
推
薦
状
が
届
く
と
、
そ
こ

に
は
「
こ
の
学
生
は
字
が
上
手
い
」
と
だ
け
書
い
て
あ
る
の
で
す
。
こ
こ
で
は
、

語
ら
れ
な
い
も
の
が
語
ら
れ
て
い
る
事
柄
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

で
挙
げ
た
事
柄
の
い
く
つ
か
は
、
声
の
調
子
に
よ
っ
て
も
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
他
者
に
応
答
す
る
場
合
に
も
自
分
の
考
え
を
表
現
す
る
場
合
に
も
、
私
た
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ち
は
皮
肉
な
調
子
、
疑
り
深
い
調
子
、
熱
狂
的
な
調
子
を
声
に
よ
っ
て
表
現
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

語
ら
れ
な
い
も
の
を
定
式
化
す
る
も
う
一
つ
の
方
法
は
、
そ
れ
ら
は
暗
黙
理
に

想
定
さ
れ
て
い
る
発
話
の
文
脈
だ
と
述
べ
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
物
理
的
に
共
有

さ
れ
た
文
脈
、
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
そ
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
環
境
で
あ
る
こ
と

が
あ
り
え
ま
す
。
私
が
あ
な
た
に
座
っ
て
く
だ
さ
い
と
言
う
と
き
、
私
は
テ
ー
ブ

ル
の
周
り
に
あ
る
椅
子
に
言
及
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
椅
子
は
私
に
と
っ
て

そ
こ
に
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
あ
な
た
に
と
っ
て
も
そ
こ
に
あ
る
し
、
座
る
た
め

の
対
象
と
し
て
あ
な
た
に
現
れ
て
い
る
と
私
は
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
環
境

は
私
た
ち
に
集
合
的
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
私
た
ち
が
こ
の
事
実
を
表
現
す
る
こ

と
は
滅
多
に
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
こ
の
事
実
を
当
然
の
も
の
と
み
な
し
て
い
ま

す
。よ

り
特
殊
な
言
語
的
・
社
会
的
文
脈
も
あ
り
ま
す
。
議
論
の
中
で
以
前
語
ら
れ

た
事
柄
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
私
は
そ
れ
に
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
私
の

応
答
は
そ
れ
に
照
ら
さ
な
け
れ
ば
意
味
を
も
た
な
い
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
、
単

に
何
ら
か
の
共
通
知
識
を
話
題
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
私

が
「
明
日
手
を
貸
し
て
も
ら
え
る
？
」
と
言
っ
た
な
ら
、
私
は
明
日
助
け
て
く
れ

る
よ
う
あ
な
た
に
要
求
し
て
い
る
か
、
も
し
助
け
を
必
要
と
し
て
い
れ
ば
私
は
助

け
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
尋
ね
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
私

は
文
字
通
り
あ
な
た
が
貸
し
出
し
可
能
な
手
を
所
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
尋
ね

て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
言
明
は
多
数
の
事
柄
を
意
味
し
え
ま
す
し
、
そ
の

意
味
は
、
社
会
的
文
脈
や
、
個
人
が
そ
の
中
に
隠
し
た
意
味
、
あ
る
い
は
話
者
の

意
図
に
応
じ
て
変
化
す
る
の
で
す
。

さ
ら
に
、
言
明
の
意
味
は
特
定
の
文
脈
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
た
と
え
ば
葬
儀
で
は
私
た
ち
は
通
常
す
る
よ
う
な
仕
方
で
物
事
を
語
り
ま
せ

ん
。
い
く
つ
か
の
表
現
は
忌
避
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
分
類
さ
れ
、
誰
も
が
そ
の
こ

と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
私
た
ち
が
ど
こ
で
も
通
用
す
る
わ
け
で
は
な
い

特
殊
な
仕
方
で
言
葉
を
用
い
る
文
脈
と
い
う
も
の
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
た
と
え

ば
、
哲
学
の
専
門
家
が
別
の
哲
学
の
専
門
家
と
会
話
す
る
と
き
と
、
同
じ
専
門

家
が
門
外
漢
と
会
話
す
る
と
き
と
で
は
話
し
方
が
異
な
り
ま
す
。
私
た
ち
が
用

い
る
言
葉
と
、
そ
れ
ら
の
言
葉
を
用
い
る
仕
方
は
大
幅
に
変
わ
り
う
る
の
で
す
。

シ
ュ
ッ
ツ
は
こ
の
こ
と
を
「
関レ

リ
バ
ン
ス

連
性
の
体
系
」
と
い
う
言
葉
で
語
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
一
般
に
、
関レ

リ

バ

ン

ト

連
性
の
あ
る
方
法
に
合
わ
せ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と

表
現
を
遂
行
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
専
門
的
な
言
葉
遣
い
を
い
つ
用
い
る
べ
き
で
い

つ
用
い
る
べ
き
で
な
い
か
、
い
つ
フ
ォ
ー
マ
ル
に
な
る
べ
き
で
い
つ
ふ
ざ
け
た
態

度
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
を
知
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
語
ら
れ
な
い
も
の
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い

て
語
ら
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
無
数
の
方
法
、
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
互
い
に

理
解
し
合
う
た
め
に
絶
え
ず
利
用
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
物
理
的
・
社
会

的
・
言
語
的
文
脈
の
包
括
的
な
リ
ス
ト
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
私
は
こ
こ
で
さ
ら
に
二
つ
の
例
を
挙
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

ら
の
例
は
、
私
の
考
え
で
は
、
語
ら
れ
な
い
も
の
に
似
た
何
か
と
し
て
の
役
割
を

演
じ
て
い
ま
す
が
、
文
脈
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
と
は
分
類

さ
れ
ず
、
む
し
ろ
生
き
ら
れ
た
経
験
と
よ
り
深
く
関
わ
る
も
の
で
す
。

第
一
の
例
は
、
単
に
私
た
ち
が
そ
れ
を
際
立
た
せ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
、
分
離

さ
れ
た
顕
在
的
経
験
や
注
目
に
値
す
る
も
の
と
し
て
区
別
し
て
い
な
い
と
い
う
理

由
で
語
ら
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
る
よ
う
な
語
ら
れ
な
い
も
の
で
す
。『
共
感
の
本

質
と
諸
形
式
』
の
中
で
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
ま

す
。
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︹
⋮
︺
新
し
い
表
現
形
式
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
人
た
ち
は
日
常
言
語
に

よ
っ
て
い
わ
ば
わ
れ
わ
れ
の
経
験
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

普
及
し
た
観
念
の
網

目
の
彼
方
に
飛
翔
す
る
。︹
⋮
︺
た
と
え
ば
、
今
で
は
誰
も
が
自
分
の
中
に
知
覚
で

き
る
感
情
も
、
か
つ
て
あ
る
「
詩
人
」
が
、
そ
れ
を
明
晰
に
知
覚
で
き
る
よ
う
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
る

0

0

た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
の
内
的
な
生
の
恐
る
べ
き
不
明
瞭
さ
の
中
か
ら
苦
心
し

て
獲
得
し
た
も
の
の
は
ず
で
あ
る

4

。

こ
こ
で
は
、
通
常
の
話
し
方
と
い
う
も
の
が
、
起
こ
り
つ
つ
あ
る
出
来
事
に
つ

い
て
の
私
た
ち
の
予
期
を
形
作
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
詩
人
│
│
こ
こ
で

は
詩
人
と
は
そ
の
言
葉
の
最
も
広
い
意
味
で
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

す
が
│
│
は
、
私
た
ち
が
そ
の
向
こ
う
側
を
見
る
の
を
助
け
て
く
れ
ま
す
。
こ
こ

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
普
及
し
た
観
念
の
網
目
は
私
た
ち
の
思
考
を
閉
じ

込
め
て
し
ま
い
ま
す
。
あ
り
ふ
れ
た
話
が
私
た
ち
の
思
考
法
を
枠
に
は
め
、
そ
れ

に
よ
っ
て
経
験
の
表
現
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
れ
ら
の
経
験
に
つ
い
て

の
明
晰
な
知
覚
が
可
能
に
な
る
の
は
、
そ
れ
ら
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で

す
。た

と
え
ば
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
場
合
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
い
う
言
葉
は
一
九
六
〇
年
代
に
考
案
さ
れ
、

最
終
的
に
、
女
性
た
ち
の
無
数
の
証
言
が
彼
女
た
ち
の
日
々
の
経
験
の
重
要
な
部

分
を
完
全
に
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
明
確
化
、
す
な
わ
ち
経
験
の
命

名
が
、
常
に
存
在
し
、
感
じ
ら
れ
て
い
な
が
ら
も
、
内
的
な
生
の
「
恐
る
べ
き
不

明
瞭
さ
」
の
中
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
を
認
識
す
る
可
能
性
を
創
造
し
た

の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
生
を
送
っ
て
い
た
人
々
は
、
そ
れ
を
経
験
し
て
は
い
ま
し

た
が
、
そ
れ
を
十
分
だ
と
感
じ
ら
れ
る
仕
方
で
表
現
す
る
術
を
知
ら
な
か
っ
た
の

で
す
。

別
の
例
は
文
学
作
品
に
関
す
る
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
議
論
か
ら
引
き
出
さ
れ

る
も
の
で
す
。
こ
こ
で
は
著
者
の
声
、
ス
タ
イ
ル
と
い
う
も
の
が
、
世
界
の
感

覚
、
言
語
の
抑
揚
を
告
げ
知
ら
せ
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
冊
の
本
を
作
り
上
げ
る
一
連
の
語
を
た
だ
一
つ
の
運
動
に
よ
っ
て
結
び
合
わ
せ

て
い
る
も
の
と
は
、
ま
さ
し
く
慣
用
か
ら
の
知
覚
し
が
た
い
偏
差

5

、
一
定
の
奇

妙
さ
の
恒
常
性
で
あ
る
。
部
屋
の
中
に
入
る
と
、
何
か
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
は
で
き
る
が
、
何
が
変
わ
っ
た
か
を
言
う
こ
と
は
で
き
な

い
。︹
同
様
に
︺
本
の
中
に
入
り
込
む
と
、
私
は
す
べ
て
の
語
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
い
る
と
感
じ
る

0

0

0

0

0

0

0

が
、
ど
ん
な
点
で
変
わ
っ
た
か
を
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
最

初
は
説
明
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
一
定
の
恒
常
的
な
偏
差

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る

新
た
な
用
法
、
つ
ま
り
本
の
意
味
は
言
語
的
で
あ
る

6

。

こ
の
記
述
は
、
私
た
ち
が
文
学
作
品
の
う
ち
に
、
つ
ま
り
、
著
者
が
自
分
が

語
っ
て
い
る
事
柄
を
明
確
化
し
、
言
い
表
す
仕
方
の
う
ち
に
見
出
す
奇
妙
さ
と
い

う
馴
染
み
深
い
感
覚
に
つ
い
て
の
も
の
だ
と
言
え
ま
す
。
そ
し
て
、
メ
ル
ロ
＝ポ

ン
テ
ィ
が
こ
こ
で
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
私
た
ち
が
見
出
す
こ
の
よ
う
なア

ー
テ
ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

調
音
の

変
化
は
、
単
に
諸
々
の
語
が
異
な
る
仕
方
で
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
そ
れ
ら
が
実
際
に
全
く
変
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、

言
語
の
転
換
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

こ
の
転
換
は
時
と
し
て
私
た
ち
を
た
じ
ろ
が
せ
ま
す
。
テ
ク
ス
ト
に
何
か
お
か

し
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
れ
を
私
た
ち
は
避
け
た
り
退
屈
に
感
じ
た
り
し
ま
す
。

嫌
々
読
み
進
め
た
結
果
、
そ
れ
が
私
た
ち
と
共
鳴
し
な
い
こ
と
に
気
づ
く
と
い
う

こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
は
時
と
し
て
私
た
ち
と
共
鳴
し

ま
す
。
私
た
ち
は
著
者
の
奇
妙
さ
、
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
時
折
見
出
す
と
こ
ろ
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の
、
本
が
私
た
ち
の
考
え
方
を
変
え
て
い
く
過
程
に
付
き
従
っ
て
い
き
ま
す
。
私

た
ち
は
本
の
明
確
化
の
方
法
に
影
響
さ
れ
、
本
の
言
葉
遣
い
を
習
得
さ
え
す
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
は
そ
こ
で
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
付
け
加
え

て
い
ま
す
。

一
度
こ
の
言
語
を
習
得
し
て
し
ま
う
と
、
私
は
自
力
で
こ
の
言
語
を
理
解
し
た
の

だ
と
錯
覚
を
抱
く
こ
と
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
言
語
が
私
を
作
り
変
え
、
私

に
そ
れ
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
し
た
か
ら
で
あ
る

7

。

こ
れ
も
ま
た
、
よ
く
あ
る
こ
と
、
私
た
ち
が
や
り
が
ち
な
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
私
た
ち
は
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
で
、
時
折
こ
う
考
え
ま
す
。
そ
の
テ

ク
ス
ト
が
表
現
し
て
い
る
思
考
は
私
た
ち
が
自
分
で
思
い
つ
く
こ
と
も
で
き
た
、

と
。
こ
の
と
き
私
た
ち
は
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
私
た
ち
を
作
り
変
え
、
今
と
な
っ

て
は
あ
ま
り
に
も
明
白
に
思
え
る
知
覚
を
可
能
に
し
た
経
緯
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
す
。
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
に
言
わ
せ
れ
ば
、
私
た
ち
は
そ
れ
ら
の
思
考

を
私
た
ち
自
身
の
思
考
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
考
え
、
著
者
の
功
績
を
し
ぶ
し

ぶ
と
し
か
認
め
な
い
と
い
う
う
ぬ
ぼ
れ
に
陥
っ
て
い
る
の
で
す
│
│
「
ち
ょ
う

ど
、
債
権
者
か
ら
金
を
借
り
て
昔
の
借
金
を
返
済
す
る
人
々
の
よ
う
に
」8

。

綿
密
に
練
ら
れ
、
考
え
抜
か
れ
た
文
学
テ
ク
ス
ト
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
抑

揚
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
が
「
一
貫
し
た
変
形
」
と
も
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
も
の
を
思

い
浮
か
べ
る
こ
と
は
簡
単
で
す
。
し
か
し
、
私
が
主
張
し
た
い
の
は
、
私
た
ち
が

互
い
に
話
し
て
い
る
と
き
に
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。し

か
し
、
こ
れ
は
何
の
抑
揚
な
の
で
し
ょ
う
か
。
単
な
る
言
語
や
語
の
抑
揚
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
生
き
生
き
と
し
た
表
現
、
対
話
者
同
士
の
相
互
作
用
の

う
ち
に
現
れ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
単
に
構
造
と
し
て
の
言
語
に
対
し
て
影
響
を

与
え
る
だ
け
で
な
く
、
世
界
と
の
私
た
ち
の
関
係
、
私
た
ち
の
存
在
の
ス
タ
イ
ル

に
対
し
て
も
影
響
を
与
え
る
も
の
で
す
。
抑
揚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
の
は
、
言

語
と
感
情
、
感
覚
、
事
物
な
ど
が
入
り
混
じ
っ
た
、
は
っ
き
り
突
き
止
め
る
こ
と

の
難
し
い
発
話
の
一
要
素
で
す
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
テ
ク
ス
ト
が
私
た
ち
と
共

鳴
し
た
り
し
な
か
っ
た
り
す
る
よ
う
に
、
正
し
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
間

違
っ
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
深
さ
を
明
確
に
評
価
す
る
こ
と
は

簡
単
な
よ
う
に
は
思
え
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
お
そ
ら
く
次
の
こ
と
で
す
。
存
在
の
ス
タ
イ
ル
を
知
る
こ

と
は
、
何
か
を
明
確
化
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
何
か
に
つ
い
て
の
感
じ
︹feel

︺、

つ
ま
り
、
相
互
に
関
連
す
る
多
く
の
要
因
に
対
す
る
反
応
的
な
認
識
を
も
つ
こ
と

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
絵
の
具
で
描
い
て
い
よ
う
と
線
で
描
い
て
い
よ
う
と
、
画

家
は
同
じ
種
類
の
所
作
、
同
じ
種
類
の
受
肉
し
た
世
界
内
存
在
を
示
す
で
し
ょ

う
。
私
が
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
ス
タ
イ
ル
の
唯
一
性
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私

た
ち
は
ス
タ
イ
ル
を
模
倣
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
単
に
、
こ
う
し
た
存
在
の
ス
タ
イ
ル
が
私
た
ち
の
相
互
作
用
の
中
で
働
い

て
お
り
、
そ
れ
ら
を
知
る
こ
と
と
そ
れ
ら
を
明
確
化
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は

同
じ
こ
と
で
は
な
い
と
言
い
た
い
の
で
す
。

第
二
節　

世
界
の
構
成
と
知
識
の
ス
ト
ッ
ク

『
世
界
の
散
文
』
の
中
で
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
力
説
し
て
い
ま

す
。

語
る
主
体
同
士
の
生
き
た
関
係
が
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
常
に

陳
述
あ
る
い
は
直
接
法
を
言
葉
の
モ
デ
ル
と
み
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
わ
れ
わ
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れ
が
そ
う
す
る
の
は
、
陳
述
の
外
に
は
口
ご
も
り
や
混
乱
し
か
な
い
と
信
じ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
信
じ
る
こ
と
は
、
科
学
の
陳
述
の
中
に
無
言
の
ま
ま
定

式
化
も
主
題
化
も
さ
れ
る
こ
と
な
く
含
ま
れ
て
い
る
も
の
、
科
学
の
陳
述
の
意
味
を

規
定
す
る
の
に
寄
与
し
、
将
来
の
科
学
に
探
究
の
領
野
を
与
え
て
い
る
当
の
も
の
の

一
切
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、「
超
意
味
」
と
で
も
呼
び
う

る
で
あ
ろ
う
も
の
を
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
に
見
つ
け
出
し
、
そ
れ
を
無
意
味
か
ら
区
別

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
文
学
的
表
現
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る

9

。

世
界
を
全
体
と
し
て
理

メ
イ
ク
・
セ
ン
ス
解
す
る
と
い
う
段
に
な
る
と
、
対
話
は
認
識
論
の
領
域

に
移
し
替
え
ら
れ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
世
界
に
つ
い
て
の
把
握
や
世
界

に
つ
い
て
の
感
覚
に
つ
い
て
話
す
と
き
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
私
た
ち
が
世
界
に
つ

い
て
も
っ
て
い
る
知
識
と
い
う
観
点
か
ら
し
ば
し
ば
思
い
描
き
ま
す
。
世
界
の
構

成
、
す
な
わ
ち
世
界
に
つ
い
て
の
感
覚
な
い
し
知
識
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
は
、
よ
り
認
識
論
的
で
よ
り
実
然
的
な
方
法
を
通
し
て
だ
と
思
わ
れ
て
い
る

の
で
す
。
私
た
ち
は
世
界
に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
感
覚
を
、
知
識
と
い
う
観
点
か

ら
、
命
題
と
陳
述
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、『
人
間
知
性

研
究
』
の
中
で
ヒ
ュ
ー
ム
が
行
な
っ
て
い
る
よ
う
な
古
典
的
な
議
論
を
思
い
出
す

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
は
次
の
こ
と
を
観
察
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
々
の
証
言
や
、
目
撃
者
や

見
物
人
た
ち
の
報
告
に
由
来
す
る
推
論
よ
り
も
一
般
的
で
、
有
益
で
、
人
間
の
生

活
に
必
要
で
さ
え
あ
る
よ
う
な
種
類
の
推
論
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を

10

。

こ
こ
で
は
馴
染
み
深
い
主
張
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
一
人
一
人
が
直
接

的
な
経
験
を
通
し
て
世
界
に
つ
い
て
得
た
知
識
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
も
の
で
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
は
限
定
さ
れ
て
お
り
、
私
た
ち
は

自
分
が
置
か
れ
た
状
況
、
場
所
、
時
間
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を

超
え
る
世
界
に
つ
い
て
私
た
ち
が
も
っ
て
い
る
知
識
の
大
半
は
、
他
人
た
ち
の
証

言
を
通
し
て
得
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
種
類
の
知
識
は
、
物

語
や
伝
承
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
知
識
の
明
示
的
な
探
索
と
結

び
つ
い
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
大
抵
の
場
合
、
私
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
種

類
の
「
世
界
を
知
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち
世
界
に
つ
い
て
の
感
覚
を
も
つ
こ
と
を
、

命
題
的
言
語
に
よ
っ
て
言
い
表
す
で
し
ょ
う
。

認
識
論
の
文
献
の
中
で
は
、
当
然
な
が
ら
、
世
界
の
感
覚
へ
の
関
心
は
、
世
界

に
つ
い
て
の
知
識
へ
の
関
心
と
し
て
見
出
さ
れ
ま
す
。
私
は
世
界
に
つ
い
て
の
情

報
を
習
得
し
て
い
る
と
い
う
仕
方
で
世
界
に
つ
い
て
の
何
事
か
を
知
っ
て
い
ま

す
。
要
す
る
に
こ
れ
は
、
社
会
性
の
現
象
学
に
関
す
る
文
献
の
中
で
「
知
識
の
ス

ト
ッ
ク
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
こ
の
言
葉
は
シ
ュ
ッ
ツ
が
考
案
し
た
も

の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
表
現
さ
れ
た
世
界
は
、
先
に
言
及
し
た
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
か
ら
の
引
用
を
敷
衍
す
れ
ば
、
陳
述
の
一
覧
、
思
考
や
主
張
や
直
接
法

の
目
録
と
化
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
り
ま
す
。「
世
界
の
感セ

ン
ス覚
」
の
感セ

ン
ス覚
と
い
う

言
葉
は
、︹
通
常
は
︺「
感
じ
︹feel

︺」
や
「
感
触
︹feeling

︺」
よ
り
も
む
し
ろ

「
意
味
︹m

eaning

︺」
と
い
う
意
味
で
解
さ
れ
ま
す
。「
世
界
の
感セ

ン
ス覚
」
と
は
「
世

界
の
意ミ

ー
ニ
ン
グ味
」
で
あ
り
、
意
味
は
明
確
化
や
概
念
化
や
知
識
と
い
う
観
点
か
ら
理
解

さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
私
た
ち
は
「
感セ

ン
ス覚
」
か
ら
そ
の
両
義
性
を
排
除
し

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
両
義
性
は
何
か
非
常
に
重
要
な
も
の
を
捉
え

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。

ル
ッ
ク
マ
ン
＆
バ
ー
ガ
ー
と
知
識
の
ス
ト
ッ
ク

例
と
し
て
ル
ッ
ク
マ
ン
と
バ
ー
ガ
ー
の
『
現
実
の
社
会
的
構
成
』
を
見
て
み
ま
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し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
知
識
社
会
学
を
理
解
す
る
た
め
の
枠
組
み
を
創
造
し
よ
う
と

す
る
試
み
が
見
出
さ
れ
ま
す
。

知
識
社
会
学
は
ま
ず
何
よ
り
も
、
人
々
が
非
理
論
的
あ
る
い
は
前
理
論
的
な
日
常

生
活
の
中
で
「
現
実
」
と
し
て
「
知
っ
て
い
る
」
事
柄
に
関
心
を
向
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
観
念
」
よ
り
も
常
識
的
な
「
知
識
」
こ
そ
が
知
識

社
会
学
に
と
っ
て
の
中
心
的
な
焦
点
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
が
存
在

す
る
た
め
に
不
可
欠
な
意
味
の
織
物
を
構
成
し
て
い
る
の
は
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う

な
「
知
識
」
な
の
だ

11

。

こ
こ
で
の
関
心
は
、「
人
々
が
非
理
論
的
あ
る
い
は
前
理
論
的
な
日
常
生
活
の

中
で
「
現
実
」
と
し
て
「
知
っ
て
い
る
」
事
柄
」
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
し

か
も
そ
の
事
柄
は
観
念
の
よ
う
な
も
の
と
は
違
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

知
識
と
い
う
言
葉
は
こ
こ
で
は
括
弧
つ
き
で
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由

は
、
ル
ッ
ク
マ
ン
と
バ
ー
ガ
ー
が
知
識
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
種
類
の
定
義
を
提

供
し
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
単
に
彼
ら
が
「
知
識
」
に
つ
い
て
の
あ
ま
り
に

も
「
知
性
主
義
的
な
」
定
義
、
つ
ま
り
精
神
史
の
よ
う
な
も
の
に
主
に
焦
点
を
当

て
る
よ
う
な
定
義
に
甘
ん
じ
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
か
ら
で
す
。「
理
論
的
思
考
、

「
観
念
」、
世
界
観
︹W

eltanschauungen

︺
と
い
っ
た
も
の
は
、
社
会
に
お
い
て

は
そ
れ
ほ
ど

0

0

0

0

重
要
で
は
な
い
」
と
彼
ら
は
言
い
ま
す
。
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
る
知

性
主
義
的
な
事
柄
は
、
特
定
の
社
会
の
中
で
知
識
と
し
て
通
用
し
て
い
る
総
体
の

ほ
ん
の
一
部
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
事
柄
を
扱
っ
て
い
る
の
は
一
部

の
限
ら
れ
た
人
々
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
社
会
に
属
す
る
す
べ
て
の
人
々

は
、
何
ら
か
の
仕
方
で
よ
り
広
い
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
た
「
知
識
」
に
与
っ
て
い

ま
す

12

。
し
か
し
、
こ
の
よ
り
広
い
観
点
が
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
十
分
は
っ

き
り
と
明
確
化
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
「
人
々
が
非
理
論
的
あ
る

い
は
前
理
論
的
な
日
常
生
活
の
中
で
「
現
実
」
と
し
て
「
知
っ
て
い
る
」
事
柄
」

と
関
係
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
言
う
知
識
は
生
活
世
界
の
よ
う
な
も

の
と
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
生
活
世
界
を
明
確
化
す
る
通
常
の
仕
方
と
親
和
性
を

示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
こ
こ
で
は
知
識
と
は
、
曖
昧
で
、
お
そ
ら
く
は

何
ら
か
の
仕
方
で
不
正
確
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
こ
の

よ
う
な
括
弧
つ
き
の
「
知
識
」
の
意
味
は
、
ル
ッ
ク
マ
ン
と
バ
ー
ガ
ー
が
社
会
学

理
論
の
鍵
と
な
る
問
い
と
考
え
て
い
る
も
の
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
問

い
と
は
「
主
観
的
意
味
が
客
観
的
事
実
性
に
な
る
の
は
い
か
に
し
て
か
」
と
い
う

も
の
で
す
。
ル
ッ
ク
マ
ン
と
バ
ー
ガ
ー
は
し
ば
し
ば
、「
日
常
生
活
の
知
識
」
と
、

彼
ら
が
そ
の
土
台
と
呼
ん
で
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
間
主
観
的
な
常
識
の
世
界

を
構
成
す
る
主
観
的
過
程
（
お
よ
び
意
味
）
の
客
観
化
」13

を
、
一
緒
く
た
に
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
緊
密
に
結
び
つ
け
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
は

主
観
的
意
味
と
客
観
的
な
も
の
の
こ
う
し
た
つ
な
が
り
は
決
定
的
な
役
割
を
演
じ

て
い
ま
す
。
主
観
的
過
程
の
こ
の
よ
う
な
客
観
化
が
、
彼
ら
が
「
真
に
社
会
的
」

と
呼
ぶ
も
の
に
な
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
記
号
体
系
へ
と
客
観
化
さ
れ
な
け
れ
ば

い
け
ま
せ
ん
。

間
主
観
的
な
沈
殿
は
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
種
類
の
記
号
体
系
へ
と
客
観
化
さ
れ
て

い
る
と
き
に
の
み
、
つ
ま
り
、
共
有
さ
れ
た
経
験
を
繰
り
返
し
客
観
化
す
る
可
能

性
が
生
じ
た
と
き
に
の
み
、
真
に
社
会
的
と
呼
ば
れ
う
る

14

。

ル
ッ
ク
マ
ン
と
バ
ー
ガ
ー
が
こ
こ
で
主
に
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
主
観
的

意
味
の
言
語
へ
の
、
つ
ま
り
、
言
語
と
い
う
媒
体
を
通
し
て
経
験
を
共
有
す
る
可

能
性
へ
の
客
観
化
で
す
。
言
語
が
決
定
的
に
重
要
な
の
は
、
私
た
ち
は
言
語
に
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よ
っ
て
意
味
を
客
観
化
し
、
今
こ
こ
の
状
況
を
詳
し
く
説
明
し
た
り
、
か
つ
て
こ

こ
に
あ
っ
た
が
今
は
こ
こ
に
な
い
も
の
を
探
し
た
り
、
や
が
て
到
来
す
る
も
の
や

全
く
想
像
的
な
も
の
を
伝
達
す
る
と
い
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
遂
行
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。

奇
妙
な
こ
と
に
、
シ
ュ
ッ
ツ
の
『
社
会
的
世
界
の
現
象
学
』15

の
中
で
、「
知
識

の
ス
ト
ッ
ク
」
と
い
う
語
は
「
経
験
の
ス
ト
ッ
ク
︹Erfahrungsvorrat

︺」
と
い

う
語
の
翻
訳
で
あ
り
、
さ
ら
に
あ
る
箇
所
で
は
「
経
験
︹Erfahrung

︺」
と
い
う

語
の
翻
訳
で
さ
え
あ
り
ま
す
。
今
で
は Erfahrung 

と
い
う
語
はexperience

と
訳

さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
す
が
、
こ
の
本
で
は
そ
う
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
な

ぜ
「
知
識
の
ス
ト
ッ
ク
」
の
よ
う
な
語
が
、
間
違
い
な
く
よ
り
正
確
な
訳
語
で
あ

る
「
経
験
の
ス
ト
ッ
ク
」
の
よ
う
な
語
に
打
ち
勝
っ
た
の
か
は
私
に
は
わ
か
り
ま

せ
ん
。「
知
識
の
ス
ト
ッ
ク
」
と
い
う
言
い
回
し
は
そ
の
う
え
、
ル
ッ
ク
マ
ン
と

バ
ー
ガ
ー
の
『
現
実
の
社
会
的
構
成
』
の
中
で
も
、
も
と
も
と
は
知
識
で
は
な
く

経
験
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
指
摘
な
し
に
流
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
シ
ュ
ッ
ツ
に
お
い
て
さ
え
も
、
経
験
が
経
験
さ
れ
た
も
の
か
ら
類
型

化
さ
れ
た
経
験
、
す
な
わ
ち
記
号
体
系
の
中
で
客
観
化
さ
れ
た
経
験
へ
と
移
行
す

る
と
き
、
私
た
ち
は
生
き
ら
れ
た
経
験
か
ら
明
確
な
知
識
へ
と
身
を
移
し
て
し
ま

い
ま
す
。
そ
し
て
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
こ
そ
が
、
私
た
ち
が
世
界
を
学

び
、
社
会
的
世
界
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
を
学
ぶ
た
め
の
主
要
な
方

法
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
描
像
か
ら
は
何
か
が
失
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
見
え
ま
す
。
そ
し
て
私
が
主
張
し
た
い
の
は
、
私
た
ち
が
失
っ
て
い
る
も

の
の
一
部
と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
抑
揚
の
感
覚
や
ス
タ
イ
ル
の
感
覚
、
つ

ま
り
、
世
界
の
中
に
存
在
し
、
世
界
を
他
者
と
共
有
す
る
と
い
う
感
情
的
次
元
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
な
世
界
の
感
覚
と
私
た
ち
の
関
わ
り
に
お
け
る
感
情
的
要
素
を
検
討

す
る
と
き
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
概
念
的
枠
組
み
の
中
に
情
動
的
な
利
害
関
心
が
あ

る
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
が
ち
で
す
。
私
は
私
の
「
知
識
の
ス
ト
ッ
ク
」
に
よ
っ

て
、
世
界
の
表
象
、
眺
望
、
イ
メ
ー
ジ
を
創
造
し
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
が
私
の
も
の

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
私
は
そ
れ
を
維
持
す
る
何
ら
か
の
情
動
的
な
利
害
関
心
を
も

つ
こ
と
に
な
る
と
い
っ
た
具
合
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
語
り
方
は
単
純
す

ぎ
る
と
反
論
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
世
界
観
や
イ
メ
ー
ジ
は
世
界
へ
の
感
情
的
か

つ
身
体
化
さ
れ
た
参
与
か
ら
出
現
し
、
世
界
は
、
た
と
え
ば
そ
れ
が
正
常
で
調
和

的
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
と
い
っ
た
仕
方
で
、
感
情
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
現
れ

ま
す
。
そ
し
て
、
ま
さ
し
く
こ
の
出
現
し
て
い
る
世
界
か
ら
出
発
し
て
の
み
、
世

界
の
概
念
の
よ
う
な
も
の
は
出
現
し
う
る
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
感
情
的
次
元
は

概
念
的
図
式
に
付
加
さ
れ
た
情
動
的
構
成
要
素
で
は
な
く
、
概
念
的
図
式
の
核
と

な
る
構
成
要
素
で
あ
り
、
概
念
的
図
式
を
そ
も
そ
も
可
能
に
す
る
も
の
な
の
で

す
。私

た
ち
の
相
互
作
用
の
中
で
、
私
た
ち
の
世
界
の
感
覚
が
働
い
て
い
る
の
は
、

こ
の
よ
う
な
身
体
化
さ
れ
た
／
感
情
的
な
領
域
に
お
い
て
で
す
。
た
と
え
私
た
ち

が
結
局
は
こ
の
領
域
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
変
わ

り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
明
確
化
は
必
ず
し
も
な
さ
れ
る
必
要
は
な
い
し
、
お
そ
ら
く

い
つ
も
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
あ
な
た
が
何
か

無
礼
な
こ
と
を
言
っ
て
、
部
屋
の
空
気
が
冷
え
込
ん
で
い
く
か
の
よ
う
に
感
じ
た

と
き
の
身
体
の
感
覚
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
が
あ
る
事
柄

を
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
す
べ
て
の
事
柄
を
明
確
化
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

れ
こ
そ
が
何
か
を
知
る
た
め
の
主
要
な
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
せ

ん
。た

と
え
私
た
ち
の
相
互
作
用
の
中
で
生
じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
明
確
な
枠
組

み
を
得
る
こ
と
を
空
想
し
て
み
た
と
し
て
も
（
そ
れ
が
可
能
か
ど
う
か
は
私
に
は
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疑
わ
し
い
で
す
が
）、
私
た
ち
の
日
常
生
活
に
お
け
る
作
用
の
枠
組
み
、
物
事
が

進
行
す
る
仕
方
は
、
こ
の
よ
う
な
身
体
化
さ
れ
た
／
感
情
的
な
領
域
を
経
由
し
ま

す
。
こ
う
し
た
相
互
作
用
の
中
で
私
た
ち
に
現
れ
る
世
界
を
理

メ
イ
ク
・
セ
ン
ス
解
し
た
い
な
ら

ば
、
こ
の
作
用
の
枠
組
み
を
理
解
す
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

し
た
が
っ
て
、
問
題
は
世
界
に
つ
い
て
の
命
題
的
知
識
を
収
集
し
、
そ
れ
を
私

た
ち
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
利
用
す
る
た
め
の
方
法
を
探
求
す
る
こ
と
で
は
な

く
、
感
覚
と
言
語
の
間
の
よ
り
錯
綜
し
た
関
係
に
基
づ
い
て
世
界
の
感
覚
の
モ
デ

ル
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合
の
み
、
私
た

ち
は
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
が
懸
念
し
た
よ
う
に
、「
世
界
の
確
実
性
を
世
界
に
つ

い
て
の
思
考
の
確
実
性
に
変
換
」
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
ま
た
さ
ら
に
重
要
な

こ
と
に
、「
世
界
そ
の
も
の
を
世
界
と
い
う
意
味
に
置
き
換
え
る
」
こ
と
な
く
、

主
観
性
と
間
主
観
性
と
世
界
の
相
互
作
用
を
明
確
化
す
る
望
み
を
も
つ
こ
と
が
で

き
る
で
し
ょ
う

16

。
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と
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バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が
、
哲
学
の
特
定
の
一
分
野
を
指
す
た
め
に
美
学
と
い
う
語

を
考
案
し
た
当
初
、
彼
は
こ
の
新
た
な
分
野
を
「
美
に
向
け
ら
れ
た
感
覚
知
に
関

す
る
学
問
」
と
呼
ん
だ
。
本
稿
で
、
私
は
感
覚
知
に
関
す
る
学
問
に
何
が
含
ま
れ

て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
学
問
に
お
い
て
美
の
役
割
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
り
う
る
の
か
を
考
察
す
る
。
こ
の
考
察
を
通
じ
て
、
私
は
美
学
と
現
象

学
の
間
の
関
係
性
を
、
あ
る
い
は
よ
り
具
体
的
に
、
知
覚
の
美
学
的
様
式
と
現
象

学
的
方
法
と
の
間
の
関
係
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
そ
し
て
身
体
化
し
た
ク

リ
テ
ィ
カ
ル
・
シ
ン
キ
ン
グ

1

と
し
て
の
哲
学
的
思
考
の
中
で
、
そ
れ
ら
の
果
た

す
役
割
を
論
じ
る
。
本
稿
の
第
一
部
で
は
美
学
と
現
象
学
の
関
係
性
を
論
じ
、
次

に
美
の
概
念
を
検
討
す
る
。
第
二
部
で
は
、
思
考
に
お
け
る
動
作
の
役
割
に
加
え

て
、
身
体
化
し
た
思
考
と
美
的
知
覚
を
論
じ
る
。

美
学
と
現
象
学

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
現
象
学
を
哲
学
の
新
た
な
分
野
と
し
て

考
案
し
た
と
き
と
似
た
心
配
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ッ

サ
ー
ル
と
同
様
、
当
時
の
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
と
そ
の
ほ
か
の
人
々
は
、
十
八
世
紀

に
世
界
を
席
巻
し
た
科
学
革
命
に
よ
っ
て
、
我
々
が
感
覚
と
経
験
を
通
し
て
手
に

入
れ
た
知
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
た

2

。
フ
ッ
サ
ー

ル
の
「
事
象
そ
の
も
の
へ
！
」
と
い
う
掛
け
声
は
、「
感
覚
へ
！
」
あ
る
い
は
「
生

き
ら
れ
る
経
験
へ
！
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
例
え
ば
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機

3

に
つ
い
て
の
記
述
に
お
い
て
彼
が
描
い
た
よ
う
に
、
彼
は

科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
そ
の
客
観
性
の
強
調
が
、
全
て
の
知
が
依
っ
て
立
つ
基

盤
、
す
な
わ
ち
生
き
ら
れ
る
経
験
を
考
慮
し
損
な
っ
て
い
る
こ
と
を
懸
念
し
て

い
た
。
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
双
方
と
も
、
我
々
を
思
考
の
起
源
、

知
の
起
源
へ
と
導
こ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
両
者
と
も
こ
の
起
源
が
、

我
々
の
諸
感
覚
―身
体
―身
体
化
し
生
き
ら
れ
る
経
験
に
見
出
さ
れ
う
る
と
い
う
事

実
を
指
し
示
し
た
。

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
氷
河
と
地
熱
の
景
観
に
つ
い
て
の
美
的
経
験
、
意
味
、
価
値

に
関
す
る
私
の
過
去
の
研
究

4

に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
景
観
の
タ
イ
プ
に
つ
い

て
の
人
々
の
経
験
を
探
る
た
め
、
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
現
象
学
に
基
づ
い
た

質
的
方
法
を
用
い
た
。
そ
こ
で
の
私
の
目
的
は
、
彼
ら
の
生
き
ら
れ
た
経
験
を
で

き
る
限
り
綿
密
に
描
き
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
経
験
の
可
能
的
な
意
味

と
価
値
に
接
近
す
る
方
法
を
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
私

が
気
づ
い
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
景
観
の
中
に
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
促
さ
れ
る
知
覚

美
の
開
け
：
美
的
知
覚
と
身
体
化
し
た
思
考グ

ー
ビ
ョル
ク
・
ラ
ン
ヴ
ェ
イ
ク
・
ヨハ
ネ
ス
ド
ッ
テ
ィ

訳
：
酒　

井　

麻
依
子
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作
用
の
美
学
的
様
式
が
、
あ
ら
ゆ
る
先
入
見
を
か
っ
こ
に
入
れ
、
事
象
そ
の
も
の

が
我
々
の
感
覚
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
我
々
に
現
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
集
中

す
る
と
い
う
現
象
学
的
方
法
と
、
大
い
に
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
私
の
研
究
の
参
加
者
た
ち
が
描
き
出
し
た
経
験
は
、
完
全
に
彼
ら
自

身
の
諸
感
覚
に
没
入
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
た
。
音
、
匂
い
、
色
、

形
、
触
感
、
そ
し
て
動
き
に
強
く
注
意
を
払
っ
て
い
た
た
め
、
先
入
観
と
判
断
、

日
常
的
な
考
え
や
心
配
事
の
た
め
の
余
地
が
彼
ら
の
精
神
に
は
な
か
っ
た
ほ
ど
で

あ
っ
た
。
彼
ら
の
経
験
は
ま
た
、
初
め
て
見
る
か
の
よ
う
に
事
物
を
見
る
こ
と
を

伴
う
不
思
議
な
感
じ
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
感
覚
的
探
究
と
初

め
て
見
る
か
の
よ
う
に
物
を
見
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
、
自
然
と
の
関
わ
り
に
お
け

る
そ
の
人
の
世
界
内
の
立
ち
位
置
に
つ
い
て
、
深
く
経
験
さ
れ
た
感
覚
知
の
一
種

を
も
た
ら
し
、
ま
た
、
氷
河
が
溶
け
て
い
く
の
を
聴
き
、
匂
い
、
触
り
、
味
わ
い

す
ら
し
た
後
に
、
例
え
ば
、
気
候
危
機
の
最
中
に
あ
る
自
然
に
対
し
て
の
そ
の
人

自
ら
の
責
任
に
つ
い
て
新
た
な
見
方
を
も
た
ら
し
た
。

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
哲
学
者
ポ
ー
ル
・
ス
ク
ラ
ソ
ン
は
、
こ
の
種
の
自
然
に
つ
い

て
の
経
験
が
い
か
に
し
て
「
地
球
に
住
ま
う
も
の
」
と
し
て
の
我
々
自
身
の
発

見
に
つ
な
が
る
か
に
つ
い
て
、
彼
の
エ
ッ
セ
イ
『
ア
ス
キ
ャ
の
尾
根
で
考
え
る

（M
editations at the Edge of A

skja

）』
の
中
で
書
い
て
い
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ

は
、
彼
が
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
高
地
に
あ
る
ア
ス
キ
ャ
の
カ
ル
デ
ラ
湖
に
初
め
て
彼
が

お
と
ず
れ
た
後
に
書
い
た
も
の
で
あ
る

5

。

あ
た
か
も
初
め
て
見
る
か
の
よ
う
に
物
を
見
る
こ
と
、
そ
し
て
感
覚
に
集
中
す

る
こ
と
と
い
う
特
徴
を
持
つ
、
美
学
と
現
象
学
の
こ
の
関
係
は
、『
現
象
学
と
し
て

の
美
学
』
の
著
者
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
フ
ィ
ガ
ー
ル
ら
、
ほ
か
の
著
者
た
ち
に
よ
っ
て

研
究
さ
れ
て
き
た
。
彼
は
『
事
物
の
現
れ
』6

に
お
い
て
、
芸
術
の
美
的
経
験
が

い
か
に
し
て
我
々
を
、
芸
術
の
中
で
の
空
間
性
、
そ
し
て
芸
術
に
つ
い
て
の
空
間

性
の
経
験
に
差
し
向
け
る
か
を
示
し
て
い
る
。
空
間
性
に
つ
い
て
の
こ
の
経
験
と

は
つ
ま
り
、
我
々
が
我
々
の
感
覚
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
空
間
の
中
に
あ
る
諸
事

物
に
直
接
的
に
関
わ
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
経
験
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
彼

は
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
に
つ
い
て
の
美
的
経
験
が
ど
の
よ
う
に
し

て
、
我
々
に
「
世
界
へ
の
我
々
の
身
体
化
し
た
ア
ク
セ
ス
の
諸
条
件
そ
の
も
の
を

経
験
す
る
こ
と
、
そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
的
エ
ポ
ケ
ー
を
無
自
覚
的
に
遂
行
す
る
こ

と
」
を
可
能
に
す
る
の
か
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
芸
術
と
美
的
経
験

は
、「
我
々
の
注
意
を
、
関
係
的
で
、
生
き
ら
れ
る
空
間
に
向
け
る
の
で
あ
り
、
芸

術
作
品
と
は
こ
の
関
係
的
で
生
き
ら
れ
る
空
間
の
模
範
的
な
現
れ
の
数
々
な
の
で

あ
る
」7

。
ガ
レ
ン
・
A
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
も
ま
た
、
彼
の
論
文
「
芸
術
に
お
け
る

（
諸
）
真
理
の
起
源
に
つ
い
て
：
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
、
ク
レ
ー
、
セ
ザ
ン
ヌ
」
の

中
で
、
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
彼
は
感
覚
知
と
芸
術
を
通
じ

て
我
々
が
接
近
可
能
に
な
る
真
理
の
タ
イ
プ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る

8

。
私
は
こ

の
論
文
に
お
け
る
彼
の
発
想
を
の
ち
に
論
じ
る
が
、
そ
の
前
に
ま
ず
は
感
覚
知
の

学
問
に
お
け
る
美
に
つ
い
て
の
経
験
の
役
割
を
考
察
す
る
。
な
ぜ
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ

ン
は
美
学
の
分
野
が
含
ん
で
い
る
感
覚
知
に
つ
い
て
の
学
問
が
美
に
向
け
ら
れ
て

い
る
と
述
べ
る
の
か
？
こ
の
問
い
に
応
え
る
た
め
に
は
、
美
の
経
験
に
何
が
含
ま

れ
て
い
る
の
か
を
最
初
に
探
究
す
る
必
要
が
あ
る
。

美
美
し
い
形
式
に
対
す
る
単
純
な
快
楽
と
い
う
美
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
観
念

と
異
な
り
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
考
え
に
基
づ
く
現
象
学
的
な
美
の
説
明
は
、

も
っ
と
多
く
の
も
の
を
提
示
す
る
。
ガ
レ
ン
・
A
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
彼
の
『
美
的

な
も
の
の
回
復
：
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
美
学
を
通
し
て
考
え
る
』
の
中
で
明
ら

か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
美
と
は
客
体
の
形
式
の
な
か
に
あ
る
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の
で
も
、
鑑
賞
者
／
主
体
の
目
の
中
に
の
み
あ
る
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
主
体
と

客
体
の
絡
み
合
い
の
中
に
あ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

9

。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が

強
調
し
た
よ
う
に
、
美
と
は
関
係
的
な
概
念
で
あ
る
。
美
の
概
念
は
、
人
間
存
在

が
世
界
と
の
間
に
持
つ
こ
と
の
可
能
で
あ
る
よ
う
な
、
あ
る
特
定
の
タ
イ
プ
の
関

係
│
│
我
々
に
主
体
と
客
体
の
二
分
法
を
超
え
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の

関
係
を
記
述
す
る
も
の
な
の
だ
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
美
的
経

験
に
お
け
る
こ
の
関
係
は
、
諸
事
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
し
て
お
く
一
定
の
試
み

を
伴
っ
て
い
る
。
こ
の
「
あ
り
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
」（
ド
イ
ツ
語
でSein 

lassen

）
は
、
客
体
へ
と
開
か
れ
、
そ
の
客
体
に
関
わ
る
こ
と
を
伴
っ
て
お
り
、

こ
れ
こ
そ
が
美
の
核
心
で
あ
る
。「
客
体
が
純
粋
対
象
と
し
て
前
面
に
初
め
て
現

れ
る
、
そ
し
て
︹
⋮
⋮
︺
そ
の
よ
う
に
前
面
に
現
れ
て
く
る
の
は
美
的
な
も
の
で

あ
る
。「
美
し
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
よ
う
な
前
面
に
や
っ
て
く
る
こ
と
の

光
輝
の
中
で
現
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
」10

。
美
に
関
す
る
こ
の
現

象
学
的
見
地
か
ら
見
る
と
、
美
と
は
、
自
分
の
全
て
が
自
分
の
知
覚
し
て
い
る
も

の
へ
と
没
入
し
て
い
き
、
自
分
の
あ
ら
ゆ
る
先
入
観
と
あ
ら
か
じ
め
持
っ
て
い
た

関
心
が
背
景
へ
と
退
く
瞬
間
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
よ
う
な
存
在
様
態
に
お
い
て
、
人
は
す
べ
て
の
注
意
を
知
覚
物
へ
と
差
し
向
け

る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
知
覚
物
へ
と
意
味
を
投
影
す
る
と
い
う
よ

り
も
、
知
覚
物
か
ら
意
味
を
受
け
取
る
。
美
は
、
我
々
が
知
覚
す
る
た
め
だ
け
に

知
覚
す
る
瞬
間
と
い
う
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
。
我
々
が
、
天
気
が
ど
う
な
る
か

を
確
認
す
る
た
め
に
で
は
な
く
、
賛
嘆
す
る
た
め
に
空
を
見
上
げ
る
と
き
の
よ
う

に
、
あ
る
い
は
、
我
々
が
滝
を
、
そ
の
威
力
を
捉
え
る
た
め
に
ど
れ
ほ
ど
大
き
な

ダ
ム
が
必
要
か
を
計
算
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
滝
に
自
ら
が
捉
え
ら
れ
る
が
ま
ま

に
な
る
形
で
見
て
い
る
と
き
の
よ
う
に
。
そ
れ
ゆ
え
、
眼
前
に
存
在
す
る
一
定
の

客
観
的
現
実
│
│
鳥
の
さ
え
ず
り
、
色
、
匂
い
、
際
立
っ
た
形
、
あ
る
い
は
言
葉

と
出
来
事
（
例
え
ば
テ
ィ
ー
カ
ッ
プ
を
共
に
し
た
り
、
風
呂
に
入
っ
た
り
と
い
っ

た
）
で
す
ら
│
│
が
、
あ
る
人
が
知
覚
物
に
つ
い
て
理
解
し
、
く
ど
く
ど
述
べ
る

こ
と
を
一
瞬
止
め
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
仕
方
で
そ
の
人
の
注
意
を
捉
え
る
と
き

に
生
み
出
さ
れ
る
、
世
界
と
の
こ
の
関
係
こ
そ
が
美
な
の
で
あ
る
。
美
が
促
進
す

る
こ
の
よ
う
な
開
け
に
お
い
て
、
自
己
か
ら
の
一
種
の
脱
中
心
化
が
起
き
る
。
つ

ま
り
、
人
は
、
自
分
を
自
分
の
知
覚
し
て
い
る
物
の
一
部
で
あ
る
と
感
じ
る
感
覚

に
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
主
体
と
客
体
の
境
界
は
曖
昧
に
な
る
。
こ

の
美
に
つ
い
て
の
理
解
の
背
景
に
あ
る
現
象
学
的
考
え
方
は
、
我
々
が
身
体
的
存

在
と
し
て
常
に
す
で
に
世
界
と
の
関
係
の
中
に
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
美

の
概
念
が
示
す
の
は
、
我
々
の
存
在
全
体
が
我
々
の
知
覚
し
て
い
る
物
に
大
い
に

没
入
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
実
際
我
々
が
こ
の
関
係
と
知
覚
物
に
内
属
す
る
諸

価
値
を
直
接
的
に
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
諸
々
の
瞬
間
な
の
で
あ
る
。

こ
の
経
験
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
思
考
と
は
な
ん
の
謂
い
か
』
の
講
義
ノ
ー
ト

に
お
い
て
説
明
し
た
よ
う
に
、
我
々
に
真
理
へ
の
経
路
を
与
え
て
く
れ
る
。「
美

は
真
理
の
本
質
の
命
運
で
あ
る
。
そ
の
際
真
理
と
は
、
そ
れ
自
身
を
隠
し
て
い
る

も
の
の
露
見
を
意
味
す
る
。
美
と
は
意
に
適
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
永
遠
に

目
立
た
な
い
も
の
、
そ
れ
ゆ
え
見
え
な
い
も
の
が
最
も
輝
か
し
く
あ
ら
わ
な
現

わ
れ
を
達
成
す
る
際
に
真
理
の
命
運
が
生
起
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
真
理
の

命
運
に
属
す
る
も
の
が
美
な
の
で
あ
る
」11

。
我
々
に
と
っ
て
「
永
久
に
目
立
た

ず
、
そ
れ
ゆ
え
見
え
な
い
も
の
」
と
我
々
が
信
じ
て
い
る
も
の
と
は
、
我
々
自
身

の
生
き
ら
れ
る
身
体
的
存
在
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

我
々
は
知
覚
の
世
界

12

へ
と
立
ち
返
る
必
要
が
あ
り
、
と
い
う
の
も
、
我
々
は
同

時
に
そ
れ
を
当
然
の
も
の
と
み
な
し
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
を
気
づ
か
な
い
ま
ま
に
し

て
お
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
我
々
自
身
に
、
頼
り
う
る
唯
一
の
真
理
と

は
科
学
的
で
、
客
観
的
で
、
測
定
可
能
な
真
理
で
あ
る
と
納
得
さ
せ
て
き
た
の
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だ
。
こ
の
こ
と
は
私
を
私
の
最
初
の
問
い
に
立
ち
返
ら
せ
る
。
そ
の
問
い
と
は
、

知
覚
の
世
界
に
立
ち
返
る
こ
と
、
そ
し
て
我
々
の
生
き
ら
れ
る
身
体
的
存
在
と
意

識
的
に
関
わ
り
あ
う
こ
と
は
、
哲
学
的
思
考
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち

う
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
美
学
的
／
現
象
学
的
な
知
覚
様
式
は
哲
学
的

思
考
に
ど
の
よ
う
に
寄
与
す
る
の
か
？

身
体
化
し
た
思
考
と
美
的
知
覚

現
象
学
的
方
法
と
は
科
学
的
方
法
で
あ
り
、
現
象
学
的
方
法
に
よ
っ
て
要
請
さ

れ
る
知
覚
様
式
を
美
学
の
知
覚
様
式
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
現
象
学
が
科
学
的

思
考
と
哲
学
的
思
考
に
ど
ん
な
貢
献
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
関
す
る
我
々
の

理
解
を
深
め
る
と
、
私
は
主
張
す
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
生
き
ら
れ
る
身
体

が
い
か
に
我
々
の
知
と
諸
価
値
の
基
盤
を
な
し
て
い
る
か
を
理
解
さ
せ
て
く
れ

る
。
現
象
学
者
で
環
境
美
学
者
の
ア
ー
ノ
ル
ド
・
バ
ー
リ
ー
ン
ト
は
、
彼
の
著
作

『
感
性
と
感
覚
：
人
間
世
界
の
美
学
的
変
質
』13

の
中
で
、
美
的
知
覚
は
あ
ら
ゆ
る

知
、
諸
価
値
、
諸
思
想
の
根
源
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
美
的
知
覚
は
全
て
の
瞬

間
に
お
い
て
常
に
作
動
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
お
い
て
、
我
々

は
我
々
の
環
境
に
対
し
て
身
体
的
方
法
で
応
答
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
応

答
が
、
我
々
の
内
属
し
て
い
る
世
界
に
つ
い
て
の
感
じ
方
、
考
え
方
、
知
り
方
、

価
値
づ
け
方
を
触
発
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
気
付
い
た
時
、
我
々
は
そ
れ
を
美

的
体
験
と
呼
び
、
美
、
崇
高
、
醜
、
あ
る
い
は
何
で
あ
れ
に
つ
い
て
の
体
験
と
名

指
す
の
だ
。
だ
が
、
我
々
が
こ
れ
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
り
、
名
付
け
な
か
っ

た
り
す
る
と
き
に
す
ら
、
こ
れ
は
作
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
事
実
を
私
が
痛
感
し
た
の
は
、
あ
る
芸
術
家
が
、
景
観
の
美
的
体
験
に
つ

い
て
私
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
な
が
ら
、
学
術
的
な
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
美
的
体
験

を
し
た
こ
と
が
あ
る
か
を
尋
ね
て
き
た
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
そ
の
質
問

を
最
初
、
と
て
も
お
か
し
な
質
問
だ
と
考
え
た
が
、
心
の
中
で
そ
の
質
問
を
眺
め

始
め
た
と
き
、
す
ぐ
に
そ
の
よ
う
な
体
験
を
大
変
強
力
に
思
い
出
す
こ
と
が
で
き

た
。
あ
な
た
の
顔
を
上
げ
さ
せ
、
笑
顔
に
さ
せ
、
心
臓
を
跳
ね
上
が
ら
せ
る
よ
う

な
哲
学
的
テ
キ
ス
ト
に
出
会
っ
た
と
き
、
あ
な
た
も
こ
の
よ
う
な
感
覚
に
覚
え
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
あ
な
た
を
居
心
地
悪
く
さ
せ
る
テ
キ

ス
ト
に
出
会
っ
た
と
き
、
何
か
が
し
っ
く
り
こ
な
い
と
感
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
誰
か
が
か
つ
て
、
哲
学
は
驚
き
か
ら
始
ま
る
と
言
っ
た
。
ま
た
、
他
の
誰

か
は
哲
学
は
欲
求
不
満
か
ら
始
ま
る
と
言
っ
た
。
両
者
と
も
正
し
い
だ
ろ
う
。
あ

ら
ゆ
る
哲
学
は
、
あ
ら
ゆ
る
思
考
は
、
驚
き
、
欲
求
不
満
、
あ
る
い
は
他
の
感
性

か
ら
始
ま
る
の
で
あ
り
、
世
界
に
引
っ
張
ら
れ
、
世
界
と
と
も
に
考
え
る
こ
と
へ

と
引
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
哲
学
は
始
ま
る
の
だ
。

ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
は
こ
の
こ
と
を
質
的
思
考
に
つ
い
て
の
一
章
で
記
述
し
て

い
る
。
そ
の
章
で
彼
は
、
あ
ら
ゆ
る
思
考
が
ど
の
よ
う
に
「
全
体
と
し
て
の
状
況

に
お
い
て
支
配
的
な
性
質
」
を
感
じ
取
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

述
べ
て
お
り
、「
各
々
の
主
体
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
思
考
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う

な
分
析
さ
れ
て
い
な
い
全
体
と
と
も
に
始
ま
る
。
何
か
が
自
ら
を
問
題
に
な
る
も

の
と
し
て
提
示
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
も
何
が
問
題
な
の
か
に
つ
い
て
の
認
識
が

存
在
す
る
前
に
、
そ
う
す
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
言
明
さ
れ
規
定
さ
れ
る
以
前

に
、
持
た
れ
、
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
状
況
全
体
と
い
う
無
媒

介
的
な
質
と
し
て
持
た
れ
る
の
で
あ
る
」14

。
こ
の
、
状
況
に
お
け
る
支
配
的
な

性
質
を
感
じ
取
る
こ
と
と
は
、
哲
学
的
テ
キ
ス
ト
を
読
む
と
い
う
美
的
体
験
を
す

る
例
に
お
い
て
私
が
言
及
し
て
い
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
を
読
む
と
い

う
そ
の
状
況
に
お
い
て
支
配
的
な
性
質
は
、
当
初
分
析
さ
れ
て
い
な
い
全
体
で
あ

り
、
そ
の
全
体
は
お
そ
ら
く
驚
き
や
喜
び
や
し
っ
く
り
く
る
感
じ
に
よ
っ
て
特
徴

付
け
ら
れ
、
あ
る
い
は
居
心
地
の
悪
さ
や
欲
求
不
満
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
て
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い
た
。
思
考
の
こ
の
源
泉
を
認
識
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
全
体

と
し
て
の
状
況
に
関
す
る
こ
の
暗
黙
的
だ
が
正
確
な
フ
ェ
ル
ト
セ
ン
ス

15

は
新
た

な
思
考
、
新
た
な
発
想
、
世
界
に
対
す
る
新
た
な
応
答
の
発
生
の
源
泉
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
源
泉
か
ら
、
さ
ら
な
る
詳
細
で
明
瞭
な
定
式
化
︹form

ulation

︺
が

湧
出
す
る
の
だ
。
デ
ュ
ー
イ
が
状
況
の
質
の
こ
う
し
た
感
受
を
、
我
々
が
直
観
と

し
て
知
っ
て
い
る
も
の
に
結
び
つ
け
つ
つ
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
。

「
直
観
」
と
い
う
言
葉
は
多
く
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
だ
が
、
洗
練
さ
れ
た
哲
学

的
用
法
と
区
別
さ
れ
る
一
般
的
な
意
味
で
は
、
直
観
は
、
明
示
的
な
論
拠
の
あ
ら

ゆ
る
詳
細
の
基
礎
を
な
す
た
だ
一
つ
の
質
的
で
あ
る
こ
と
︹qualitativeness

︺
に
密

接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。︹
⋮
⋮
︺
直
観
が
概
念
化
に
先
立
ち
、
よ
り
深
い
も
の
で

あ
る
と
い
う
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
主
張
は
正
し
い
。
反
省
と
理
性
的
な
練
り
上
げ
は
、
先

立
つ
直
観
か
ら
出
て
く
る
し
、
そ
れ
を
明
確
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

事
実
に
関
し
て
何
ら
神
秘
的
な
も
の
は
な
い
し
、
こ
の
こ
と
は
知
に
二
つ
の
様
態
、

つ
ま
り
一
方
は
主
題
的
な
も
の
に
ふ
さ
わ
し
く
、
他
方
は
他
の
種
類
の
も
の
に
ふ

さ
わ
し
い
よ
う
な
二
種
類
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
は
し
な
い
。
肉
体
的
な
／
物
質
的

な
事
柄
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
主
題
化
す
る
こ
と
は
一
つ
の
直
観
か
ら
始
ま
る

の
で
あ
り
、
生
活
と
精
神
に
お
け
る
諸
出
来
事
に
関
す
る
反
省
は
、
一
つ
の
直
観

と
し
て
始
ま
っ
た
も
の
を
観
念
化
し
概
念
化
す
る
変
形
に
基
づ
い
て
い
る

16

。

思
考
の
こ
の
次
元
が
な
ぜ
哲
学
的
思
考
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き
た

の
か
を
検
討
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
直
観
と
の
こ
の
つ
な
が
り
は
重
要
で
あ
る
。

思
考
の
源
泉
と
し
て
の
状
況
の
性
質
に
関
す
る
フ
ェ
ル
ト
セ
ン
ス
と
言
葉
と
の
間

の
、
直
観
の
よ
う
な
関
係
は
こ
れ
ま
で
行
き
詰
ま
っ
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、
美
、

美
的
な
も
の
、
感
情
な
ど
と
同
様
、
直
観
は
強
力
に
女
性
的
な
も
の
と
主
観
的
な

も
の
に
結
び
付
け
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
こ
の
思
考
の

次
元
が
い
か
に
、
理
論
的
で
哲
学
的
な
思
考
プ
ロ
セ
ス
と
対
極
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
芸
術
的
な
思
考
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
き
た
か
、
と

い
う
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。
我
々
が
次
第
に
気
づ
き
つ
つ
あ
る
の
は
、
芸
術
的

な
も
の
と
哲
学
的
な
も
の
と
い
う
双
方
の
思
考
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
そ
の
根
本

は
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
根
は
、
哲
学
者
や
芸
術
家
が
没
頭
し

て
い
る
理
論
的
な
、
理
念
的
な
、
政
治
的
な
、
感
情
的
な
、
自
然
的
な
、
文
化

的
な
諸
環
境
に
つ
い
て
の
美
的
知
覚
の
中
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
者
に

と
っ
て
、
思
考
プ
ロ
セ
ス
は
我
々
が
感
じ
て
い
る
も
の
す
べ
て
に
対
し
て
恒
常
的

に
持
っ
て
い
る
身
体
的
応
答
に
お
い
て
始
ま
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
我
々
が
気
づ

い
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
そ
う
な
の
で
あ
る
。
ユ
ー
ジ
ン
・
ジ
ェ
ン
ド
リ
ン
の

有
機
体
―人
―環
境
と
い
う
概
念

17

と
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
世
界
の
肉
と
い
う
概

念
は
こ
こ
で
助
け
に
な
る
。
身
体
と
し
て
、
有
機
体
―人
と
し
て
我
々
は
、
我
々

が
共
に
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
あ
る
環
境
と
状
況
の
中
で
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
環
境
と

状
況
と
共
に
、
他
の
有
機
体
―人
と
一
緒
に
な
る
と
い
う
連
続
的
な
プ
ロ
セ
ス
を

共
創
造
し
て
い
る
。
マ
テ
ィ
ア
ス
・
ユ
ン
グ
が
論
じ
た
よ
う
に
、
我
々
の
身
体
を

通
じ
て
こ
そ
初
め
て
、
我
々
は
我
々
の
生
活
を
営
む
諸
状
況
が
意
味
に
富
ん
で
い

る
と
い
う
こ
と
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
の
だ

18

。

メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
は
パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー
を
引
き
な
が
ら
述
べ
て
い
る
。「
私
に

は
、
木
々
が
私
を
見
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
話
し
か
け
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た

日
々
も
あ
っ
た
⋮
私
は
そ
こ
に
お
り
、
聴
い
て
い
た
」19

。
ク
レ
ー
と
森
の
間
の

こ
の
相
互
的
な
聴
き
取
り
に
お
い
て
、
意
味
が
生
ま
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
思
考

と
意
味
が
実
在
す
る
よ
う
に
な
る
仕
方
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
有
機
体
―人
―環

境
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
共
創
造
さ
れ
る
。
意
味
と
思
考
の
源
泉
は
、
そ
れ
を
震

わ
せ
る
世
界
の
全
て
の
側
面
の
織
り
合
わ
せ
の
中
に
あ
る
。
そ
れ
ら
が
有
機
体
―
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人
―環
境
で
あ
ろ
う
が
、
あ
る
い
は
震
動
す
る
素
材
と
い
う
他
の
形
式
を
と
ろ
う

が
。
重
要
な
の
は
、
こ
の
知
の
創
造
の
芸
術
的
な
、
そ
し
て
哲
学
的
な
プ
ロ
セ
ス

に
お
い
て
共
通
な
こ
の
思
考
の
出
発
点
に
気
づ
く
こ
と
で
あ
り
、
な
ぜ
な
ら
、
そ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
ま
た
新
た
な
存
在
論
を
認
め
、
こ
こ
数
十
年
の

間
に
発
生
し
て
き
た
人
間
存
在
に
つ
い
て
の
理
解
を
実
践
に
移
す
こ
と
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
身
体
と
し
て
、
我
々
は
関
係
的
な
世
界
に
お
け
る
関
係
的
な
諸
存
在

で
あ
り
、
そ
の
関
係
的
な
世
界
と
は
相
互
作
用
と
、
内
部
作
用
、
震
動
す
る
素
材

︹m
atter

︺、
リ
ゾ
ー
ム
、
ハ
イ
パ
ー
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
新
物
質

と
対
象
志
向
の
存
在
論
に
満
ち
た
世
界
で
あ
る
。
私
は
、
西
洋
思
想
に
お
け
る
こ

れ
ら
の
「
新
た
な
」
存
在
論
が
実
際
の
と
こ
ろ
、
東
洋
思
想
の
「
古
い
」
存
在
論

な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
に
は
諸
物
に
そ
ぐ
う
秩
序
を
強
調
す
る

数
々
の
存
在
論
が
あ
る
。

諸
物
の
応
答
性
︹responsiveness

︺
に
つ
い
て
書
い
た
著
者
の
一
人
、
ジ
ェ
ー

ン
・
ベ
ネ
ッ
ト
は
、
彼
女
の
著
書
『
震
え
る
素
材: 
事
物
の
政
治
生
態
学
』20

の
中

で
、
そ
の
問
題
に
関
し
て
、
世
界
の
諸
事
物
は
活
気
づ
い
て
お
り
、
応
答
的
で
あ

る
、
と
論
じ
て
い
る
。
彼
女
は
二
〇
一
九
年
の
初
め
に
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
大
学
で
講

演
を
行
な
っ
た
際
、「
物
の
よ
う
に
言
葉
を
用
い
る
」
方
法
、
つ
ま
り
彼
女
が
物
を

震
動
す
る
応
答
的
な
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
に
、
言

葉
を
震
動
す
る
応
答
的
な
も
の
と
し
て
扱
う
方
法
を
、
彼
女
が
ど
の
よ
う
に
探
し

て
い
る
か
を
論
じ
た
。
こ
の
こ
と
こ
そ
我
々
が
「
身
体
化
し
た
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・

シ
ン
キ
ン
グ
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
、
や
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々

が
ど
の
よ
う
に
言
葉
、
文
、
概
念
を
知
覚
し
て
い
る
か
を
感
じ
と
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
感
じ
る
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
む

し
ろ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
出
発
点
で
あ
る
の
か
を
気
づ
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
出
発
点
を
隠
す
の
で
は
な
く
認
め
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、︹
我
々

は
方
法
を
探
究
し
て
い
る
︺。「
身
体
化
し
た
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
シ
ン
キ
ン
グ
」
に

お
い
て
、
我
々
は
言
葉
の
震
動
を
認
識
し
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
思
考

す
る
こ
と
に
関
し
て
思
考
す
る
こ
と
の
、
我
々
の
異
な
る
方
法
の
核
心
に
あ
る
も

の
な
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
我
々
の
身
体
の
中
で
ど
の
よ
う
に
諸
概
念
が
震
動
す

る
か
を
聴
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
我
々
が
目
下
取
り
組
ん
で
い
る
概
念
や
理
念

の
、
感
じ
取
ら
れ
た
意
味
を
広
げ
さ
せ
て
く
れ
る
言
葉
を
探
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
い
か
に
言
葉
を
諸
事
物
の
よ
う
に
用
い
る
か
」
を
学
ん
で
い
る
。
我
々
は
、
建

物
や
森
、
絵
画
、
氷
河
あ
る
い
は
通
り
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
言
葉
、
概
念
、
テ

キ
ス
ト
と
い
っ
た
作
用
を
感
じ
取
る
、
と
い
う
一
人
称
的
な
内
的
体
験
に
注
意
を

向
け
る
。
我
々
は
言
葉
と
テ
キ
ス
ト
を
芸
術
作
品
の
よ
う
に
扱
い
、
我
々
の
中
で

そ
れ
ら
が
生
み
出
す
応
答
の
数
々
を
感
じ
、
我
々
が
哲
学
に
お
い
て
そ
う
し
慣
れ

て
い
る
よ
う
に
、
思
考
に
お
け
る
こ
の
初
め
の
ス
テ
ッ
プ
を
無
視
す
る
代
わ
り
に

そ
こ
か
ら
出
発
す
る
。
我
々
は
こ
れ
ま
で
、
上
方
か
ら
の
中
立
的
見
地
よ
り
我
々

の
思
考
が
出
て
く
る
か
の
よ
う
な
ふ
り
を
、
そ
し
て
、
自
分
た
ち
の
思
考
行
為
に

影
響
を
及
ぼ
す
経
験
的
な
背
景
を
伴
っ
た
状
況
に
居
合
わ
せ
て
い
な
い
か
の
よ
う

な
ふ
り
を
し
て
い
た
。
今
こ
そ
、
状
況
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
経
験
的
な
も
の
か
ら

分
離
さ
れ
、
遮
断
さ
れ
て
い
る
中
立
的
な
観
察
者
と
い
う
幻
想
を
捨
て
る
と
き
で

あ
る
。

芸
術
家
た
ち
と
哲
学
者
た
ち
が
共
通
に
持
っ
て
い
る
の
は
、
彼
ら
の
身
体
を
聞

く
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
が
居
合
わ
せ
て
い
る
相
互
作
用
的
状
況
の
数
々
か
ら
生
じ

る
諸
応
答
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
が
聞
い
て
い
る
も
の
は
、
も
ち

ろ
ん
彼
ら
が
以
前
に
聞
い
て
き
た
全
て
の
も
の
、
彼
ら
の
環
境
の
一
部
に
な
っ
て

き
た
全
て
の
も
の
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
把
持
と
呼
ん
だ
も
の
と
し
て
、
彼
ら
の
身

体
の
中
に
積
み
重
な
っ
て
き
た
も
の
に
よ
っ
て
不
可
避
的
に
色
付
け
ら
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
過
去
の
経
験
か
ら
の
過
去
の
知
覚
は
、
非
主
題
的
な
記
憶
と
い
う
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形
式
に
お
い
て
、
の
ち
の
全
て
の
体
験
の
中
に
尾
を
引
き
、
そ
れ
ら
の
経
験
を

触
発
す
る
の
で
あ
る
。
私
は
常
に
す
で
に
、
我
々
が
ま
だ
子
宮
に
い
た
頃
か
ら

我
々
の
中
に
積
み
重
な
っ
て
き
た
こ
れ
ら
の
把
持
を
通
じ
て
世
界
を
感
じ
る
。
意

味
︹m

eaning
︺、
思
想
、
知
の
創
造
に
お
い
て
、
各
人
に
お
い
て
固
有
な
こ
れ
ら

の
把
持
は
能
動
的
な
役
割
を
果
た
す
。
だ
が
同
時
に
、
世
界
そ
の
も
の
は
、
意
味

を
創
造
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
同
じ
く
ら
い
能
動
的
で
あ
る
。
ジ
ェ
ン
ド
リ
ン

は
以
下
の
表
現
で
、
我
々
の
経
験
的
背
景
が
常
に
我
々
の
思
考
と
知
覚
に
影
響
し

て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。「
言
語
以
前
の
あ
な
た
の
身
体
は
、
言
語
を
超
え
て
、

あ
な
た
が
私
の
話
す
こ
と
を
聞
い
て
い
る
今
で
も
連
続
し
て
い
る
。
あ
な
た
が
私

の
言
葉
を
聞
い
て
い
る
間
、
あ
な
た
は
自
分
の
言
葉
を
考
え
て
い
な
い
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
な
た
の
生
き
て
い
る
身
体
は
あ
な
た
が
誰
で
あ
る
か
を
保
ち

続
け
て
お
り
、
あ
な
た
の
過
去
と
あ
な
た
の
知
っ
て
い
る
こ
と
す
べ
て
を
保
持
し

て
い
る
。
私
の
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
全
て
に
入
り
込
む
」21

。
芸
術
家

と
哲
学
者
は
、
把
持
と
な
っ
た
か
つ
て
の
知
覚
全
て
と
い
う
経
験
的
背
景
か
ら
彼

ら
の
状
況
を
感
じ
、
同
時
に
、
世
界
は
こ
の
相
互
作
用
的
状
況
に
お
い
て
輝
き
震

え
る
。
こ
の
織
り
合
わ
せ
の
中
に
新
た
な
意
味
が
生
ま
れ
る
の
だ
。
こ
の
新
た
な

意
味
は
、
新
た
な
定
式
化
の
形
式
、
新
た
な
言
葉
、
新
た
な
概
念
、
新
た
な
体
験

や
新
た
な
感
覚
、
新
た
な
線
や
新
た
な
色
の
中
に
生
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が

ど
の
よ
う
な
形
式
を
と
る
の
で
あ
れ
、
そ
の
形
式
は
世
界
が
語
る
こ
と
を
可
能
に

す
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
そ
の
形
式
は
、
世
界
の
こ
の
特
定
の
側
面
が
、
存
在

と
世
界
の
絡
み
合
い
や
織
り
合
わ
せ
が
語
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

思
考
プ
ロ
セ
ス
の
前
論
証
的
な
、
前
反
省
的
で
す
ら
あ
る
こ
の
ス
テ
ッ
プ
に
お

い
て
、
我
々
は
聴
く
モ
ー
ド
の
中
に
い
る
。
我
々
は
、
我
々
に
話
し
か
け
、
我
々

の
中
で
自
ら
に
つ
い
て
考
え
る
世
界
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
。
私
が
、
美
的
知
覚

に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
思
考
の
最
初
の
段
階
に
お
り
、
世
界
か
ら
意
味
を
受

け
取
る
べ
く
開
か
れ
て
い
る
と
き
、
私
と
世
界
の
間
に
隔
た
り
は
な
い
。
全
て
の

意
味
が
私
の
世
界
の
相
互
作
用
、
つ
ま
り
世
界
の
肉
か
ら
生
じ
る
に
違
い
な
い
。

相
互
作
用
と
肉
が
最
初
に
来
る
の
で
あ
る
。
私
は
私
の
環
境
の
中
で
私
が
知
覚
す

る
も
の
か
ら
隔
て
ら
れ
た
個
別
な
人
で
は
な
い
。
ジ
ェ
ン
ド
リ
ン
の
言
葉
で
言
え

ば
、
私
は
有
機
体
―人
―環
境
で
あ
り
、
相
互
作
用
と
絡
み
合
い
に
満
ち
た
プ
ロ
セ

ス
な
の
で
あ
る
。

ク
レ
ア
・
ペ
テ
ィ
ッ
ト
メ
ン
ギ
ン
は
彼
女
の
論
文
「
思
考
の
源
泉
へ
」
で
、
こ

の
相
互
作
用
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
の
際
彼
女
は
、「
あ
る
発
想
の
発
生
は
、

五
感
が
ま
だ
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
主
体
と
客
体
が
ま
だ
未
分
化
な
最
初
の
段
階

に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」22

と
述
べ
、
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
・
ヴ
ァ
レ
ラ
を
参
照
し
つ
つ
「
認
識
と
は
、
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
た
世
界
の
表

象
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
内
部
と
外
部
と
の
、
知
る
者
と
知
ら
れ
る
も
の
と
の
、
精

神
と
世
界
と
の
共
構
築
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
」23

と
す
る
。
私
が
巻
き
込
ま
れ
て

い
る
哲
学
的
景
観
と
私
と
の
間
の
こ
の
共
構
築
に
耳
を
傾
け
、
注
意
し
、
応
答
す

る
こ
と
は
、
ま
さ
に
身
体
化
し
た
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
シ
ン
キ
ン
グ
を
我
々
が
哲
学

的
思
考
と
呼
ぶ
も
の
の
核
心
と
し
て
特
徴
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
私
の
思
考
プ
ロ

セ
ス
に
関
す
る
こ
の
見
方
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
が
彼
ら
の

リ
ゾ
ー
ム
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
で
述
べ
た
よ
う
に
、
私
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
著
者
は
存
在
せ
ず

24

、
執
筆
や
知
の
創
造
の
中
心
に
い
る
の
は
、

思
想
家
と
し
て
の
私
で
も
著
者
と
し
て
の
私
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
中
心
に

あ
る
の
は
、
私
と
世
界
と
の
、
私
と
思
考
の
発
展
と
の
間
の
相
互
作
用
な
の
で
あ

る
。
私
は
ま
た
セ
ザ
ン
ヌ
の
よ
う
に
、「
景
観
が
私
の
中
で
自
分
自
身
に
つ
い
て
考

え
る
」
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
私
が
取
り
組
ん
で
い
る
思
考
の
領
野
、
私
が
巻

き
込
ま
れ
て
い
る
哲
学
的
景
観
と
私
は
、
対
話
の
中
に
あ
る
。
私
の
思
考
は
決
し

て
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
一
人
で
に
生
じ
て
き
た
り
は
し
え
な
い
、
私
の
思
考
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は
、
私
が
そ
の
一
部
を
な
し
て
い
る
思
考
の
景
観
か
ら
生
じ
て
く
る
の
だ
。
ヴ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
我
々
に
気
づ
か
せ
た
よ
う
に
、
全
て
の
概
念
は
計
量
不
可

能
な
生
き
ら
れ
る
経
験
／
状
況
と
訓
練
さ
れ
た
知
の
結
果
で
あ
る
。
そ
の
訓
練
さ

れ
た
知
は
、
わ
れ
わ
れ
に
そ
の
意
味
を
経
験
さ
せ
、
学
ば
せ
る
も
の
で
あ
る
。
私

が
そ
の
一
部
を
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
こ
の
哲
学
的
景
観
は
、
そ
の
と
き
、
よ
り

大
き
な
環
境
の
一
部
で
あ
り
、
政
治
的
、
自
然
的
、
社
会
的
環
境
の
一
部
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
哲
学
的
思
想
は
状
況
づ
け
ら
れ
た
、
経
験
的
で
情
緒
的
な
地
盤

か
ら
引
き
離
さ
れ
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
問

題
、
こ
の
地
盤
か
ら
意
識
的
に
引
き
離
す
こ
と
は
、
哲
学
的
思
考
の
創
造
的
な
源

泉
と
の
紐
帯
を
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
な
の
だ
。

私
は
こ
の
思
考
の
景
観
に
巻
き
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
思
考
の
景
観
は
私
の
中

で
自
ら
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
。
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
が
『
シ
ー
ニ
ュ
』
で
述
べ

て
い
た
よ
う
に
、「
物
事
は
、
話
す
こ
と
︹Speech, Parole

︺
と
思
考
に
よ
っ
て
言0

わ
れ

0

0

、
考
え
ら
れ
る

0

0

0

0

0

の
で
あ
り
、
そ
の
言
葉
と
思
考
と
は
我
々
が
所
有
し
て
い
る

も
の
で
は
な
く
、
我
々
を
所
有
し
て
い
る
も
の
な
の
だ
」25

。
し
か
し
、
私
が
自

分
の
入
り
込
ん
で
い
る
思
想
の
景
観
に
耳
を
傾
け
、
そ
れ
に
応
答
し
、
そ
の
思
想

に
自
ら
を
考
え
さ
せ
る
の
と
同
時
に
、
私
は
ま
た
私
自
身
の
声
に
よ
っ
て
新
た
な

や
り
方
で
世
界
を
謳
う
。
私
の
独
特
な
経
験
的
背
景
が
世
界
の
中
で
の
異
な
る
思

想
同
士
の
新
た
な
繋
が
り
を
成
長
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
私
と
私
が
没
入
し

て
い
る
哲
学
的
景
観
の
間
の
こ
の
共
構
築
に
耳
を
傾
け
、
注
意
し
、
応
答
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
ユ
ー
ジ
ン
・
ジ
ェ
ン
ド
リ
ン
の
用
語
で
言
え
ば
、
先
に
進
ん
で
い

く
と
い
う
思
考
の
性
格
に
注
意
深
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
知
覚
物
の
中
の

作
用
に
注
意
深
く
な
る
こ
と
、
そ
し
て
知
覚
者
の
作
用
と
知
覚
さ
れ
た
も
の
の
作

用
と
の
絡
み
合
い
に
注
意
深
く
な
る
こ
と
こ
そ
が
、
新
た
な
定
式
化
、
新
た
な
テ

キ
ス
ト
や
概
念
、
新
た
な
芸
術
作
品
へ
と
移
行
す
る
︹com

es through in

︺
こ
と

な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
芸
術
家
が
素
材
︹m

aterial

︺
と
彼
ら
が
居
合
わ
せ
て

い
る
状
況
に
耳
を
傾
け
る
の
と
同
様
の
や
り
方
で
、
我
々
は
身
体
化
し
た
ク
リ

テ
ィ
カ
ル
・
シ
ン
キ
ン
グ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
、
相
互
作
用
的
状
況
の

中
に
あ
る
言
葉
と
概
念
に
耳
を
傾
け
て
お
り
、
そ
の
相
互
作
用
的
状
況
は
、
我
々

が
そ
れ
ら
の
言
葉
と
概
念
と
共
に
創
造
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
哲
学
的
思

考
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
起
き
て
い
る
こ
と
は
、
芸
術
家
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
し

ば
し
ば
起
き
て
い
る
プ
ロ
セ
ス
に
ど
こ
か
し
ら
似
て
い
る
。
あ
る
と
き
画
家
が

私
に
、
一
方
で
、
自
分
自
身
を
描
画
の
プ
ロ
セ
ス
に
没
頭
さ
せ
る
こ
と
、
素
材
の

感
受
、
素
材
へ
の
応
答
に
没
頭
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
展
開
す
る
身
体
的
な
動

作
と
表
現
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
、
そ
し
て
他
方
で
、
そ
の
際
に
、
自
分
自
身
に
一

歩
退
か
せ
て
、
そ
こ
に
何
が
あ
る
か
を
見
、
そ
れ
に
応
え
る
こ
と
、
こ
れ
は
正
し

い
ス
テ
ッ
プ
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
自
分
で
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

し
、
次
に
何
が
く
る
か
を
感
じ
取
る
こ
と
、
と
い
う
両
方
が
重
要
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
ど
の
よ
う
に
し
て
学
生
た
ち
に
説
明
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
話
し
た
こ
と

が
あ
る
。
ジ
ェ
ン
ド
リ
ン
は
論
文
「
身
体
の
優
位
性
、
知
覚
の
優
位
性
で
は
な

く
」
の
中
で
こ
の
こ
と
を
非
常
に
う
ま
く
描
い
て
い
る
。
彼
は
次
の
ス
テ
ッ
プ
、

次
の
言
葉
、
次
の
線
に
つ
い
て
の
暗
黙
的
で
い
な
が
ら
明
瞭
な
フ
ェ
ル
ト
セ
ン
ス

を
表
す
た
め
に
⋮
と
い
う
点
を
打
っ
て
い
る
。

あ
る
芸
術
家
が
未
完
の
絵
の
前
に
立
ち
、
そ
れ
に
つ
い
て
熟
考
し
、
身
体
的
に
そ

れ
を
感
じ
て
い
る
︹sense

︺
こ
と
、
⋮
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
感
じ
て
い
る

︹feel

︺。
芸
術
家
の
⋮
を
あ
る
種
の
不
満
で
あ
る
と
仮
定
し
よ
う
。
そ
れ
は
感
情
的

な
反
応
、
気
持
ち
の
ト
ー
ン
に
す
ぎ
な
い
の
か
？
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
⋮
に
潜
在

し
て
い
る
の
は
芸
術
家
の
訓
練
で
あ
り
、
た
く
さ
ん
の
デ
ザ
イ
ン
の
経
験
で
あ
り
、

そ
の
他
多
く
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
っ
と
言
え
ば
、
⋮
は
、
ま
だ
到
来
し
て
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い
な
い
次
の
線
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
芸
術
家
は
、「
こ
の
絵
が
何
を
必
要
と
し

て
い
る
か
」に
考
え
を
巡
ら
せ
る
。
そ
の
絵
は
い
く
つ
か
の
線
、
い
く
つ
か
の
抹
消
、

何
か
ど
け
ら
れ
た
も
の
、
何
ら
か
の
⋮
を
必
要
と
し
て
い
る
。
芸
術
家
は
あ
れ
や
こ

れ
や
、
何
か
別
の
も
の
を
試
し
、
そ
れ
を
そ
の
都
度
ま
た
消
す
。
⋮
は
要
求
が
多

い
。
そ
れ
は
各
々
の
試
み
の
失
敗
を
認
識
す
る
。
⋮
は
自
分
が
何
を
欲
し
て
い
る
か

を
正
確
に
知
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
試
み
が
こ
れ
で
は
な
い
こ
と
を

知
っ
て
い
る
。
良
い
芸
術
家
は
そ
れ
ら
を
受
け
入
れ
る
よ
り
も
、
と
き
に
何
年
に
も

渡
っ
て
デ
ザ
イ
ン
を
未
完
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
の
方
を
好
む

26

。

同
じ
こ
と
が
哲
学
に
お
い
て
も
起
き
る
。
あ
な
た
は
あ
な
た
が
そ
れ
に
つ
い
て

読
ん
で
い
る
も
の
や
書
い
て
い
る
も
の
に
沈
み
込
ん
で
い
き
、
そ
の
意
味
が
感
じ

ら
れ
「
意
味
を
な
す
」
と
い
う
流
れ
に
入
り
込
も
う
と
す
る
。
そ
し
て
徐
々
に
あ

な
た
は
、
あ
な
た
に
と
っ
て
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
の
（
フ
ェ
ル
ト
）
セ
ン
ス

を
掴
む
。
意
味
の
立
ち
現
れ
︹sense-m

aking

︺
の
流
れ
の
中
で
、
あ
な
た
は
そ

れ
に
対
す
る
あ
な
た
の
応
答
を
感
じ
と
り
、
あ
る
い
は
、
そ
の
応
答
を
定
式
化
し

さ
え
す
る
。
そ
の
と
き
あ
な
た
は
一
歩
引
い
て
、
あ
な
た
が
述
べ
、
書
い
た
こ
と

が
何
で
あ
る
か
を
見
る
の
だ
。
そ
こ
に
目
を
凝
ら
し
、
こ
の
中
の
キ
ー
セ
ン
テ
ン

ス
や
キ
ー
ワ
ー
ド
は
何
だ
ろ
う
か
、
こ
の
状
況
に
お
い
て
私
は
そ
れ
ら
に
何
を
意

味
さ
せ
た
い
の
だ
ろ
う
か
、
こ
れ
が
正
し
い
ス
テ
ッ
プ
だ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は

も
っ
と
、
他
に
何
か
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
。
あ
な
た
が
一
歩
引
い
て
自
ら
の
応

答
を
感
取
す
る
こ
と
に
留
ま
る
と
き
、
あ
な
た
は
徐
々
に
新
た
な
応
答
、
新
た
な

開
け
を
形
成
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
、
プ
ロ
セ
ス
は

こ
の
開
け
と
、
あ
な
た
が
保
持
し
、
そ
の
作
用
を
感
じ
て
い
る
も
の
を
よ
く
見

て
、
分
析
す
る
べ
く
一
歩
退
く
こ
と
と
の
間
で
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
。
こ
れ

は
ジ
ェ
ン
ド
リ
ン
が
、
暗
黙
的
な
も
の
で
考
え
る
と
呼
ん
で
い
た
事
柄
で
あ
り
、

我
々
は
暗
黙
的
な
も
の
を
、
概
念
や
言
葉
を
ま
だ
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
を

考
え
る
た
め
の
出
発
点
と
し
て
必
要
と
す
る
。

身
体
が
ど
の
よ
う
に
し
て
状
況
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
概
念
や
言

葉
の
中
で
考
え
う
る
こ
と
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
我
々
は
⋮
で
考
え
た
方

が
良
い
し
、
身
体
が
そ
の
状
況
を
持
ち
、
身
体
が
状
況
を
生
き
、
身
体
が
状
況
で

あ
る
仕
方
で
考
え
た
方
が
良
い
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
な
た
が
私
に
つ
い
て
の
あ
な

た
の
知
覚
だ
け
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
し
、
我
々
が
互
い
に
つ
い

て
持
つ
知
覚
が
我
々
の
間
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
我
々
は
、
我
々

が
そ
れ
を
感
じ
た
り
見
た
り
し
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
互
い
を
身
体
的
に
状
況

的
に
触
発
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
事
実
な
の
で
あ
る
。
私
の
暖
か
さ
や
敵
意
は
、

あ
な
た
が
そ
れ
を
知
覚
し
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
あ
な
た
の
進
行
中
の
身
体
的

存
在
を
触
発
す
る
だ
ろ
う
。
も
し
あ
な
た
の
身
体
が
状
況
を
ど
の
よ
う
に
持
っ
て
い

る
か
を
感
じ
取
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
は
そ
の
こ
と
を
発
見
す
る
だ
ろ
う

27

。

我
々
の
入
り
込
ん
で
い
る
状
況
を
我
々
の
身
体
が
ど
の
よ
う
に
持
っ
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
に
注
意
を
払
う
こ
と
は
、
身
体
化
し
た
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
シ
ン
キ
ン

グ
に
お
い
て
鍵
と
な
る
要
素
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
、
哲
学
的
テ
キ
ス
ト
に

関
す
る
我
々
の
フ
ェ
ル
ト
セ
ン
ス
を
そ
の
ま
ま
、
そ
の
上
に
︹
理
論
を
︺
建
て
増

し
で
き
る
頼
れ
る
基
礎
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
も
し
私
が

本
を
読
み
、
強
い
同
意
の
フ
ェ
ル
ト
セ
ン
ス
を
持
っ
た
と
し
て
、
私
は
そ
こ
で
止

ま
る
こ
と
は
な
い
。
私
は
同
意
の
感
覚
を
生
み
出
し
た
の
は
こ
の
本
の
中
の
一
体

な
ん
な
の
か
を
問
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
進
ん
で
行
き
、
こ
の
本
と

私
の
相
互
作
用
を
ま
す
ま
す
よ
く
見
る
。
そ
し
て
も
し
私
が
、
強
く
居
心
地
の
悪

さ
と
不
同
意
を
感
じ
る
論
文
を
読
ん
だ
な
ら
ば
、
私
は
ま
た
、
こ
の
居
心
地
の
悪
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さ
を
生
み
出
し
て
い
る
も
の
が
な
ん
で
あ
る
か
を
さ
ら
に
問
い
、
よ
り
多
く
を
感

じ
取
る
だ
ろ
う
し
、
私
の
批
判
は
そ
こ
か
ら
だ
ん
だ
ん
と
発
展
し
て
い
く
だ
ろ

う
。
思
考
と
は
こ
の
往
還
運
動
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
相
互
作
用
で
あ
り
、
プ

ロ
セ
ス
で
あ
り
、
我
々
が
哲
学
の
実
践
と
教
授
に
お
い
て
さ
ら
な
る
注
意
を
払
う

必
要
が
あ
る
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
あ
る
。

運
動ガ

レ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
芸
術
に
お
け
る
真
理
の
（
諸
）
起
源
に
関
す
る
彼

の
論
文
に
お
い
て
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
、
知
覚
と
表
現
の
両
方
の
特

徴
が
運
動
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
そ
の
両
方
と

も
が
「
身
体
図
式
と
生
き
ら
れ
る
身
体
の
仕
草
に
起
源
を
発
す
る
」
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。「︹
⋮
⋮
︺
あ
ら
ゆ
る
真
正
な
意
味
作
用
、
知
覚
的
な
、
芸
術
的
な
、
そ

し
て
言
語
的
な
意
味
作
用
は
生
き
て
い
る
身
体
の
運
動
で
あ
る
」28

。
生
き
ら
れ

る
身
体
の
こ
の
内
な
る
運
動
は
哲
学
的
で
批
判
的
な
思
考
に
お
い
て
軽
視
さ
れ
て

き
た
も
の
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
我
々
は
ど
う
に

か
し
て
そ
れ
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。「
我
々
は
知
覚
の
世
界
に
お
い
て
生
き

る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
が
、
批
判
的
思
考
に
お
い
て
そ
れ
を
通
り

過
ぎ
て
し
ま
う
。
真
理
に
つ
い
て
の
我
々
の
観
念
に
知
覚
が
貢
献
し
て
い
る
こ
と

を
ほ
と
ん
ど
忘
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
に
。
と
い
う
の
も
、
批
判
的
思
考
は
、
自
ら
が

論
じ
、
受
け
入
れ
あ
る
い
は
退
け
る
と
こ
ろ
の
言
表

0

0

︹statem
ents

︺
に
し
か
出

会
わ
な
い
の
だ
か
ら
。
批
判
的
思
考
は
諸
事
物

0

0

0

の
素
朴
な
明
証
と
決
別
し
て
い
る

の
だ
」29

。
哲
学
的
思
考
の
中
に
我
々
が
呼
び
戻
し
、
取
り
戻
さ
ね
ば
な
ら
な
い

の
は
、
我
々
の
知
覚
的
で
生
き
ら
れ
る
体
験
を
通
じ
て
何
層
に
も
積
み
上
げ
ら
れ

て
き
た
経
験
的
背
景
な
の
で
あ
る
。
我
々
は
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
が
次
の
よ
う
に

指
し
示
し
た
事
実
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
。「
知
覚
と
言
語
は
二
つ
の
並
行
的
な

弁
別
体
系
で
あ
り
、
生
き
て
い
る
身
体
が
一
方
か
ら
他
方
へ
の
移
行
を
可
能
に
し

て
い
る
」30

。
経
験
的
背
景
の
諸
層
は
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
が
「
知
覚
さ
れ
る
世
界

の
考
古
学
」
と
呼
ん
だ
も
の
を
形
作
る
。
こ
の
考
古
学
は
私
と
世
界
に
よ
っ
て
共

創
造
さ
れ
た
表
現
を
露
わ
に
す
る
。
ち
ょ
う
ど
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
が
「
正
確
に

言
え
ば
、
言
語
が
可
能
に
す
る
表
現
は
、
知
覚
さ
れ
る
世
界
の
「
考
古
学
」
に
お

い
て
露
わ
に
さ
れ
た
他
の
表
現
を
要
約
し
、
増
幅
す
る
」31

と
記
し
た
よ
う
に
。

現
象
学
的
方
法
の
中
心
に
あ
る
美
学
的
で
身
体
化
し
た
思
考
様
式
は
、
各
個
人

の
人
格
的
特
異
性
、
つ
ま
り
一
人
称
的
視
点
に
根
ざ
し
た
思
考
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
我
々
が
知
覚
す
る
身
体
で
あ
る
こ
と
を
忘
却
し
な
い
思
考
で
あ
り
、
内
側
か

ら
の
感
覚
体
験
と
と
も
に
考
え
る
思
考
で
あ
る
。
ユ
ー
ジ
ン
・
ジ
ェ
ン
ド
リ
ン
は

こ
れ
を
暗
黙
的
な
も
の
か
ら
思
考
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
状
況
の
フ
ェ
ル
ト
セ
ン

ス
か
ら
思
考
す
る
こ
と
と
呼
ん
だ
。
こ
の
種
の
共
鳴
的
な
哲
学
的
思
考
は
、
聴
く

と
い
う
運
動
か
ら
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
肉
、
つ
ま
り
知
覚
者
と
知
覚
さ
れ
る
も
の

と
の
間
の
関
係
か
ら
何
が
生
じ
て
く
る
か
を
忍
耐
強
く
待
つ
こ
と
で
あ
る
。
身
体

の
内
的
な
運
動
に
忍
耐
強
く
、
注
意
深
く
耳
を
傾
け
る
こ
と
、
そ
し
て
世
界
に
応

答
す
る
こ
と
は
、
知
覚
者
と
知
覚
さ
れ
る
も
の
と
が
含
ま
れ
る
状
況
か
ら
思
考
が

生
じ
て
く
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
起
す
る
思
考
は
計
算
さ
れ
て

い
た
も
の
で
も
、
あ
ら
か
じ
め
知
ら
れ
て
い
た
も
の
で
も
な
く
、
未
だ
知
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
も
の
か
ら
生
じ
て
く
る
思
考
な
の
で
あ
る
。
こ
の
思
考
は
考
え
る
者

と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
が
没
入
し
て
い
る
状
況
や
景
観
か
ら
生
ま
れ
出
る
。
こ
の

よ
う
に
し
て
我
々
は
、
一
人
称
的
視
点
を
目
指
す
現
象
学
的
方
法
が
伴
っ
て
い
る

の
が
、
単
に
論
理
的
で
計
算
的
な
思
考
に
基
礎
を
与
え
る
記
述
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
む
し
ろ
我
々
と
世
界
の
間
の
運
動
に
基
礎
を
与
え
る
濃
厚
な
記
述
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
我
々
と
世
界
の
間
の
運
動

は
、
世
界
に
つ
い
て
の
我
々
の
理
解
を
推
し
進
め
て
い
く
の
だ
。
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１　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
趣
旨

二
〇
一
三
年
に
本
学
会
に
設
置
さ
れ
た
「
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
」
は
、
毎
年
の
大
会
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

開
催
し
て
き
た
。
二
〇
一
四
年
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
男
女
共
同
参
画
と
現
象

学
」
を
開
催
し
て
以
来
、
男
女
共
同
参
画
と
若
手
（
常
勤
外
）
研
究
者
支
援
と
い

う
二
つ
の
テ
ー
マ
を
交
互
に
取
り
上
げ
て
き
て
お
り
、
二
〇
一
九
年
は
若
手
（
常

勤
外
）
研
究
者
支
援
が
テ
ー
マ
の
年
に
あ
た
っ
た
。
そ
こ
で
、「
現
象
学
研
究
者

の
留
学
は
今
後
ど
う
な
る
？
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
若
手
（
常
勤
外
）
研
究
者
の

キ
ャ
リ
ア
形
成
に
つ
い
て
情
報
を
交
換
し
た
り
、
経
験
を
共
有
し
た
り
す
る
機
会

を
作
る
こ
と
に
し
た
。

な
ぜ
、「
現
象
学
研
究
者
の
留
学
は
今
後
ど
う
な
る
？
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
の

か
。
そ
れ
に
は
い
く
つ
も
の
理
由
が
あ
っ
た
。

ま
ず
、
一
般
に
、
国
際
的
な
研
究
活
動
の
実
績
が
研
究
者
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に

と
っ
て
も
つ
重
要
性
が
格
段
に
高
ま
っ
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
他
方
で
、

学
振 

Ｐ
Ｄ
の
資
格 

が
博
士
号
取
得
者
に
限
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
国
内
で
早
く

博
士
論
文
を
仕
上
げ
る
こ
と
を
優
先
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
声
も
聞
か
れ
る
。

研
究
者
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
と
っ
て
留
学
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ

り
、
そ
の
利
点
や
難
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
留
学
は
、
生
活
に
大
き
な
変
化
を

も
た
ら
し
、
時
に
は
家
族
や
子
ど
も
の
生
活
を
巻
き
込
む
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
で
あ

る
た
め
、
情
報
を
交
換
し
た
り
経
験
を
共
有
し
た
り
す
る
機
会
は
必
要
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
大
学
院
の
研
究
レ
ベ
ル
以
上
の
留
学
に
関
す

る
情
報
は
、
所
属
大
学
の
先
輩
や
個
人
的
な
人
間
関
係
の
つ
な
が
り
か
ら
得
る
以

外
の
回
路
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
取
得
可
能
な
情
報
量
が
所
属
大
学
に
お
け
る

留
学
経
験
者
の
数
な
ど
に
左
右
さ
れ
や
す
い
。
も
ち
ろ
ん
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
改

善
さ
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
学
と
は
異
な
る
研
究
組
織
で

あ
る
学
会
が
、
海
外
で
の
研
究
滞
在
に
関
す
る
情
報
支
援
を
す
る
こ
と
に
は
意
味

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
現
象
学
会
で
し
か
で
き
な
い
こ
と
と
し
て
、「
現
象
学
研
究
者
の
留

学
」
に
つ
い
て
の
情
報
交
換
や
経
験
の
共
有
が
あ
る
。
本
当
に
留
学
を
検
討
す
る

な
ら
、
一
般
的
な
留
学
情
報
で
は
な
く
、
現
象
学
の
特
定
の
テ
ー
マ
を
研
究
す
る

た
め
に
留
学
先
は
ど
こ
に
す
れ
ば
い
い
か
（
そ
し
て
、
留
学
す
る
た
め
の
制
度
と

し
て
各
国
に
は
ど
う
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
、
な
ど
）
が
重
要
な
問
題
に
な
る
。

男
女
共
同
参
画
・
若
手（
常
勤
外
）研
究
者
支
援
主
催
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
報
告

「
現
象
学
研
究
者
の
留
学
は
今
後
ど
う
な
る
？
」

	

話
題
提
供　

赤
阪
辰
太
郎
・
石
原　

悠
子

特
定
質
問
者　

酒
井
麻
依
子

司
会
・
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー　

池
田　
　

喬
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し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
近
年
大
き
な
変
化
が
訪
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
、
現

象
学
者
の
留
学
と
言
え
ば
、
ド
イ
ツ
語
圏
と
フ
ラ
ン
ス
語
圏
に
い
く
つ
か
の
定

番
の
大
学
が
あ
り
（
例
え
ば
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
、
ブ
ッ
パ
ー
タ
ー
ル
、
ケ
ル
ン
、

ル
ー
ヴ
ァ
ン
＝ラ
＝ヌ
ー
ヴ
、
パ
リ
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
な
ど
）、
現
象
学
研
究
者

は
だ
い
た
い
そ
れ
ら
の
大
学
の
ど
こ
か
に
留
学
し
て
い
た
。
し
か
し
近
年
、
現
象

学
と
分
析
哲
学
の
接
点
が
大
き
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
現
象
学
研
究
で
も
英
語

圏
へ
の
留
学
を
考
え
て
い
る
人
は
少
な
く
な
い
（
実
際
、
筆
者
は
複
数
の
若
手
現

象
学
研
究
者
か
ら
米
国
で
の
留
学
に
つ
い
て
相
談
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
）。
し

か
も
英
語
に
よ
る
現
象
学
の
研
究
活
動
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
英
語
圏
の
国
々

だ
け
で
な
く
、
今
で
は
北
欧
や
東
ア
ジ
ア
も
候
補
に
な
り
う
る
（
筆
者
は
、
コ
ペ

ン
ハ
ー
ゲ
ン
大
学
と
香
港
中
文
大
学
で
有
意
義
な
研
究
滞
在
を
し
た
こ
と
が
あ

る
）。
あ
る
い
は
、
か
つ
て
の
定
番
の
大
学
も
様
変
わ
り
し
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
（
筆
者
が
一
五
年
程
前
に
研
究
滞
在
し
た
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
現
象
学
研
究
は
、

そ
の
後
、
劇
的
に
「
英
語
化
」
し
た
）。

最
後
に
、
留
学
に
つ
い
て
の
意
識
や
認
識
に
世
代
間
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
現
在
、
研
究
者
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に

と
っ
て
国
際
的
な
研
究
活
動
の
も
つ
重
要
性
や
、
現
象
学
研
究
の
た
め
の
留
学
先

の
候
補
地
の
多
様
性
は
、
十
年
前
と
は
大
違
い
で
あ
り
、
二
十
年
前
と
は
も
は
や

比
べ
物
に
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
留
学
を
検
討
し
て
い
る
大
学
院
生
と
そ
の
指
導

教
員
の
間
に
、
現
象
学
研
究
の
有
意
義
な
留
学
を
構
想
し
実
現
す
る
た
め
の
基
本

的
な
前
提
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
容
易
に
考
え
ら
れ
る
。
実

際
、
筆
者
と
留
学
の
相
談
を
受
け
た
現
象
学
研
究
者
と
で
は
、
出
身
大
学
も
異
な

り
、
指
導
関
係
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
私
が
海
外
の
研
究
状

況
に
つ
い
て
知
る
と
こ
ろ
は
限
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
私
一
人
で
は
、
留
学
を
実

現
す
る
た
め
の
支
援
に
な
る
よ
う
な
国
際
的
な
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
で
き

て
も
い
な
い
。
世
代
を
ま
た
い
で
活
用
可
能
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
継
承
し
た
り
、

様
々
な
海
外
で
の
研
究
経
験
を
広
く
集
め
た
り
と
い
う
共
同
作
業
な
し
に
は
、
十

分
な
留
学
支
援
は
で
き
な
い
と
痛
感
し
て
い
る
。
同
じ
領
域
の
研
究
者
の
集
ま
る

学
会
こ
そ
、
こ
う
し
た
共
同
作
業
を
通
じ
た
支
援
に
最
適
な
場
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

こ
う
し
た
理
由
か
ら
、「
現
象
学
研
究
者
の
留
学
は
今
後
ど
う
な
る
？
」
は
、

若
手
（
常
勤
外
）
研
究
者
支
援
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
テ
ー
マ
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う

に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

２　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
概
要

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
ま
ず
、
デ
ン
マ
ー
ク
・
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
大
学
の
「
主

観
性
研
究
セ
ン
タ
ー
（C

enter for Subjectivity R
esearch: C

FS

）」
で
博
士
号
を

取
得
し
た
石
原
悠
子
氏
か
ら
、
Ｃ
Ｆ
Ｓ
で
の
経
験
と
、
日
本
で
の
キ
ャ
リ
ア
形
成

に
対
す
る
そ
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
影
響
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
い
た
。
Ｃ
Ｆ
Ｓ
は

来
日
経
験
も
豊
富
な
ダ
ン
・
ザ
ハ
ヴ
ィ
氏
が
率
い
る
、
現
象
学
、
心
の
哲
学
、
認

知
科
学
を
中
心
と
し
た
学
際
的
な
研
究
セ
ン
タ
ー
で
あ
り
、
日
本
か
ら
も
現
象
学

研
究
者
が
訪
れ
る
こ
と
は
増
え
て
い
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｓ
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
、
ド
イ
ツ

語
圏
、
英
語
圏
以
外
の
場
所
で
、
現
象
学
者
を
世
界
か
ら
引
き
つ
け
て
お
り
、
先

に
述
べ
た
、
現
象
学
者
の
海
外
留
学
の
近
年
の
変
化
を
象
徴
す
る
研
究
セ
ン
タ
ー

だ
と
言
え
る
。
そ
こ
で
、
西
田
幾
多
郎
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
に
つ
い
て
の
博
論

を
仕
上
げ
た
石
原
氏
の
経
験
は
、
今
後
の
現
象
学
者
の
留
学
の
可
能
性
を
展
望
す

る
た
め
に
貴
重
な
前
例
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

石
原
氏
の
話
で
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
大
学
院
の
時
点
で
最
初
か
ら
海
外
で
の

就
職
も
視
野
に
入
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
、
英
語
で
発
表
や
執
筆
を
す
る
こ
と

で
西
田
の
よ
う
な
日
本
語
の
難
解
な
哲
学
を
わ
か
り
や
す
く
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
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る
技
術
が
向
上
し
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
後
の
立
ち
話
で
だ

が
、
石
原
氏
の
話
に
刺
激
を
受
け
、
意
識
を
変
え
ら
れ
た
と
い
う
大
学
院
生
も
い

た
。
筆
者
と
し
て
は
、
Ｃ
Ｆ
Ｓ
は
豪
華
な
講
師
陣
に
よ
る
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
を
毎

年
開
催
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
た
い
。

続
い
て
、
赤
坂
辰
太
郎
氏
が
、
大
学
院
博
士
課
程
時
に
一
年
間
経
験
し
た
ベ
ル

ギ
ー
・
リ
エ
ー
ジ
ュ
大
学
で
の
在
外
研
究
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
赤
坂
氏
の
場
合

は
、
日
本
で
博
士
号
を
取
得
す
る
ま
で
の
間
に
海
外
で
の
研
究
滞
在
を
一
年
挟
む

と
い
う
短
期
留
学
で
あ
る
。
日
本
学
術
振
興
会
Ｄ
Ｃ
１
の
研
究
奨
励
費
を
使
っ
て

の
在
外
研
究
で
あ
り
、
こ
の
方
法
を
採
っ
た
理
由
や
そ
の
利
点
や
難
点
が
語
ら
れ

た
。
重
要
な
点
と
し
て
、
学
振
の
制
度
上
、
Ｄ
Ｃ
１
で
は
海
外
の
大
学
に
正
規
学

生
と
し
て
在
籍
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
留
学
」
は
認
め
ら
れ
て
な
い
（
だ
か
ら

「
在
外
研
究
」
と
呼
ぶ
ほ
う
が
適
切
）
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
赤
坂
氏
は
、
最
初

は
「
研
修
生
」
と
し
て
申
し
込
み
、
の
ち
に
形
式
的
に
「
交
換
留
学
生
」
と
し
て

の
身
分
を
得
た
の
だ
が
、
こ
う
し
た
名
称
一
つ
が
ヴ
ィ
ザ
の
所
得
や
大
学
で
の
手

続
き
を
進
め
る
上
で
大
き
な
違
い
を
生
む
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。

そ
れ
以
外
に
も
、
留
学
準
備
の
段
階
か
ら
具
体
的
に
直
面
す
る
困
難
や
注
意
点

に
つ
い
て
、
自
身
の
経
験
か
ら
細
か
く
説
明
が
あ
っ
た
。
筆
者
は
、
大
学
院
生
時

代
に
留
学
準
備
を
し
て
い
た
頃
、
研
究
室
の
先
輩
や
そ
の
知
り
合
い
を
頼
っ
て
情

報
収
集
し
て
い
た
が
、
国
や
制
度
が
違
え
ば
現
地
で
直
面
す
る
困
難
も
ま
た
異
な

る
こ
と
を
実
感
し
た
。
誰
が
ど
こ
に
留
学
し
た
こ
と
が
あ
り
、
誰
に
聞
け
ば
そ
の

場
所
に
特
有
の
状
況
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
う
い
う
情
報
が
会
員

間
で
共
有
で
き
る
と
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

二
人
の
発
表
の
後
に
、
現
在
、
留
学
を
検
討
中
の
酒
井
麻
依
子
氏
が
、
留
学
に

つ
い
て
聞
き
た
い
と
思
う
質
問
項
目
を
提
示
し
た
。
準
備
段
階
の
こ
と
、
お
金
の

こ
と
、
生
活
の
こ
と
、
研
究
の
こ
と
、
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
こ
と
と
、
留
学
を
検
討

す
る
上
で
気
に
な
る
事
柄
が
多
面
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
印
象
的
だ
っ
た
と
こ

ろ
で
は
、
例
え
ば
、「
パ
ー
ト
ナ
ー
・
家
族
は
一
緒
に
行
っ
た
？　

一
人
で
行
っ

た
？　

も
し
一
緒
に
行
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
間
パ
ー
ト
ナ
ー
の
仕
事
（
学
生
な
ら

ば
教
育
）、
子
供
の
養
育
・
教
育
は
ど
う
し
た
か
（
そ
の
手
続
き
は
大
変
だ
っ
た

か
）」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
質
問
は
、
若
手
（
常
勤
外
）
研
究
者
支
援
と

男
女
共
同
参
画
と
の
つ
な
が
り
を
具
体
的
に
示
す
も
の
だ
ろ
う
。
男
女
共
同
参
画

の
課
題
の
一
つ
に
は
、
男
性
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
た
め
に
女
性
が
キ
ャ
リ
ア
を
諦

め
る
と
い
う
、
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
慣
行
を
改
め
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
か
ら
だ
。

今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
こ
の
問
題
は
掘
り
下
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
私
た

ち
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
取
り
組
み
に
と
っ
て
重
要
な
問
い
だ
と
感
じ
た
。

３　

質
疑
応
答
と
今
後
の
課
題

質
疑
応
答
の
時
間
に
は
、
酒
井
氏
の
具
体
的
な
問
い
に
対
し
て
、
様
々
な
人
が

自
身
の
経
験
を
踏
ま
え
て
次
々
に
回
答
す
る
（
そ
れ
も
、
自
身
の
経
験
に
つ
い
て

話
し
出
し
て
止
ま
ら
な
く
な
る
人
も
い
る
）
と
筆
者
は
予
想
し
て
い
た
。
し
か

し
、
予
想
に
反
し
て
、
留
学
経
験
者
か
ら
も
あ
ま
り
手
が
挙
が
ら
ず
、
少
々
時
間

を
も
て
余
し
て
し
ま
っ
た
。
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
の
交
流
タ
イ
ム
を
設
け
る
な

ど
の
工
夫
を
す
れ
ば
良
か
っ
た
と
反
省
し
た
次
第
で
あ
る
。

最
も
話
題
が
集
中
し
た
の
は
、「
留
学
を
し
た
こ
と
が
就
職
に
有
利
に
働
い
て

い
る
（
働
き
う
る
）
と
思
う
か
」
と
い
う
酒
井
氏
の
質
問
に
関
す
る
内
容
だ
っ

た
。
留
学
先
で
博
士
号
を
取
得
し
た
石
原
氏
が
そ
の
後
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
へ
の
良

い
影
響
を
語
っ
た
の
に
対
し
、
短
期
の
研
究
滞
在
に
つ
い
て
赤
坂
氏
は
学
位
も
取

れ
て
い
な
い
し
語
学
も
中
途
半
端
な
の
で
「（
就
職
に
有
利
に
働
い
て
い
る
と
は
）

あ
ま
り
思
わ
な
い
」
と
し
て
い
た
。
質
疑
の
な
か
で
、
専
任
の
教
員
と
し
て
人
事

に
関
わ
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ
る
会
員
か
ら
、
ど
う
い
う
職
の
場
合
に
ど
う
い
う
タ
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イ
プ
の
留
学
経
験
が
評
価
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
か
に
つ
い
て
見
解
が
述
べ
ら
れ
た

（
例
え
ば
、
語
学
の
授
業
を
担
当
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
場
合
と
そ
う
で

な
い
場
合
の
違
い
、
な
ど
）。
こ
れ
に
は
世
代
間
を
超
え
て
の
情
報
交
換
と
し
て

の
意
味
が
あ
っ
た
と
思
う
。

全
体
を
通
じ
て
感
じ
た
こ
と
を
一
点
述
べ
て
こ
の
報
告
を
終
え
る
こ
と
に
す

る
。
海
外
で
の
研
究
経
験
を
ど
う
積
む
か
、
と
い
う
課
題
は
、
日
本
現
象
学
会

の
活
動
全
体
で
見
る
な
ら
、「
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
」
だ
け
の
課
題
で
は
な
く
、
学
会
と
し
て
国
際
交
流
を
ど

う
促
進
す
る
か
、
と
い
う
課
題
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。
日
本
現
象
学
会
は
北
欧
現

象
学
会
と
毎
年
ス
ピ
ー
カ
ー
を
相
互
派
遣
し
て
き
た
。
日
本
側
か
ら
は
シ
ニ
ア
枠

と
ジ
ュ
ニ
ア
枠
の
二
名
を
派
遣
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
二
〇
一
八
年
に
北
欧
現
象

学
会
に
「
シ
ニ
ア
枠
」
で
派
遣
さ
れ
た
。
筆
者
は
当
時
四
一
歳
で
あ
り
、「
こ
の

年
で
す
で
に
シ
ニ
ア
か
⋮
」
と
思
っ
た
が
、
そ
れ
は
単
な
る
個
人
的
感
慨
な
の
で

は
な
く
、
こ
こ
ま
で
シ
ニ
ア
枠
の
年
齢
が
下
が
っ
て
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
近
い
将

来
、
二
名
を
派
遣
し
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
感
じ
た
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
日
本
現
象
学
会
大
会
で
の
報
告
数
は
そ
れ
ほ
ど
減
少
し
て
い
な
い
が
、

国
際
学
会
で
の
発
表
を
す
る
準
備
の
あ
る
人
は
多
く
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
活
動
に
閉
じ
な
い
研
究
活
動
を
学
会
と
し
て
展
開
し
て
い
き

た
い
の
で
あ
れ
ば
、
留
学
や
在
外
研
究
へ
の
支
援
や
協
力
的
取
り
組
み
に
つ
い
て

も
セ
ッ
ト
で
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
終
了
後
に
、
刺
激
を
受
け
た
、
参
考
に
な
っ
た
と
い
う
感
想

を
キ
ャ
リ
ア
形
成
中
の
研
究
者
か
ら
も
ら
い
、
そ
れ
は
そ
れ
で
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー

と
し
て
は
嬉
し
か
っ
た
。
し
か
し
今
後
は
、
常
勤
職
に
あ
る
会
員
に
、
留
学
は
す

で
に
過
去
の
こ
と
、
あ
る
い
は
若
手
の
人
の
こ
と
だ
と
自
分
か
ら
切
り
離
し
て
捉

え
る
の
で
は
な
く
、
大
学
院
生
を
指
導
し
た
り
学
会
の
運
営
に
関
わ
っ
た
り
す
る

者
と
し
て
、
世
代
を
超
え
て
関
心
を
共
有
し
た
り
情
報
提
供
し
た
り
す
る
姿
勢
が

必
要
だ
、
と
い
う
こ
と
を
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
努
力
し
た
い
。

（
池
田　

喬
・
い
け
だ　

た
か
し
・
明
治
大
学
）
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は
じ
め
に

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
第
一
の
主
著
と
言
わ
れ
る
『
全
体
性
と
無

限
』（1961

）
に
は
、
一
見
矛
盾
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
主
張
が
共
存
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
一
方
で
「
他
性
は
あ
ら
ゆ
る
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
、︿
同
﹀

の
帝
国
主
義
の
全
て
に
先
立
つ
（...altérité antérieure à toute initiative, à tout 

im
périalism

e du M
êm

e

）」（TI, 28

一

）
と
他
者
の
自
我
に
対
す
る
先
行
性
を
述

べ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
方
で
「
他
性
は
自
我

4

4

を
起
点
に
し
て
し
か
可
能
で
は

な
い
（L'altérité n'est possible qu'à partir de m

oi

）」（TI, 29

）
と
逆
の
事
態
を

語
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
我
と
他
者
の
順
序
や
両
者
の
関
係
を
わ
れ
わ
れ

は
い
か
に
解
釈
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
二
。

『
全
体
性
と
無
限
』
の
議
論
に
あ
っ
て
、
し
ば
し
ば
他
者
は
私
に
「
到
来
す
る
」

も
の
（TI, 43, 57, 62, 72, 85, etc.

）
と
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ど
の
よ

う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
。
他
者
の
到
来
と
い
う
か
ら
に
は
、
到
来
す

る
前
に
私
が
既
に
そ
れ
だ
け
で
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
含
意
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
、
他
者
が
到
来
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
私
の
生
は
「
真
の
生
」（TI, 

21

）
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
他
の
順
序
に
か
か
わ
る
二
つ
の
パ
ッ

セ
ー
ジ
を
整
合
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
著
作
内
の
難
読
箇
所
を
整
理
す
る
に
留

ま
ら
ず
、
自
我
と
他
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
様
態
や
、
両
者
の
倫
理
的
関
係
が
い

か
な
る
規
定
の
も
と
で
考
え
ら
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
貢
献
す

る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
著
作
内
の
文
脈
を
踏
ま
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
が

何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
問
い
の
所
在
を
明
確
に
す
る
（
第
一

節
）。
続
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
デ
カ
ル
ト
読
解
を
補
助
線
と
し
て
持
ち
出

す
こ
と
で
、
懸
案
の
箇
所
を
整
合
的
に
解
釈
す
る
（
第
二
節
）。
そ
の
上
で
、
デ

カ
ル
ト
の
神
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
他
者
の
異
同
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
、
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
が
い
か
に
デ
カ
ル
ト
の
議
論
を
換
骨
奪
胎
し
、
そ
の
特
異
な
議
論
の
機
序
を

取
り
込
ん
だ
か
を
考
察
す
る
（
第
三
節
）。
最
後
に
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
問
い

が
、
第
二
の
主
著
『
存
在
す
る
と
は
別
の
仕
方
で
、
あ
る
い
は
存
在
す
る
こ
と
の

彼
方
へ
（
以
下
『
存
在
の
彼
方
へ
』）』（1974

）
を
中
心
と
す
る
い
わ
ゆ
る
後
期

思
想
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
瞥
見
す
る
（
お
わ
り
に
）。

一　

先
行
性
テ
ー
ゼ
の
解
釈

本
節
で
は
、
自
我
と
他
者
の
先
行
性
が
述
べ
ら
れ
た
先
の
二
文
を
解
釈
し
て
い

く
が
、
そ
の
際
、
そ
れ
ぞ
れ
を
「
自
我
の
先
行
性
テ
ー
ゼ
」
と
「
他
者
の
先
行
性

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
倫
理
の
時
間
性
に
つ
い
て

│
│
自
我
と
他
者
の
先
行
性
と
そ
の
解
釈

石　

井　

雅　

巳
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テ
ー
ゼ
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
は
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
ゼ
を
著
作
内
の
文
脈

に
置
き
直
し
、
そ
の
内
実
を
整
理
し
た
い
。

一
方
で
、
自
我
の
先
行
性
テ
ー
ゼ
と
同
種
の
表
現
は
、
第
一
部
か
ら
第
三
部
に

至
る
ま
で
散
見
さ
れ
る
（cf. TI, 25, 158, 240f.

）。
よ
り
詳
細
な
説
明
を
有
す
る

箇
所
で
は
、「「
私
」
は
享
受
の
な
か
で
分
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
浮
か
び
上
が
る

け
れ
ど
も
、「
私
」
の
こ
の
分
離
は
、
無
限
な
も
の
│
│
無
限
な
も
の
の
無
限
性

は
「
対
面
」
と
し
て
達
成
さ
れ
る
の
だ
が
│
│
が
存
在
し
う
る
た
め
に
必
要
な
の

だ
」（TI, 229

）
と
語
り
直
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
我
の
先
行
性
テ
ー
ゼ
は
、

自
我
が
自
我
と
し
て
の
自
存
性
（independance

）
を
も
っ
て
存
在
す
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
自
我
の
分
離
が
、
他
者
と
の
倫
理
的
関
係
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
に
、
も
し
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、

私
の
自
存
性
が
あ
っ
て
な
い
よ
う
な
場
合
│
│
た
と
え
ば
、
私
が
相
手
を
盲
目
的

に
信
じ
込
ん
だ
り
、
病
気
や
薬
に
よ
っ
て
正
常
な
判
断
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
脅

迫
に
よ
っ
て
従
っ
た
り
す
る
場
合
│
│
、
そ
れ
は
私
と
他
者
と
の
倫
理
的
な
関
係

と
は
言
い
得
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
（cf. TI, 75

）。
そ
し
て
第
二
に
、
他
者

と
の
倫
理
的
関
係
は
、
他
者
に
よ
る
私
の
理
解
の
「
問
い
た
だ
し
」（TI, 33

）
と

そ
れ
に
対
す
る
私
の
「
弁
明
」（TI, 29

）
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
そ
の
と
き
主
題

と
な
る
の
は
、
実
際
に
生
き
て
い
る
私
の
理
解
や
振
る
舞
い
で
あ
る
か
ら
だ
（cf. 

TI, 189

）。
つ
ま
り
、
他
者
は
私
の
世
界
に
関
す
る
理
解
を
問
う
が
、
そ
の
理
解

は
「
享
受
」
や
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
な
ど
の
「
内
部
性
」
と
呼
ば
れ
る
次
元
（TI, 

25, 242

）
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
以
上
、
他
者
と
の
関
係
の
手
前
で
、
自

我
が
自
我
と
し
て
成
立
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

他
方
で
、
他
者
の
先
行
性
テ
ー
ゼ
に
お
い
て
意
味
さ
れ
て
い
る
の
は
、
他
者
が

有
す
る
他
者
性
は
、
自
我
の
形
式
的
な
概
念
で
あ
る
︿
同
﹀
の
あ
ら
ゆ
る
自
発
的

な
は
た
ら
き
に
先
行
し
て
お
り
（cf. TI, 213

）、
さ
ら
に
、
そ
の
他
性
は
、
帝
国

主
義
と
呼
ば
れ
る
、
自
ら
と
は
異
な
る
も
の
を
己
の
圏
域
へ
と
回
収
す
る
は
た

ら
き
に
先
立
つ
、
つ
ま
り
は
全
体
化
を
免
れ
る
（cf. TI, 44

）
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
他
者
の
先
行
性
テ
ー
ゼ
は
、
他
性
の
自
我
に
対
す
る
先
行
性
を

示
し
て
い
る
と
同
時
に
、
他
者
の
「
超
越
」
や
「
無
限
」
と
い
う
性
格
を
証
し
て

い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
全
体
化
さ
れ
ぬ
無
限
な
も
の
と
い
う
他
者
の
性

格
づ
け
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
著
作
の
至
る
と
こ
ろ
で
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ

の
内
実
と
し
て
以
下
の
二
点
を
挙
げ
て
お
く
。
第
一
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
他
者
を

特
定
の
関
係
性
（
上
司
と
部
下
な
ど
）
や
属
性
（
国
籍
、
世
代
、
性
別
な
ど
）
に

縮
減
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
（cf. TI, 71, 89, 211

）。
も
し
他
者
を

そ
の
よ
う
に
捉
え
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
独
断
や
偏
見
が
含
ま
れ
る
自
ら
の
理
解
の

枠
組
み
の
う
ち
に
他
者
を
無
批
判
に
回
収
し
、
私
の
側
か
ら
他
者
を
一
方
的
に
理

解
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、
他
者
は
も
は
や
「
絶
対
的
に
他
な
る
も

の
」（TI, 21

）
と
し
て
の
異
質
性
を
有
し
た
他
者
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

し
て
第
二
に
、
他
者
と
の
関
係
は
ま
ず
も
っ
て
言
語
的
な
や
り
と
り
と
し
て
記
述

さ
れ
る
が
、
そ
の
際
他
者
の
発
話
内
容
は
、
私
の
理
解
を
超
え
出
る
も
の
を
含
む

と
言
わ
れ
る
（cf. TI, 43

）。
す
な
わ
ち
、
他
者
が
私
に
も
ら
た
す
発
話
は
、
私

の
理
解
の
枠
組
み
そ
の
も
の
を
問
い
直
す
こ
と
で
、
自
分
の
知
の
あ
り
方
を
拡
張

し
て
も
知
り
え
な
か
っ
た
も
の
を
導
き
入
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

で
は
そ
の
よ
う
な
無
限
な
他
者
が
な
ぜ
私
に
先
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
か
。

こ
こ
に
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
デ
カ
ル
ト
受
容
が
潜
ん
で
い
る
と
言
え
る
。『
全
体
性

と
無
限
』
で
は
、
無
限
は
私
の
う
ち
に
あ
る
「
無
限
な
も
の
の
観
念
」
に
お
い
て

考
察
さ
れ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
他
者
と
の
関
係
を
記
述
す
る
際
、
幾
度
と
な
く
デ
カ

ル
ト
に
由
来
す
る
こ
の
観
念
に
言
及
し
て
い
る
（cf. TI, 31, 40f., 78, etc.

）。
無

限
な
も
の
の
観
念
の
受
容
や
そ
れ
が
含
意
す
る
論
点
に
つ
い
て
は
既
に
様
々
な
角

度
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
三
、
ま
ず
も
っ
て
、
私
の
理
解
を
超
え
出
る
他
者
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と
関
係
を
有
す
る
上
で
、「
自
分
か
ら
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
以
上
の
も
の
を

含
む
こ
と
が
で
き
る
」（TI, 196

）
こ
と
を
示
す
説
明
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

『
省
察
』
に
お
い
て
こ
の
観
念
が
析
出
さ
れ
る
場
面
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
省
察
者

は
第
二
省
察
に
お
い
て
、
方
法
的
懐
疑
の
末
に
、「
我
あ
り
、
我
存
在
す
」（AT. 

V
II, 25

四

）
と
い
う
コ
ギ
ト
を
獲
得
す
る
が
、
第
三
省
察
に
お
い
て
は
、
私
の
う

ち
に
あ
る
無
限
な
実
体
の
観
念
、
す
な
わ
ち
「
神
の
観
念
」
を
省
察
の
対
象
と
す

る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
観
念
の
内
容
を
有
限
な
私
が
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
る
に
至
る
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
有
限
な
人
間
の
も
つ
「
可
能
的
な

い
し
継
起
的
な
無
限
」
は
、
神
の
よ
う
な
「
現
実
的
な
無
限
」
の
観
念
が
与
え
ら

れ
て
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
る
た
め
に
、
無
限
な
も
の
の
知
得
の
方
が
、
有
限
な
も

の
の
知
得
よ
り
も
先
立
っ
て
い
る
（cf. AT. V

II, 45

）。
か
く
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

は
、「
無
限
な
も
の
の
観
念
」
に
よ
っ
て
倫
理
的
関
係
の
形
式
的
な
構
造
を
定
式

化
す
る
際
、『
省
察
』
に
お
け
る
無
限
が
有
限
に
先
立
つ
と
い
う
論
点
を
受
け
入

れ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
他
者
の
先
行
性
を
主
張
で
き
る
所
以
で
あ

る
。以

上
に
よ
っ
て
、「
自
我
の
先
行
性
テ
ー
ゼ
」
と
「
他
者
の
先
行
性
テ
ー
ゼ
」

の
内
実
を
確
認
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
ゼ
は
、「
倫
理
的
」
と
見
做
し
う
る
関

係
に
と
っ
て
、
踏
ま
え
ら
れ
る
べ
き
特
徴
が
な
ん
で
あ
る
の
か
を
自
我
と
他
者
の

両
観
点
か
ら
述
べ
る
な
か
で
、
各
項
の
先
行
性
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
要

約
で
き
る
。
で
は
、
両
者
の
先
行
性
に
か
ん
す
る
齟
齬
は
調
停
可
能
な
の
だ
ろ
う

か
。

二　

デ
カ
ル
ト
読
解
を
介
し
た
解
決

前
節
に
お
い
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
自
我
の
先
行
性
テ
ー
ゼ
は
、
他
者
と
の
関

係
の
手
前
で
自
我
が
自
我
と
し
て
成
立
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
論
理
的
な

順
序
を
述
べ
た
も
の
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
他
者
の
先
行
性
が
こ
れ
と
同

種
の
先
行
性
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
矛
盾
し
た
言
明
を
し

て
い
る
こ
と
に
な
り
、
両
者
の
維
持
は
難
し
い
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
が
無
限
な
も
の
の
観
念
を
軸
に
展
開
さ
れ
る
『
省
察
』
の
論
証
の
歩
み
に
つ
い

て
語
っ
て
い
る
箇
所
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
他
者
の
先
行
性
テ
ー
ゼ
が
自
我
の
先

行
性
と
は
別
種
の
順
序
を
表
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
両
先
行
性
テ
ー
ゼ
が
矛
盾
す

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
い
。

第
三
省
察
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
の
う
ち
に
あ
る
観
念
を
無
限
に
踏
み
越
え
て
い
る

存
在
│
│
デ
カ
ル
ト
の
用
語
で
は
神
│
│
が
、
コ
ギ
ト
の
明
証
を
支
え
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
省
察
の
時
間
的
順
序
に
即
し
て
み
れ
ば
、
コ
ギ
ト
の
う
ち
に
存

在
す
る
神
に
対
す
る
こ
の
形
而
上
学
的
関
係
の
発
見
は
、
哲
学
者
の
歩
み
の
第
二

の
段
階
に
あ
っ
て
に
す
ぎ
な
い
。「
論
理
的
」
秩
序
と
は
異
な
る
時
間
的
な
秩
序
が

お
よ
そ
存
在
し
う
る
こ
と
、
哲
学
者
の
歩
み
は
複
数
の
契
機
が
あ
り
う
る
と
い
う

こ
と
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
歩
み
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
│
│
こ
こ
に

分
離
が
あ
る
。（TI, 46

）

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
こ
で
、
第
二
省
察
か
ら
第
三
省
察
へ
の
移
行
を
問
題
と
し
て

い
る
。
第
二
省
察
に
お
い
て
、
コ
ギ
ト
の
明
証
性
が
明
ら
か
と
な
る
が
、
神
の
存

在
証
明
が
行
わ
れ
る
第
三
省
察
に
お
い
て
、
む
し
ろ
神
こ
そ
が
先
立
っ
て
お
り
、

私
の
認
識
を
基
礎
づ
け
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
の
意
味
で
、『
省
察
』
に

お
け
る
神
の
先
行
性
は
、
事
後
的
に
、
す
な
わ
ち
「
第
二
の
段
階
」
に
お
い
て
確

証
さ
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
議
論
の
狙
い
は
あ
く
ま
で
神
の
存
在
証
明
で
あ
る
が
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
着
目
す
る
の
は
、
い
ま
述
べ
た
『
省
察
』
と
い
う
書
物
に
見
出
す

こ
と
の
で
き
る
「「
論
理
的
」
秩
序
と
は
異
な
る
時
間
的
な
秩
序
」
で
あ
る
。
で
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は
、
そ
の
よ
う
な
秩
序
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
は
あ
ま
り
区
別
し
て
語
ら
な
い
も
の
の
、
デ
カ
ル
ト
は
続
く

箇
所
で
第
二
の
神
の
存
在
証
明
に
着
手
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
語
ら
れ

る
連
続
創
造
説
と
呼
ば
れ
る
主
張
│
│
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
葉
で
語
る
な
ら
、「
連

続
的
な
創
造
を
要
求
す
る
デ
カ
ル
ト
の
時
間
の
非
連
続
性
五

」（TI, 51

）
│
│
こ

そ
、
懸
案
の
議
論
に
と
っ
て
重
要
と
言
え
る
。
と
い
う
の
も
、
連
続
創
造
説
を
踏

ま
え
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
先
の
引
用
に
お
け
る
「「
論
理
的
」
秩
序
と
は
異
な

る
時
間
的
な
秩
序
」
の
内
実
を
、
ひ
い
て
は
自
他
の
先
行
性
テ
ー
ゼ
の
両
立
可
能

性
を
確
保
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

コ
ギ
ト
の
現
在
は
、
そ
れ
が
己
を
踏
み
越
え
る
絶
対
的
な
も
の
の
う
ち
に
自
ら
の

支
え
を
後
か
ら
発
見
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
コ
ギ
ト
の
空
間
に
お
け
る

ほ
ん
の
一
瞬
の
間
で
し
か
な
い
に
せ
よ
、
自
分
だ
け
で
己
を
支
え
る
。
│
│
結
局

の
と
こ
ろ
、
時
間
と
い
う
秩
序
が
、
つ
ま
り
時
間
的
な
隔
た
り
が
そ
も
そ
も
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
│
│
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
こ
と
が
形
而
上
学
者
と
形
而
上
学
的

な
も
の
と
の
間
の
存
在
論
的
な
分
離
を
具
体
的
に
表
わ
し
て
い
る
。（TI, 47

）

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
第
二
省
察
に
お
い
て
コ
ギ
ト
の
確
実
性
が
ま
ず
確
保
さ
れ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
で
、
コ
ギ
ト
に
先
ん
じ
て
存
在
す
る
神
に
よ
っ
て
私

が
創
造
さ
れ
、
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
と
い
う
連
続
創
造
説
に
お
け

る
逆
転
し
た
順
序
に
注
目
し
て
い
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
次
第
を
「
存
在
に
先

立
つ
原
因
も
ま
た
、
な
お
も
到
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
存
在
す
る
こ
と
の
原
因

は
、
あ
た
か
も

4

4

4

4

結
果
よ
り
も
後
か
ら
や
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に

4

4

4

4

4

、
結

果
か
ら
思
考
さ
れ
認
識
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」（TI, 46f.

）
や
「
思
考
に
お
い
て

は
、「
後
」
な
い
し
「
結
果
」
が
、「
前
」
な
い
し
「
原
因
」
を
条
件
づ
け
て
い

る
。「
前
」
は
思
考
に
対
し
て
現
れ
、
思
考
に
よ
っ
て
迎
え
入
れ
ら
れ
る
の
み
で

あ
る
」（TI, 47

）
と
、
コ
ギ
ト
や
そ
の
認
識
の
基
盤
と
な
る
神
が
事
後
的
に
証
明

さ
れ
る
次
第
を
重
ね
て
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
原
因
」
た
る
神
の
先
行
性

が
「
あ
た
か
も
結
果
よ
り
後
か
ら
」
事
後
的
に
知
ら
れ
る
順
序
こ
そ
、
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
が
「「
論
理
的
」
秩
序
と
は
異
な
る
時
間
的
な
秩
序
」
と
呼
ん
だ
も
の
に
他
な

ら
な
い
。

以
上
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
『
省
察
』
を
読
解
す
る
こ
と
で
、

ま
ず
も
っ
て
「
私
」
が
先
に
確
保
さ
れ
ね
ば
ら
な
い
と
い
う
「
論
理
的
秩
序
」

（
自
我
の
先
行
性
テ
ー
ゼ
）
と
、
そ
も
そ
も
無
限
な
も
の
が
先
に
存
在
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
私
が
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
事
後
的
に
判
明
す
る
と
い
う
「
論

理
的
秩
序
と
は
異
な
る
時
間
的
な
秩
序
」（
他
者
の
先
行
性
テ
ー
ゼ
）
を
と
も
に

析
出
す
る
に
至
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
者
の
先
行
性
は
、
私
が
有
す

る
無
限
な
も
の
の
観
念
の
分
析
を
通
じ
て
の
み
確
証
さ
れ
る
た
め
に
、
原
理
的
に

事
後
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
他
者
の
先
行
性
テ
ー
ゼ

が
有
す
る
事
後
性
ゆ
え
に
、
自
他
の
両
先
行
性
テ
ー
ゼ
は
、︿
自
我
と
他
者
の
い

ず
れ
が
先
か
﹀
と
い
う
同
じ
平
面
の
上
に
置
か
れ
た
二
者
択
一
の
問
い
と
し
て
捉

え
る
べ
き
で
は
な
く
、
次
元
を
異
に
す
る
別
の
秩
序
（
順
序
）
に
属
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

実
際
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
も
「
自
我
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
は
他
者

の
無
限
性
に
よ
っ
て
で
あ
る
」（TI, 238

）
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、「
分
離
さ
れ
た

存
在
の
無
神
論
的
な
自
存
性
は
、
無
限
な
も
の
の
観
念
と
の
対
立
に
よ
っ
て
定
立

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」（TI, 54

）
と
、
他
者
と
の
関
係
が
自
我
の
自
存
性
と
対

立
す
る
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
省
察
』
の
順
序
の
如
く
、

後
に
な
っ
て
他
者
の
先
行
性
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
自
我
の
分
離
が
消
え

る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
も
し
他
者
に
よ
っ
て
、
私
か
ら
自
存
性
が
完
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全
に
奪
い
去
ら
れ
て
し
ま
う
の
な
ら
、
私
が
い
か
な
る
意
味
で
も
己
の
意
志
で
考

え
、
行
為
す
る
余
地
は
な
く
、
私
が
担
い
取
る
べ
き
責
任
も
ま
た
霧
消
し
て
し
ま

う
か
ら
で
あ
る
。

三　

デ
カ
ル
ト
の
読
み
替
え
と
そ
の
意
義

前
節
の
読
解
に
お
い
て
、
自
我
と
他
者
の
先
行
性
テ
ー
ゼ
を
そ
れ
ぞ
れ
別
種
の

順
序
と
し
て
捉
え
、
両
者
の
先
行
性
に
関
す
る
記
述
が
単
な
る
矛
盾
し
た
言
明
で

は
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
デ
カ
ル
ト
の
議
論
を

参
照
し
、
そ
れ
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、
デ
カ
ル
ト
の
神
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
他
者
の

異
同
と
い
う
ま
た
別
の
問
い
が
喚
起
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
両

者
は
と
も
に
「
無
限
な
も
の
」
と
呼
ば
れ
、
自
我
の
理
解
や
力
能
を
超
え
出
る
と

い
う
特
徴
を
共
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
他
性
は
、
あ
く
ま

で
他
の
人
間 

（cf. TI, 28, 214, 222

）
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
デ

カ
ル
ト
が
神
に
与
え
た
完
全
性
や
永
遠
性
と
い
っ
た
性
格
を
も
た
な
い
た
め
に
、

そ
れ
ら
が
直
ち
に
同
一
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
は
、
無
限
な
も
の
の
観
念
を
自
ら
の
議
論
の
う
ち
に
取
り
込
む
意
図
を
、「︿
無

限
な
も
の
﹀
の
観
念
を
所
有
す
る
こ
と
の
積
極
的
な
面
は
、
具
体
的
に
言
え
ば
、

倫
理
的
な
関
係
と
し
て
確
定
さ
れ
る
語
り
に
等
し
い
」（TI, 78

）
と
述
べ
て
お

り
、
言
わ
ば
デ
カ
ル
ト
の
議
論
を
倫
理
的
な
議
論
へ
と
読
み
替
え
て
い
る
。
本
節

で
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
『
省
察
』
の
議
論
を
ど
の
よ
う
に
換
骨
奪
胎
し
て
い
る
か

を
確
認
す
る
こ
と
で
、
右
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
模
索
し
た
い
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
デ
カ
ル
ト
の
議
論
に
依
拠
す
る
こ
と
で
生
じ
る
で
あ
ろ
う
具
体

的
な
問
題
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
新
た
に
「
デ
カ
ル
ト
の
循
環
六

」
と
呼
ば
れ
る
困

難
に
直
面
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
循
環
は
、

第
二
省
察
に
お
い
て
コ
ギ
ト
の
明
証
が
示
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
省
察

に
お
い
て
む
し
ろ
神
こ
そ
が
コ
ギ
ト
の
明
証
を
支
え
て
い
る
と
明
か
さ
れ
る
こ
と

で
生
じ
る
循
環
で
あ
る
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
循
環
を
二
つ
の
仕
方
で
回
避
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
第
一
に
コ
ギ
ト
が
も
つ
確
実
性
の
拒
否
で
あ

り
、
第
二
に
「
無
神
論
」
と
言
わ
れ
る
自
我
の
在
り
方
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
コ
ギ
ト
批
判
か
ら
確
認
し
よ
う
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
『
全
体

性
と
無
限
』
第
一
部
Ｃ
節
三
「
真
理
は
正
義
を
前
提
と
す
る
」
に
お
い
て
、『
省

察
』
を
模
し
た
か
の
よ
う
な
記
述
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、

デ
カ
ル
ト
に
あ
っ
て
、
懐
疑
が
終
わ
り
、
疑
い
え
な
い
認
識
の
原
理
と
な
る
コ
ギ

ト
を
「
自
分
自
身
に
よ
っ
て
は
正
当
化
で
き
な
い
恣
意
的
な
停
止
」（TI, 93

）
で

あ
る
と
見
做
す
。
こ
こ
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
デ
カ
ル
ト
か
ら
の
離
反
と
彼
独
自

の
真
理
論
の
基
盤
と
言
い
得
る
も
の
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
れ
の
両
義
性
は
、︿
表
出
﹀
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
自
我
に
対
し
て
他
者
が
現
前

す
る
と
い
う
意
味
作
用
の
本
源
的
な
出
来
事
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
。（TI, 92

）

私
に
は
こ
う
思
わ
れ
る
と
い
う
現
象
や
私
に
よ
る
世
界
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の

言
明
だ
け
で
は
、
本
当
に
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
や
指
し
た
い
事
象
を
正
し
く
射

当
て
ら
れ
て
い
る
の
か
を
独
力
で
は
確
証
で
き
な
い
。
私
の
見
解
を
肯
定
す
る
の

で
あ
れ
否
定
す
る
の
で
あ
れ
、
私
が
考
え
発
話
し
て
い
る
事
象
そ
の
も
の
の
承
認

に
は
必
ず
他
者
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
む
し
ろ

懐
疑
の
真
の
停
止
に
し
て
確
実
性
の
基
盤
は
コ
ギ
ト
で
は
な
く
、
他
な
る
も
の
に

求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
他
人
に
よ
る

「
発
話
が
⋮
⋮
現
象
を
所
与
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
共
通
性
を
打
ち

立
て
る
」
の
で
あ
り
、
他
人
に
よ
る
「
現
象
の
主
題
化
」（TI, 101

）
に
よ
っ
て

こ
そ
、
真
偽
の
判
定
が
可
能
と
な
る
次
元
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
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レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
コ
ギ
ト
を
明
証
の
原
理
と
し
て
認
め
な
い
こ
と
で
循
環
を
回
避
す

る
と
と
も
に
、
神
に
よ
っ
て
私
の
認
識
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
デ
カ
ル
ト
に

お
け
る
主
張
を
、
他
者
に
よ
る
主
題
化
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
私
の
現
象
が
確
定
さ

れ
、
真
偽
の
判
定
が
可
能
と
な
る
と
い
う
他
者
と
の
言
語
的
関
係
の
論
脈
へ
と
展

開
し
て
い
る
。

次
い
で
、「
無
神
論
」
と
呼
ば
れ
る
自
我
の
様
態
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
明

証
性
の
原
理
を
巡
っ
て
提
起
さ
れ
た
デ
カ
ル
ト
の
循
環
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
文
脈

に
置
き
直
せ
ば
、
責
任
の
所
在
を
形
成
す
る
自
我
の
先
行
性
テ
ー
ゼ
が
必
要
と
言

わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
者
こ
そ
が
自
我
に
先
立
ち
、
自
我
を
支
え
て
い
る

と
い
う
他
者
の
先
行
性
テ
ー
ゼ
が
後
に
確
証
さ
れ
る
こ
と
で
、
自
我
の
先
行
性

テ
ー
ゼ
は
覆
さ
れ
る
か
、
両
者
は
互
い
に
抵
触
し
な
い
か
と
い
う
問
い
に
な
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
そ
れ
は
循
環
で
も
矛
盾
で
も
な

く
、
む
し
ろ
積
極
的
な
事
柄
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

無
知
は
心
性
と
い
う
内
部
性
に
基
礎
を
も
つ
。
無
知
も
ま
た
、
自
己
を
享
受
す
る

こ
と
に
お
い
て
生
じ
る
積
極
的
な
も
の
で
あ
る
。
⋮
⋮
存
在
の
こ
の
錯
覚
し
う
る

能
力
│
│
そ
れ
が
錯
覚
で
あ
る
と
し
て
│
│
が
、
そ
の
存
在
の
分
離
を
形
づ
く
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。（TI, 47

）

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
自
分
に
先
立
っ
て
存
在
し
、
己
を
創
造
し
支
え
て
く
れ
る
も

の
へ
の
「
無
知
」、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
も
の
な
ど
い
な
い
と
い
う
「
錯
覚
」

を
「
無
神
論
」（cf. TI, 52-54

）
と
い
う
自
我
の
在
り
方
と
し
て
肯
定
的
に
語
っ

て
い
る
。
こ
の
無
神
論
的
な
自
我
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
決
定
論
や
他
者
に
よ
る
全

面
的
な
支
配
に
陥
ら
ず
、
自
我
の
分
離
と
い
う
責
任
の
源
泉
に
な
る
次
元
が
構
成

さ
れ
る
と
言
え
る
。
他
者
の
先
行
性
テ
ー
ゼ
が
確
証
さ
れ
る
の
が
事
後
的
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
他
者
が
到
来
す
る
ま
で
、
本
来
は
己
に
先
行
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る

無
限
な
他
者
を
知
ら
ず
に
い
る
こ
と
は
、
自
我
の
瑕
疵
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
我

の
先
行
性
を
他
者
の
先
行
性
と
抵
触
し
な
い
仕
方
で
維
持
す
る
こ
と
を
可
能
に
す

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
デ
カ
ル
ト
の
議
論
を
倫
理
的
な
観
点
か
ら
読
み

直
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
デ
カ
ル
ト
の
神
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
他
者

の
異
同
と
い
う
問
題
に
新
た
な
視
点
を
提
示
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
デ
カ
ル

ト
に
あ
っ
て
、
無
限
な
も
の
の
観
念
を
通
じ
て
、
神
の
存
在
証
明
は
行
わ
れ
て
い

た
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
も
、
無
限
な
も
の
の
観
念
を
有
す
る
こ
と
で
、
言
わ

ば
そ
れ
が
通
路
と
な
っ
て
、
無
限
な
他
者
と
関
係
を
結
び
う
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
（cf. TI, 40, 158

）。
す
な
わ
ち
、『
全
体
性
と
無
限
』
の
議
論
に
お
い
て
、
無

限
な
も
の
の
観
念
は
、
分
離
し
た
自
我
が
、
後
か
ら
到
来
す
る
他
者
と
倫
理
的
関

係
を
結
び
う
る
通
路
を
本
質
的
に
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
保
す
る
機
能
を
有
し
て

い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、『
全
体
性
と
無
限
』
の
議
論
内
容
を
整
理
す
る
に

あ
た
り
、
倫
理
的
関
係
を
結
ぶ
他
者
と
デ
カ
ル
ト
的
な
神
を
切
り
離
し
た
と
し
て

も
、
私
が
無
限
な
も
の
の
観
念
を
有
す
る
こ
と
を
、︿
他
者
と
の
倫
理
的
関
係
の

実
現
は
偶
発
的
で
あ
れ
、
人
間
の
う
ち
に
は
倫
理
的
関
係
を
結
び
う
る
力
が
本
質

的
に
備
わ
っ
て
い
る
﹀
と
い
う
道
徳
的
本
質
主
義
七

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
見
做

す
こ
と
で
、
無
限
者
の
超
越
や
先
行
性
と
い
っ
た
一
見
神
学
的
な
論
点
を
一
つ
の

倫
理
学
的
立
場
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
│
│
そ
の
正
当
化
や
擁
護
に
は
よ
り
多

く
の
紙
幅
が
必
要
に
は
な
る
も
の
の
│
│
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
上
で
、
な
ぜ
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
『
省
察
』
に
見
出
さ
れ
る
特
異
な
議
論
の
機

序
を
用
い
た
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
端
的
に
、
第

一
節
で
示
さ
れ
た
、
両
テ
ー
ゼ
に
含
ま
れ
る
倫
理
的
関
係
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ

る
特
徴
づ
け
を
相
互
に
矛
盾
を
き
た
す
こ
と
な
く
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
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あ
ろ
う
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
倫
理
的
関
係
と
は
、
他
者
か
ら
私
が
問
い
た
だ

し
を
受
け
、
そ
れ
に
対
し
て
弁
明
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
際
他
者
が
全
体
性
に

回
収
さ
れ
、
そ
の
異
他
性
が
抹
消
さ
れ
ぬ
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
特

徴
づ
け
を
満
た
す
に
あ
た
り
、
自
我
の
先
行
性
テ
ー
ゼ
は
、
倫
理
的
関
係
の
主
題

で
あ
る
自
我
の
所
有
や
振
る
舞
い
と
い
う
責
任
の
所
在
を
確
保
す
る
こ
と
に
寄
与

し
て
お
り
、
他
者
の
先
行
性
テ
ー
ゼ
は
、
自
我
が
関
係
を
も
つ
他
者
の
超
越
や
無

限
と
い
う
性
格
を
表
現
し
て
い
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
無
限
な
も
の
の
観
念
を
中
心

と
し
た
『
省
察
』
の
独
特
な
読
解
に
よ
っ
て
、
自
我
の
自
存
性
と
他
者
の
無
限
が

両
立
す
る
倫
理
の
定
式
化
を
彫
琢
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、『
全
体
性
と
無
限
』
に
伏
在
す
る
自
我
と
他
者
の
先
行
性
を
巡
る
難

読
箇
所
を
取
り
上
げ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
デ
カ
ル
ト
読
解
を
補
助
線
と
す
る
こ
と

で
、
両
先
行
性
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
両
立
可
能
な
異
な
る
次
元
の
順
序

を
示
す
と
と
も
に
、
倫
理
的
関
係
に
と
っ
て
求
め
ら
れ
る
規
定
を
明
ら
か
に
す
る

も
の
で
あ
る
と
の
解
釈
を
提
示
し
た
。
自
我
と
他
者
の
先
行
性
は
、『
全
体
性
と

無
限
』
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
と
言
え
る
倫
理
的
関
係
が
い
か
に
し
て
可
能
と
な
る

の
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
単
な
る
パ
ッ
セ
ー
ジ
の
読
解
を
超
え

て
、
著
作
そ
の
も
の
の
読
解
や
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
理
的
関
係
の
分
析
に
お
い
て
枢

要
な
着
眼
と
な
り
え
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
分
析
し
た
議
論
の
機
序
は
、
た
し
か
に
、
現
前
す
る
他
者
と
責
任
の

担
い
手
た
る
自
我
を
と
も
に
全
体
化
を
免
れ
る
か
た
ち
で
打
ち
立
て
る
『
全
体

性
と
無
限
』
期
に
特
有
の
も
の
で
は
あ
る
。
と
は
い
え
、
一
九
四
〇
年
代
か
ら

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
一
貫
し
て
自
我
と
他
者
と
の
関
係
に
潜
む
時
間
性
に
着
目
し
て

お
り
、
そ
の
背
後
に
デ
カ
ル
ト
か
ら
の
影
響
が
垣
間
見
え
る
の
も
ま
た
事
実
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
八
。
そ
こ
で
最
後
に
、「
痕
跡
（trace

）」
や
「
隔
時
性

（diachronie

）」
と
い
っ
た
後
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
特
徴
的
な
時
間
論
が
、『
全
体
性

と
無
限
』
の
着
想
と
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
本
稿
が
述
べ
た
他
者

関
係
に
お
け
る
時
間
構
造
、
と
り
わ
け
他
者
の
先
行
性
テ
ー
ゼ
の
延
長
線
上
に
位

置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
示
し
、
今
後
の
課
題
を
提
起
す
る
こ
と
で
論
を

終
え
た
い
。

他
者
を
「
痕
跡
」
と
し
て
捉
え
る
発
想
は
、「
他
者
の
痕
跡
」（1963

）
以
降
に

現
れ
る
も
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
ま
だ
自
我
に
か
ん
し
て
は
、『
全
体
性
と
無
限
』

の
枠
組
み
が
踏
襲
さ
れ
て
お
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
自
我
の
は
た
ら
き
を
「
同

一
化
作
用
」
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
（ED

E, 261

）。
そ
の
際
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、

「
西
洋
哲
学
は
︿
他
者
﹀
の
暴
露
と
一
致
し
て
お
り
、
そ
こ
で
︿
他
者
﹀
は
存
在

す
る
も
の
と
し
て
顕
現
す
る
こ
と
で
、
そ
の
他
性
を
失
っ
て
し
ま
う
」（ED

E, 
263

）
と
の
認
識
に
立
ち
、
よ
り
徹
底
し
て
︿
他
﹀
を
問
う
べ
く
、
他
者
が
「
絶

対
的
に
異
質
な
領
野
」（ED

E, 272

）
か
ら
到
来
し
て
く
る
さ
ま
を
見
定
め
よ
う

と
す
る
。
そ
れ
が
痕
跡
の
次
元
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
「
痕
跡
」
と
は
、

「
い
か
な
る
内
省
も
自
己
の
う
ち
に
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
へ
と
退
去

し
、
絶
対
的
に
満
了
し
、
過
ぎ
去
っ
た
不
在
」（ED

E, 276f. 

）
の
う
ち
に
あ
る

と
言
わ
れ
、
猟
師
が
獲
物
を
辿
っ
て
い
け
る
足
跡
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
思

い
出
し
え
な
い
過
去
、
追
跡
不
能
な
「
謎
」
と
し
て
現
れ
る
（cf. ED

E, 278, 
291

）。
こ
こ
で
の
思
い
出
し
え
な
い
過
去
と
は
、
記
憶
力
の
欠
如
や
限
界
を
示
す

の
で
は
な
く
、
痕
跡
が
端
的
に
通
常
の
時
間
軸
と
は
別
の
次
元
に
位
置
し
て
い
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
痕
跡
の
次
元
に
位
置
す
る
他
者
と
の
関
係

は
、『
存
在
の
彼
方
へ
』
に
お
い
て
「
隔
時
性
」
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。

近
さ
⋮
⋮
は
、
共
通
の
現
在
な
き
隔-

時
性
の
距
離
を
開
く
。
そ
こ
で
は
、
差
異
は
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回
収
不
可
能
な
過
去
で
あ
り
、
想
像
不
可
能
な
未
来
で
あ
り
、
隣
人
の
表
象
不
可

能
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
隣
人
に
対
し
て
、
私
は
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
│
│
隣
人

に
よ
っ
て
強
迫
さ
れ
て
い
る
│
│
。
し
か
し
こ
の
隔-

時
性
に
お
い
て
、
こ
の
差
異

は
他
者
に
対
す
る
私
の
無
関
心
な
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
近
さ
は
記
憶
可
能
な
時

間
の
錯
乱
な
の
だ
。（A

E, 142

）

こ
の
よ
う
な
「
回
収
不
可
能
な
過
去
」
を
示
す
痕
跡
や
隔
時
性
の
次
元
に
他
者

を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、『
全
体
性
と
無
限
』
に
お
け
る
「
他
者
の
先
行
性
テ
ー

ゼ
」
の
徹
底
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
他
者
は
痕
跡
と
し
て

現
れ
る
以
上
、
自
己
に
先
ん
じ
て
既
に
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
そ
れ
は
遡
り
え
る
よ
う
な
時
間
平
面
に
お
い
て
で
は
な
く
、
私
に
現
前

す
る
こ
と
す
ら
な
い
「
論
理
的
秩
序
と
は
異
な
る
時
間
的
な
先
行
性
」
を
示
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、『
存
在
の
彼
方
へ
』
に
お
い
て
、
自
我
の
先
行
性
は
明
示
的

に
述
べ
ら
れ
な
く
な
り
、
む
し
ろ
主
体
は
「
同
の
う
ち
な
る
他
」（A

E, 46, etc.

）

と
し
て
、
す
な
わ
ち
他
者
と
の
関
係
を
既
に
埋
め
込
ま
れ
た
仕
方
で
考
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
変
遷
の
理
路
を
分
析
し
た
上
で
、
改
め
て
倫
理
的
関
係
に
通
底

す
る
時
間
や
順
序
の
問
い
を
一
貫
し
た
観
点
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題

と
な
る
。

注一　

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
に
は
以
下
の
略
号
を
用
い
た
。TI : Totalité 

et infini. Essai sur l'extériorité, La H
aye: M

. N
ijhoff, 1961, coll. « Le Livre de 

poche », 1990. E
D

E
 : En découvrant l'existence avec H

usserl et H
eidegger [2èm

e 

Ed. 1967], Paris: J. V
rin, 2006. A

E
 : Autrem

ent qu'être ou au-delà de l'essence, 

La H
aye: M

. N
ijhoff, 1974, coll. « Le Livre de poche », 1990.

二　

こ
の
問
い
は
、
お
そ
ら
く
は
じ
め
て
R
・
モ
ア
テ
ィ
に
よ
っ
て
『
全
体
性
と
無
限
』
の

難
読
箇
所
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（R

aul M
oati, Événem

ents nocturnes : 

Essai sur Totalité et infini, H
erm

ann, 2012, pp. 71-79.

）。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の

読
解
は
ほ
ぼ
『
全
体
性
と
無
限
』
第
一
部
B
節
「
分
離
と
語
り
」
に
の
み
依
拠
し
て

お
り
、
同
書
の
他
の
箇
所
や
他
の
著
作
と
の
関
係
に
触
れ
な
い
た
め
に
、
解
釈
の
射

程
が
狭
い
と
い
う
点
、
さ
ら
に
は
逆
説
的
な
時
間
構
造
を
な
ぜ
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
用
い

て
い
る
の
か
に
か
ん
す
る
分
析
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
点
で
十
分
な
も
の
と
は
言
い

難
い
。
本
稿
は
モ
ア
テ
ィ
が
切
り
開
い
た
問
題
の
領
野
を
引
き
受
け
直
し
、
こ
の
矛

盾
す
る
か
に
み
え
る
パ
ッ
セ
ー
ジ
を
別
の
仕
方
で
よ
り
広
範
な
文
脈
の
も
と
で
解
釈

し
直
す
こ
と
を
狙
う
。

三　

近
年
の
優
れ
た
研
究
と
し
て
以
下
を
挙
げ
る
。
平
岡
紘
「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る

倫
理
と
知
の
絆
：『
全
体
性
と
無
限
』
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
を
め
ぐ
っ
て
」、『
哲
学

雑
誌
』129

巻801

号
、
有
斐
閣
、2014

年
、pp. 95-111. D

an A
rbib, La lucidité de 

l'éthique : Études sur Levinas, H
erm

ann, 2014, pp. 191-248.

四　

デ
カ
ル
ト
全
集
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
通
例
に
従
い
、AT

と
略
記
す
る
。

Œ
uvres de D

escartes, publiées par C
harles A

dam
 &

 Paul Tannery, N
ouvelle 

présentation, J. V
rin, 1964-1973.

五　

非
連
続
性
や
断
絶
を
強
調
す
る
点
で
、
D
・
ガ
ー
バ
ー
の
整
理
に
従
え
ば
、
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
の
連
続
創
造
説
理
解
は
、
J
・ 

ヴ
ァ
ー
ル
や
E
・
ジ
ル
ソ
ン
ら
の
読
解
に
近
い
。

D
aniel G

arber, D
escartes' M

etaphysical Physics, U
niversity of C

hicago Press, 

1992, p. 269.
六　

そ
の
研
究
史
な
ら
び
に
問
題
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
山
田
弘
明『
デ
カ
ル
ト『
省
察
』

の
研
究
』
創
文
社
、1994

年
、pp. 128–152. 

を
参
照
し
た
。

七　

伊
藤
春
樹
「
本
質
主
義
」、
大
庭
健
編
『
現
代
倫
理
学
事
典
』
弘
文
社
、2006

年
、p. 
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793.

八　
『
全
体
性
と
無
限
』
以
前
に
お
け
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
デ
カ
ル
ト
受
容
と
時
間
論
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
石
井
雅
巳
「
瞬
間
・
メ
シ
ア
・
他
性
│
│
『
実
存

か
ら
実
存
者
へ
』
の
時
間
論
分
析
│
│
」、『
哲
学
の
探
求
』
第42

号
、2015

年
、pp. 

315-334. 

（
石
井
雅
巳
・
い
し
い　

ま
さ
み
・
慶
應
義
塾
大
学
）
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序
J
・
L-

マ
リ
オ
ン
（Jean-Luc M

arion, 1946-

）
は
、
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
現
象

学
界
に
お
い
て
は
看
過
し
え
な
い
問
題
構
制
を
呈
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
す
な

わ
ち
、
現
象
学
の
原
理
を
現
象
の
現
象
性
た
る
「
贈
与
（donation

）」
と
す
る
こ

と
で
、
事
象
そ
の
も
の
の
現
出
可
能
性
の
場
へ
の
透
徹
性
を
極
限
に
ま
で
押
し
広

げ
、「
啓
示
の
現
象
（le phénom

ène de révélation

）」
を
そ
の
究
極
の
主
題
領

域
と
し
う
る
思
惟
を
呼
び
覚
ま
し
て
い
る
。
本
論
考
は
、
マ
リ
オ
ン
最
初
期
の
著

作
お
よ
び
後
期
著
作
『
自
己
の
場
所
／
自
己
の
か
わ
り
に
』（
以
下
『
自
己
の
場

所
』）
を
中
心
と
し
、
マ
リ
オ
ン
の
思
索
に
お
け
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
お
よ
び

彼
の
「
欲
求
（le désir

）」
な
い
し
「
意
志
（la volonté

）」
の
現
象
学
的
解
釈
の

周
縁
を
め
ぐ
る
考
究
で
あ
る
。
本
論
は
と
り
わ
け
、
思
惟
に
先
立
ち
精
神
的
は
た

ら
き
へ
と
唯
一
現
出
す
る
と
こ
ろ
の
「
意
志
」
を
「
啓
示
の
現
象
」
が
可
能
的
に

0

0

0

0

開
か
れ
る
場
と
し
て
の
︿
神
﹀
と
︿
自
己
﹀
と
を
結
ぶ
結
節
点
と
し
て
見
出
し
得

る
、
そ
の
事
態
そ
の
も
の
を
追
究
す
る
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
本
論
は
、
現
象
学

的
解
釈
に
も
と
づ
く
「
意
志
」
の
場
を
、︿
信
仰
の
神
﹀
の
手
前

0

0

で
あ
る
が
ゆ
え

に
い
っ
そ
う
広
が
り
の
あ
る
（︿
神
﹀
へ
の
）
道
程
と
し
て
改
め
て
呈
示
す
る
試

み
で
あ
る
。

神
に
対
し
て
保
持
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
る
哲
学
的
中
立
性
を
放
棄
し
特
定
の
宗

教
的
立
場
に
立
脚
し
た
思
索
家
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
マ
リ
オ
ン
の
従
来
の
位

置
づ
け
に
対
し
、
論
者
は
以
前
、︿
信
仰
の
神
﹀
に
対
す
る
マ
リ
オ
ン
中
期
以
降

の
緊
張
を
孕
ん
だ
立
場
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
。「
現
象
学
と
神
（
学
）
と
の

相
互
布
置
の
現
成
す
る
場
は
、︹
⋮
⋮
︺E. Falque

の
述
べ
る
ご
と
く
神
学
の
語

る
神
へ
と
直
ち
に
つ
な
ぎ
止
め
ら
れ
う
る
ほ
ど
に
神
学
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
も

な
く
、︹
⋮
⋮
︺J. D

. C
aputo

に
よ
る
批
判
が
呈
示
す
る
よ
う
に
︹
⋮
⋮
︺
い
わ

ゆ
る
︿
哲
学
者
の
神
﹀
の
立
場
と
し
て
理
解
さ
れ
て
も
な
ら
な
い
」（
註
一
）。
さ

て
『
自
己
の
場
所
』
に
お
い
て
、
こ
の
著
作
の
根
本
的
企
図
お
よ
び
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
の
現
象
学
的
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
課
さ
れ
る
課
題
は
次
の
よ
う
に
語

ら
れ
る
。「
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
非
形
而
上
学
的
身
分
が
も
っ
と
も
良
く
理

解
さ
れ
る
の
は
、
彼
が
贈
与
の
現
象
学
の
言
葉
に
し
た
が
っ
て
解
釈
さ
れ
る
時
で

あ
る
こ
と
を
照
査
し
、
し
か
し
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
現
象
学
の
非
形
而
上
学
的
性

格
が
ど
こ
に
由
来
す
る
の
か
ま
で
を
も
照
査
す
る
こ
と
」（A

LS28

）。
こ
の
言
明

に
即
し
て
、
哲
学
で
も
な
く
神
学
で
さ
え
も
な
く
、
現
象
学
こ
そ
が
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
の
立
場
を
今
日
開
き
示
す
営
為
で
あ
る
こ
と
を
診
断
し
つ
つ
、
同
時
に

そ
の
究
明
方
途
と
し
て
の
現
象
学
的
方
法
論
を
証
示
す
る
こ
と
で
、︿
神
﹀
へ
の

J
・
L-

マ
リ
オ
ン
に
お
け
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の︿
意
志
﹀の
現
象
学
的
解
釈

│
│︿
啓
示
の
現
象
﹀の
可
能
性
の
基
礎
づ
け
へ
向
け
て
│
│

石　

田　

寛　

子
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道
程
の
普
遍
性
も
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お J. Schrijvers 

も
指
摘
す
る
よ
う
に

（Schrijvers, 662ff.

）、
最
初
期
の
論
考
と
『
自
己
の
場
所
』
と
を
除
い
て
、
マ
リ

オ
ン
の
思
索
道
程
の
中
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
へ
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
見
出
さ
れ

な
い
。
以
下
で
考
究
さ
れ
る
事
柄
は
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
マ
リ
オ
ン
の
現
象
学

的
境
位
の
中
で
も
特
に
現
象
学
と
神
（
学
）
と
の
関
係
性
を
究
明
す
る
上
で
、
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
解
釈
が
極
め
て
意
義
深
い
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
の
証
左
に

も
な
る
で
あ
ろ
う
。

一　

C
apacitas

の
場
と
し
て
の
隔
た
り

現
象
学
的
思
惟
は
、
そ
の
思
惟
そ
れ
自
体
が
可
能
と
な
る
根
拠
を
究
明
す
べ

く
、
そ
の
思
惟
が
成
立
す
る
問
題
構
制
を
絶
え
ず
自
ら
に
課
す
こ
と
で
、
現
象
の

現
出
の
在
り
方
が
自
ず
か
ら
顕
わ
に
な
る
接
近
路
を
開
く
思
惟
で
あ
る
。
マ
リ
オ

ン
の
現
象
学
的
読
解
の
も
と
で
、
い
わ
ば
自
己
の
始
源
へ
と
垂
直
的
に
遡
及
す
る

思
惟
へ
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
索
が
還
元
さ
れ
、
そ
の
体
験
が
記
述
さ
れ
直

さ
れ
て
い
る
視
座
の
洞
察
こ
そ
が
肝
要
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
ほ
と
ん
ど
言
及

さ
れ
る
こ
と
の
な
い
マ
リ
オ
ン
最
初
期
の
思
索
が
伺
え
る
論
考
「
距
離
と
至
福 

│
│ 

聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉capacitas

に
関
し
て
」（
以
下
「
距
離
と
至

福
」）
を
概
観
し
、
そ
こ
で
見
出
さ
れ
る
「
贈
与
」
の
現
象
性
の
萌
芽
を
確
認
し

た
い
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
ら
「
い
ま
や
、
自
分
自
身
が
、
自
分
に
と
っ
て
大
き

な
謎
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
（Factus eram

 ipse m
ihi m

agna quaestio.

）」

（C
onf, IV, 4, 9

）
と
『
告
白
』
の
場
か
ら
紡
ぐ
言
葉
が
、
根
本
的
問
題
と
し
て

彼
の
思
索
に
通
底
し
、
こ
の
言
葉
か
ら
の
究
明
を
事
と
し
て
い
る
こ
と
に
異
論

を
差
し
は
さ
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
マ
リ
オ
ン
の
「
距
離
と
至
福
」
論
考
も
ま
た

人
間
が
人
間
に
な
る
こ
と
の
「
い
か
に
」、
及
び
そ
れ
と
至
福
と
の
関
係
を
主

題
と
し
、
表
題
の
通
り
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
「
受
容
（
可
能
）
性

（capacitas

）」
と
い
う
術
語
の
内
実
究
明
に
即
し
て
こ
の
主
題
へ
と
接
近
し
て
ゆ

く
。（

１
）
我
々
の
究
明
に
と
り
注
目
す
べ
き
第
一
の
点
は
、「
距
離
（distance

）」

と
い
う
マ
リ
オ
ン
初
期
固
有
の
術
語
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
依
拠
し
つ
つ

「
創
造
者
か
ら
被
造
物
へ
の
関
わ
り
と
し
て
の
距
離
」（D

B
59

）
と
解
釈
さ
れ
な

が
ら
も
、
す
で
に
現
象
学
的
位
相
を
帯
び
て
語
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
以
下
で
そ
の

内
実
を
確
認
し
た
い
。
マ
リ
オ
ン
は
ま
ず
、
人
間
存
在
を
「
神
の
受
容
（
可
能
）

（capax D
ei

）」（D
e civitate D

ei, X
II, 9

）
と
し
て
規
定
す
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
の
言
明
を
踏
ま
え
、capax

を
、
対
象
の
獲
得
へ
向
け
ら
れ
主
体
に
固
有
で
譲

渡
で
き
な
い
能
力
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、「
そ
の
受
容
可
能
性
に
即
し
て
規

定
さ
れ
る
が
ま
ま
に
な
る
器
（vase

）」
の
意
味
に
捉
え
る
（D

B
59

）。
こ
の
主

│
客
図
式
以
前
の
人
間
の
根
本
把
握
に
即
し
て
、「
距
離
」
は
次
の
よ
う
に
規
定

さ
れ
る
。「
距
離
と
は
い
ま
だ
受
容
者
で
は
な
い
受
容
可
能
性
に
お
い
て
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
距
離
は
、
自
己
に
留
ま
ら
な
い
限
り
、
そ
う
で
は
な
く
て

神
の
も
と
に
留
ま
る
限
り
で
、
自
己
自
身
に
留
ま
る
可
能
性
と
し
て
測
ら
れ
る
」

（D
B

62

）。
し
た
が
っ
て
「
距
離
」
は
︿
自
己
﹀
以
前

0

0

、
し
た
が
っ
て
神
の
現
出

以
前

0

0

の
、
神
の
受
容
可
能
性
と
し
て
、
創
造
者
と
被
造
物
と
を
繋
ぎ
と
め
る
紐
帯

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
一
見
矛
盾
的
な
こ
の
紐
帯
の
も
と
に
見
て
と

ら
れ
る
人
間
の
根
源
的
様
相
が
、capax D

ei 

で
あ
る
。
実
に
距
離
と
い
う
術
語

は
、『
偶
像
と
距
離
』
等
の
著
作
で
二
重
の
意
味
規
定
の
も
と
に
語
ら
れ
、
神
的

な
る
も
の
の
現
象
学
的
経
験
を
規
定
す
る
。
神
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
顕
れ
え

な
い
限
り
に
お
い
て
こ
そ
自
ら
を
顕
す
、
こ
の
限
り
で
の
自
己
と
の
隔
た
り
の
う

ち
に
己
れ
を
与
え
る
現
象
を
な
す
。
こ
の
暗
い
間
隙
を
通
し
て
、
神
と
人
間
と
は

そ
の
無
限
の
隔
た
り
が
保
た
れ
た
ま
ま
出
会
い
う
る
と
言
え
る
（C

f. ID
26ss.

）。
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「
距
離
と
至
福
」
に
お
い
て
も
「
結
び
つ
け
る
た
め
に
の
み
分
離
す
る
距
離
」

（D
B

63
）
と
述
べ
ら
れ
、
自
己
の
始
原
の
神
学
的
把
握
を
表
明
す
る
「
無
か
ら
の

創
造
」
は
、
二
重
に
開
か
れ
た
距
離
の
も
と
に
到
来
可
能
な

0

0

0

神
と
︿
自
己
﹀
の
現

象
学
的
把
握
へ
と
捉
え
返
さ
れ
る
。
こ
の
術
語
は
の
ち
に
、
不
可
視
性
の
可
視
性

を
通
し
て
こ
そ
神
が
現
出
す
る
直
接
無
媒
介
性
と
し
て
の
イ
コ
ン
的
現
象
へ
深
め

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

（
２
）
第
二
に
肝
要
で
あ
る
の
は
、
上
述
し
た
「
距
離
」
の
う
ち
に
看
取
さ
れ

る
生
の
境
位
が
志
向
的
（
日
常
的
）
自
己
か
ら
は
決
し
て
至
り
え
な
い
境
位
で
あ

る
ゆ
え
に
、
そ
の
立
場
へ
の
移
行
の
現
象
学
的
解
明
が
求
め
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

そ
の
際
に
マ
リ
オ
ン
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
「
欲
求
」
の
も
つ
役
割
に

注
目
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
象
学
的
還
元
の
道
が
歩
ま
れ
る
媒
体
的
役
割
を
そ
れ

に
帰
す
。

「
距
離
に
固
有
の
場
所
は
、
他
者
性
に
よ
る
近
さ
（proxim

ité par l’altérité

）

と
し
て
、
我
々
が
見
た
よ
う
に
受
容
可
能
性
（capacitas
）
の
場
所
に
他
な
ら
な

い
。︹
⋮
⋮
︺
し
た
が
っ
て
人
間
を
受
容
者
そ
の
も
の
へ
と
変
容
せ
し
め
ね
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
変
容
は
欲
求
（le désir

）
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
よ
り
正
確
に

は
、
そ
の
根
本
的
な
意
味
に
し
た
が
っ
て
、
欠
乏
と
困
窮
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ

き
欲
求
に
よ
っ
て
。
こ
の
欲
求
は
、
神
の
事
柄
に
関
し
て
は
神
に
よ
っ
て
の
み
息

吹
か
れ
（être inspiré

）
う
る
」（D

B
71-72

）

こ
こ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
欲
求
」
は
マ
リ
オ
ン
の
も
と
で
お
よ
そ
志
向
的

態
度
と
し
て
は
理
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
え
っ
て
志
向
的
地
平
を
超
え
出
る
現
象

性
を
看
取
す
べ
き
動
性
を
指
示
し
て
い
る
。
そ
れ
自
体
と
し
て
「
息
吹
か
れ
う

る
」
よ
う
な
欠
乏
と
し
て
の
欲
求
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
。
こ
こ
で
は
上

述
（
１
）
の
問
題
脈
絡
に
接
続
さ
せ
、
自
己
の
始
原
が
受
容
者
へ
の
変
容
、
正
確

に
は
「
受
容
者
な
き
受
容
」（
神
を
も
欠
い
た
）
の
も
と
に
あ
る
可
能
性
と
し
て

見
出
さ
れ
、
そ
の
変
容
へ
の
要
が
か
の
欲
求
の
働
き
に
お
か
れ
る
点
を
注
視
し
て

お
き
た
い
。

マ
リ
オ
ン
最
初
期
の
論
考
は
現
象
学
的
方
法
論
を
伴
っ
た
視
に
未
だ
導
か
れ
て

い
な
い
も
の
の
、
非
志
向
的
現
象
の
輪
郭
を
描
き
出
す
こ
と
で
の
ち
に
呈
示
さ
れ

る
「
贈
与
」
の
原
理
を
暗
示
し
て
い
る
。
上
述
で
追
求
し
た
論
考
か
ら
約
四
十
年

を
経
て
改
め
て
歩
み
出
さ
れ
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
解
釈
に
即
し
、
欲
求
の
働
き

と
自
己
の
始
原
と
の
問
題
連
関
の
究
明
道
程
を
次
節
以
降
で
確
認
し
た
い
。

二　
「
意
志
」
現
象
の
パ
ラ
ド
ク
ス

こ
こ
で
は
、
マ
リ
オ
ン
後
期
の
大
著
『
自
己
の
場
所
』
に
お
い
て
記
述
さ
れ

る
「
告
白
」
行
為
の
現
象
学
的
還
元
の
追
跡
を
通
し
て
、
志
向
的
自
我
に
先
立
つ

︿
欲
求
す
る
自
己
﹀
の
次
元
へ
と
至
る
道
程
（
註
二
）
を
そ
の
究
明
方
途
の
検
証

と
共
に
辿
り
た
い
。

（
１
）
先
に
引
い
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
（「
い
ま
や
、
自
分
自
身

が
、
自
分
に
と
っ
て
大
き
な
謎
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
」）
は
こ
こ
で
改
め
て

敷
衍
さ
れ
、「cogitatio

に
よ
る
自
己
へ
の
接
近
を
禁
じ
る
よ
う
な
、
自
我
の
自

ら
に
対
す
る
異
他
性
」（A

LS66

）
が
そ
の
言
葉
の
出
自
の
根
本
に
あ
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
る
。
マ
リ
オ
ン
はÉ. G

ilson

の
解
釈
（G

ilson, 55ss

）
を
援
用
し
つ

つ
、「
疑
い
」
を
出
発
点
と
す
る
点
と
「
思
惟
と
存
在
と
を
結
び
つ
け
る
」
点
を

も
っ
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
歩
み
に
デ
カ
ル
ト
と
の
相
似
性
を
認
め
な
が
ら

（A
LS100

）
も
、
そ
の
共
通
項
が
直
ち
に
両
者
を
隔
て
る
事
態
を
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。「
私
の
思
惟
に
よ
る
私
の
存
在
へ
の
接
近
は
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
の
よ

う
に
私
を
私
自
身
へ
と
適
合
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
り

私
の
外
へ
の
自
己
の
放
擲
で
あ
る
」（ibid.

）。
私
の
外
へ
の
自
己
の
放
擲
・
分
裂

（la scission

）
は
『
告
白
』
の
中
で
、
精
神
の
分
散
（distentio

）、
意
志
の
弱
さ
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そ
し
て
回
心
の
困
難
さ
等
に
よ
っ
て
度
々
言
及
さ
れ
て
い
る
。
マ
リ
オ
ン
の
解
釈

に
よ
れ
ば
、
コ
ギ
ト
を
出
立
点
と
し
て
自
己
へ
と
接
近
す
る
が
ゆ
え
の
自
我
の
分

裂
は
、
本
来
「
私
は
私0

に
と
っ
て
溢
れ
そ
の
も
の
で
あ
る
」（ibid.

）
こ
と
を
暗

に
示
唆
し
て
い
る
。

（
２
）
マ
リ
オ
ン
は
（
１
）
で
示
さ
れ
た
自
我
に
よ
る
自
己
へ
の
接
近
不
可

能
性
、
異
他
性
を
他
方
で
は
「
匿
名
の
確
か
さ
（une certitude anonym

e

）」

（A
LS107

）
と
言
い
表
す
。
こ
の
撞
着
語
法
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
は
、
自
己
の

自
己
自
身
に
対
す
る
遠
さ
と
近
さ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
他
な
ら
な
い
。
人
間
存
在
の

こ
の
不
可
解
さ
は
、『
告
白
』
に
お
い
て
は
自
ら
の
「
記
憶
」
の
問
題
へ
と
収
斂

す
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
仔
細
に
叙
述
す
る
よ
う
に
、
記
憶
を
通
し
て
自
己

（
そ
し
て
神
）
の
謎
（
場
所
）
が
明
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
記
憶
は
、
そ
れ
を

欠
く
な
ら
ば
私
は
存
在
し
な
い
が
、
同
時
に
「
想
起
し
え
な
い
記
憶
、
忘
却
さ
れ

た
も
の
、
と
り
わ
け
記
憶
不
可
能
な
も
の
を
保
つ
」（A
LS120

）
意
味
に
お
い
て

「
場
所
を
欠
い
た
滞
留
（la dem

eure sans lieu

）」（A
LS113

）
で
あ
り
、
こ
の
限

り
で
自
我
を
出
発
点
と
し
て
そ
こ
へ
と
至
る
こ
と
を
拒
む
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
自
己
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
、「
私
は
私
自
身
に
ど
の
よ
う
に
し
て
与
え
ら
れ
る
の

か
」（G

reisch, 322

）
と
い
う
現
象
学
の
根
本
問
題
へ
と
帰
着
す
る
に
至
る
。

（
３
）
か
く
し
て
マ
リ
オ
ン
は
、
志
向
性
に
は
基
づ
か
ず
、
し
た
が
っ
て
自
我

か
ら
出
発
す
る
こ
と
な
く
自
己
に
到
来
す
る
（
よ
り
正
確
に
は
自
己
の
到
来
・
成

立
と
し
て
の
）
思
惟
を
「
大
い
な
る
思
惟
（la grande pensée

）」
と
呼
び
習
わ

し
、
先
│
志
向
的
な
現
象
現
出
の
場
に
透
徹
し
う
る
思
惟
へ
と
向
け
て
、
以
上
の

深
層
事
態
を
還
元
し
て
ゆ
く
。「
こ
の
思
惟
は
も
は
や
何
も
志
向
的
に
狙
わ
な
い

こ
と
を
認
め
、
そ
れ
が
思
惟
す
る
こ
と
が
思
惟
へ
と
到
来
し
、
の
し
か
か
り
、
働

き
か
け
る
が
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
欲
求
（un désir

）
と
し
て
作
用
し

襲
い
か
か
る
の
は
こ
の
よ
う
な
思
惟
で
あ
る
」（A

LS126

）。
こ
こ
で
明
言
さ
れ

る
よ
う
に
欲
求
こ
そ
は
、
自
己
の
出
自
の
在
り
処
を
そ
の
現
出
の
動
き
と
相
即

し
つ
つ
証
左
し
う
る
根
源
的
審
級
で
あ
る
。
同
時
に
欲
求
は
、
普
遍
的
合
理
性

に
基
づ
い
た
対
象
の
客
体
化
に
即
し
て
自
我
を
保
証
す
る
限
り
で
私
を
「
匿
名

の
ま
ま
に
す
る
」
志
向
的
思
惟
に
対
し
、「
私
を
個
別
化
す
る
」
自
己
同
一
化
の

働
き
と
さ
れ
る
（A

LS127

）。
以
上
の
よ
う
に
呈
示
さ
れ
る
欲
求
の
働
き
の
内
実

究
明
の
た
め
、
そ
の
由
来
と
働
き
自
体
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
う
る
の
か
、
そ
の
場

の
現
象
学
的
解
明
が
肝
要
と
な
る
。
こ
の
問
題
はG

reisch

が
的
確
に
述
べ
る
よ

う
に
、「
ど
の
よ
う
な
流
儀
の
︽
還
元
︾
が
、
告
白

0

0

の
本
質
的
な
構
造
の
輪
郭
を

描
く
こ
と
、
換
言
す
る
と
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
生
起
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

現
象
（phénom

ène 
sui generis

）
で
あ
る
限
り
で
記
述
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
」

（G
reisch, 323

）
と
い
う
問
い
に
他
な
ら
な
い
。

「（
自
我
か
ら
自
己
へ
の
）
私
の
私
自
身
へ
の
遅
れm

on retard sur m
oi-m

êm
e 

(du je sur soi)

」（A
LS258

）
と
言
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
欲
求
そ
し
て
意
志
（la 

volonté

）
は
志
向
的
自
我
に
先
立
ち
、
後
者
は
絶
え
ず
前
者
に
遅
れ
を
と
る
。
欲

求
・
意
志
は
認
識
に
先
立
ち
む
し
ろ
認
識
対
象
を
生
み
出
す
の
で
あ
り
、
対
象

不
在
に
お
い
て
こ
そ
自
ず
と
生
じ
う
る
と
い
う
意
味
で
論
理
的
矛
盾
に
さ
え
耐

え
る
（A

LS154-156

）。
こ
の
よ
う
な
理
論
的
・
志
向
的
地
平
に
先
立
つ
欲
求
の

自
発
的
か
つ
原
初
的
働
き
は
直
接
に
、「
精
神
（anim

a

）
は
︹
⋮
⋮
︺
恒
久
的

な
対
象
で
あ
る
か
の
よ
う
に
自
己
に
接
近
す
る
の
で
は
な
く
、
絶
え
ず
ひ
と
つ

の
純
粋
な
可
能
性
と
し
て
自
ら
に
現
れ
る
」（A

LS210

）
こ
と
の
証
左
と
な
る
。

こ
の
と
き
、
こ
の
可
能
性
は
「
私
の
外
の
私

0

0

0

0

0

（soi hors de soi

）
の
可
能
性
」

（A
LS211

）
と
も
呼
ば
れ
る
通
り
、
も
は
や
地
平
的
な
現
象
の
現
出
可
能
性
（
対

象
、
世
界
に
属
す
る
存
在
者
に
定
位
し
て
ゆ
く
現
出
）
で
は
な
く
、（
い
わ
ば
非

連
続
の
連
続
と
し
て
の
）
固
有
の
現
象
性
と
し
て
の
自
己
の
あ
り
方
の
「
い
か
に

（com
m

ent
）」
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
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こ
こ
でSchrijvers

が
解
釈
す
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
働
く
（
き
う
る
）
意

志
の
可
能
根
拠
を
「
恩
寵
」
と
い
う
神
学
的
問
題
連
関
へ
と
直
ち
に

0

0

0

繋
ぎ
と
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
（Schrijvers, 672ff.

）。
な
ぜ
な
ら
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
伝

統
的
解
釈
に
即
す
る
と
と
も
に
現
象
学
的
視
を
通
し
た
マ
リ
オ
ン
の
立
場
と
し
て

は
、
恩
寵
は
神
学
的
見
地
に
お
い
て
は
事
後
的
に

0

0

0

0

思
考
さ
れ
る
と
し
て
も
、
精
神

が
精
神
へ
と
向
か
う
働
き
に
お
い
て
す
で
に
介
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
、
こ
の
限
り
で
意
志
と
恩
寵
と
は
相
反
し
な
い
と
解
釈
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る

（C
f. A

LS251ss.

）。
た
だ
し
「
い
ま
だ
」
と
「
す
で
に
」
が
交
差
す
る
場
は
、
現

象
学
的
視
が
至
り
え
な
い
地
点
で
あ
る
こ
と
も
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
索
の
道
程
に
鑑
み
て
も
、
マ
リ
オ
ン
の
施
す
意
志

の
還
元
に
よ
る
視
座
の
転
回
の
必
然
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

『
告
白
』
第
十
巻
第
二
十
九
章
に
は
、
記
憶
の
野
で
の
神
探
求
の
破
綻
を
経
て
な

お
神
を
求
め
て
彷
徨
う
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、
分
裂
し
た
自
己
の
精
神
の
統

一
・
集
中
（contenere

）
を
「
つ
つ
し
み
（continentia
）」
に
求
め
る
祈
り
が
綴

ら
れ
て
い
る
（C

f. C
onf, V

III, 11, 27

）。
す
な
わ
ち
「
探
求
を
絶
対
的
な
自
己

定
立
と
し
て
の
自
己
同
一
性
追
求
の
方
向
か
ら
逆
転
し
て
、
自
己
無
化
・
自
己
の

無
の
自
覚
た
る
謙
遜
方
向
に
お
」（
宮
本
、
五
十
一
頁
）
く
決
定
的
場
面
で
あ
る
。

マ
リ
オ
ン
の
分
析
に
即
す
れ
ば
こ
の
境
位
は
、
自
我
・
コ
ギ
ト
を
出
発
点
と
し
た

自
己
探
求
の
挫
折
を
く
ぐ
り
、「
そ
れ
自
体
と
し
て
は
無
で
あ
る
か
の
よ
う
な
」

自
己
が
洞
察
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
地
平
的
現
象
性
の
手
前
へ
と
（en deçà

）
遡
及

し
う
る
思
惟
を
召
喚
す
る
。
マ
リ
オ
ン
は
、「
贈
与
」
の
原
理
を
確
立
す
る
中
期

の
主
著
『
与
え
ら
れ
て
』（Étant donné, 

一
九
九
七
）
の
中
で
す
で
に
「
意
志
」

に
関
し
て
、「
応
答
（le répons

）」
や
思
惟
に
す
ら
先
ん
じ
う
る
精
神
の
働
き
と

し
て
示
唆
的
に
言
及
し
て
い
る
（ED

419ss.

）。
そ
こ
で
語
ら
れ
る
、
地
平
的
現

象
性
を
構
成
す
る
限
り
で
そ
れ
に
適
合
す
る
主
体
（
主
観
）
に
対
比
せ
ら
れ
る
、

「
構
成
し
う
る
こ
と
へ
の
謙
遜
（hum

iliation

）
は
実
際
ま
た
受
容
性
と
い
う
充

足
と
し
て
理
解
さ
れ
る
」（ED

421

）
と
い
う
叙
述
に
、
先
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
の
歩
み
を
再
認
す
る
こ
と
も
今
や
可
能
で
あ
ろ
う
（C

f. Schrijers, 663ff.

）。

し
か
る
に
意
志
は
根
源
的
に
、「
自
己
は
自
分
に
よ
っ
て
は
自
己
た
り
え
な
い
」

現
象
の
最
た
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
般
的
理
解
に
反
し
て

欲
求
お
よ
び
意
志
は
、「
私
は
、
受
け
取
る
事
柄
と
同
時
に
、
ま
さ
に
受
け
取
る

こ
と
を
可
能
に
す
べ
く
、
自
分
自
身
を
受
け
取
る
者
、
す
な
わ
ち
与
え
ら
れ
し
人

（l’adonné

）
と
し
て
、
私
に
出
来
す
る
」（A

L
S144

）
現
象
学
的
現
象
へ
と

捉
え
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
欲
求
お
よ
び
意
志
の
現
象
学
的
解
釈
は
、
現
象
学
の

思
惟
を
担
う
「
大
い
な
る
思
惟
」
の
発
露
か
ら
そ
れ
自
体
が
明
証
性
を
も
ち
、
そ

れ
ゆ
え
に
否
定
し
得
な
い
現
実
態
を
指
示
す
る
先
│
思
惟
的
働
き
に
お
け
る
「
可

能
性
」
自
体
の
導
出
を
（
そ
の
脚
下
に
）
呈
示
す
る
。
し
た
が
っ
て
意
志
現
象

は
、（
瞬
間
的
に
は
）
地
平
な
き
現
象
と
し
て
出
来
し
、（
時
間
的
地
平
に
即
し
て

は
）
地
平
的
自
己
を
破
り
、
端
的
に
は
現
象
そ
の
も
の
の
成
立
を
意
味
す
る
。
そ

れ
は
、
事
象
の
根
源
へ
と
徹
す
る
と
と
も
に
現
象
学
的
現
象
を
そ
こ
か
ら
保
証
す

る
思
惟
自
身
の
透
徹
性
に
即
し
て
、
相
即
す
る
両
者
を
与
え
る
現
象
の
場
の
現
出

で
あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
「
贈
与
」
の
働
き
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
還
元
さ
れ
た
意
志
現
象
は
、「
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
生
起
す
る

現
象
」（G

reisch, 323

）
が
そ
こ
に
由
来
す
る
地
点
を
、
そ
の
現
象
現
出
の
う
ち

で
指
示
す
る
こ
と
で
、
告
白
の
「
い
か
に
」
を
与
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
断
に

自
己
の
「
い
か
に
」
と
し
て
試
練
に
晒
さ
れ
る
自
己
に
固
有
の
可
能
性
は
、
告

白
行
為
の
「
い
か
に
」
と
そ
の
具
体
的
道
行
き
と
相
即
し
、
そ
の
解
明
を
も
っ

て
以
上
の
道
程
を
裏
打
ち
す
る
こ
と
を
以
て
明
る
み
に
出
さ
れ
る
と
言
え
よ

う
（
註
三
）。
自
ら
に
よ
っ
て
は
自
ら
た
り
得
な
い
「
欠
乏
と
困
窮
と
し
て
」
の

意
志
の
根
源
的
転
回
と
し
て
、
回
心
の
道
程
は
唯
一
回
的
で
あ
り
（C

onf, V
III, 
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12, 29

）、
そ
の
一
回
性
に
通
底
し
つ
つ
不
断
に
脚
下
に
開
か
れ
る
（ex. C

onf, X
, 

30-
）。
そ
し
て
告
白
は
限
り
な
く
、︿
自
己
﹀
の
「
可
能
性
」
を
先
│
思
惟
的
に

開
く
意
志
の
も
と
に
担
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三　
「
告
白
」
の
場
所
─
─
〈
私
は
誰0

で
あ
る
の
か
（qui je suis

）〉

以
上
の
道
行
き
を
も
っ
て
︿
自
己
﹀
の
可
能
性
自
体
を
開
く
欲
求
お
よ
び
意
志

の
現
象
は
、
ど
の
よ
う
に
︿
神
﹀
の
手
前

0

0

0

へ
の
普
遍
的

0

0

0

道
行
き
で
あ
る
こ
と
が
立

証
さ
れ
う
る
の
か
。（
冒
頭
の
引
用
で
の
）
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
非
形
而
上

学
的
身
分
」
が
証
左
さ
れ
る
地
点
で
、
そ
れ
は
確
認
さ
れ
よ
う
。
マ
リ
オ
ン
の
立

場
は
、「
超
哲
学
的
に
（transphilosophique

）
性
格
づ
け
う
る
と
い
う
計
画
の

も
と
に
」（G

ilson, 41

）
語
ら
れ
る
と
す
るG

ilson

の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
理
解

を
解
釈
し
直
し
、
超
哲
学
的

0

0

0

0

か
つ
超
神
学
的

0

0

0

0

解
明
方
途
を
呈
示
す
る
（A

LS27

）。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
存
在
／
存
在
者
の
問
題
を
決
し
て
提
示
せ
ず
、
神
に
対
し

0

0

0

て0

（à D
ieu

）
語
り
、
神
に
つ
い
て

0

0

0

0

（de D
ieu

）
語
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、「
形
而

上
学
に
（
ま
だ
）
属
さ
な
い
の
だ
か
ら
、
哲
学
と
神
学
と
の
区
別
を
見
事
に
無
視

す
る
」（ibid.

）。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
「
歴
史
的
、
哲
学
的
、
神
学
的
探
求
で
さ

え
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
そ
こ
か
ら
自
己
を
認
識
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
見
地

へ
の
通
路
を
開
か
な
い
」（A

LS26

）
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
辿
っ
て
き
た
よ
う

に
こ
の
見
地
は
、︿
神
﹀
の
不
在
、︿
自
己
﹀
の
手
前
へ
と
降
り
う
る
方
法
を
携
え

た
現
象
学
的
視
に
よ
っ
て
の
み
開
示
さ
れ
う
る
告
白
の
「
い
か
に
」
で
あ
り
、
と

り
わ
け
意
志
の
現
象
学
的
解
釈
を
通
し
て
立
証
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
第
一
に
、
先
述
の
よ
う
に
対
象
不
在
に
お
い
て
こ
そ
働
く
意
志
の

働
き
に
、「
私
が
在
る
と
い
う
こ
と

0

0

0

0

0

（que je suis

）」
で
は
な
く
「
私
は
誰0

で
あ

る
の
か
（qui je suis

）」（A
LS225

）
を
確
証
す
べ
く
︿
神
﹀
と
︿
自
己
﹀
と

を
繋
ぎ
と
め
う
る
役
目
が
帰
さ
れ
る
こ
と
で
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
働
き
と
し

て
︿
神
﹀
へ
の
道
程
の
普
遍
的

0

0

0

可
能
性
を
開
示
し
う
る
端
緒
が
明
ら
か
に
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。「
私
を
個
別
化
す
る
」（A

LS127

）
働
き
と
し
て
捉
え
ら
れ
た

欲
求
の
内
実
は
こ
こ
で
取
り
返
さ
れ
、
そ
れ
を
通
し
て
︿
自
己
﹀
が
与
え
ら
れ

る
現
象
の
成
立
が
そ
の
直
下
に
贈
与
の
働
き
を
指
示
す
る
。
自
己
（soi

）
の
場

所
（lieu

）
は
自
己
の
か
わ
り
に
（au lieu de soi

）
現
出
す
る
の
で
あ
り
、「
自0

我0

は
他
者
に
よ
っ
て

0

0

0

0

の
み
自
己
自
身
に
な
る
（il [L’ego] ne devient soi-m

êm
e 

que par un autre

）」（A
LS384

）（
註
四
）。
私
の
︿
誰
性
﹀
が
与
え
ら
れ
、
明

ら
か
に
な
る
場
所
は
「
内
密
な
自
己
よ
り
も
よ
り
内
密
（interior intim

o m
eo

）」

（C
onf, III, 6,11

）
で
あ
り
、「
自
己
と
神
と
の
間
に
は
、
い
か
な
る
媒
介
も
見
出

し
え
な
い
」（A

LS82

）。「
距
離
と
至
福
」
の
な
か
で
示
唆
的
に
語
ら
れ
た
、「
距

離
」
の
う
ち
に
看
取
さ
れ
る
主
│
客
図
式
以
前
の
神
と
自
己
と
の
繋
が
り
は
改
め

て
、︿
神
﹀
に
即
し
て
「
私
の
生
」
が
与
え
ら
れ
る
限
り
で
︿
神
﹀
へ
の
普
遍
性

を
開
き
示
す
意
志
の
働
き
へ
と
基
礎
づ
け
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
捉
え
返
さ
れ
る
と
言

え
る
。

で
は
、
信
仰
の
︿
神
﹀
の
手
前

0

0

0

と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
示
さ
れ
う
る
の

か
。「
告
白
」
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
そ
れ
を
証
左
し
う
る
。
欲
求
お
よ
び
意

志
と
い
う
根
源
的
動
性
に
担
わ
れ
た
告
白
と
い
う
行
為
は
、
自
我
以
前
の
い
ま
だ

自
己
（soi

）
を
も
伴
わ
な
い
「
最
初
の
思
惟
」
の
生
ま
れ
る
「
最
初
の
場
所
（le 

prem
ier lieu

）」
だ
か
ら
で
あ
る
（A

LS31

）。
こ
の
思
惟
は
、
思
惟
す
る
思
惟
や

自
ら
を
ひ
と
つ
の
自
己
と
し
て
思
惟
す
る
思
惟
で
は
無
論
な
く
、
告
白
す
る
限

り
で
思
惟
す
る
。
告
白
の
言
葉
は
、
意
志
に
基
づ
い
た
そ
の
言
葉
の
発
露
自
体

に
よ
っ
て
神
を
知
ら
ざ
る
う
ち
に
も
出
来
し
、
そ
こ
に
自
ら
が
由
来
す
る
場
所
へ

と
届
く
限
り
に
お
い
て
、
私
へ
と
「
遡
及
す
る
言
葉

0

0

0

0

0

0

（la parole qui rem
onte

）」

（A
LS37

）
と
し
て
私
自
身
を
生
み
返
す
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
告
白
は
そ
の
ラ
テ

ン
語  confiteri 
が
指
示
す
る
よ
う
に
、
中
動
相
動
詞
（verba deponentia

）
的
に
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告
白
の
場
そ
の
も
の
を
そ
の
働
き
自
体
に
よ
っ
て
絶
え
ず
生
み
出
す
と
言
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
内
的
発
話
（Verbum

 cordis

）
が
単
な
る
独
白
（soliloque

）
で

は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
明
示
し
つ
つ
、
告
白
を
「
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
の
条
件
そ

の
も
の
」
と
す
るG

reisch

の
解
釈
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
的
」
と
い
う
装
飾
以
外
は

ま
さ
し
く
正
し
い
（G

reisch, 322

）。
こ
の
場
は
、︿
神
﹀
の
不
在
で
あ
り
︿
自

己
﹀
の
手
前
で
あ
る
ゆ
え
に
も
っ
と
も
内
的
で
あ
り
か
つ
も
っ
と
も
開
か
れ
た

普
遍
的
場
で
あ
る
。
こ
の
、
私
の
︿
誰
性
﹀
が
確
証
さ
れ
る
場
こ
そ
が
、︿
神
﹀

と
最
終
的
に

0

0

0

0

名
指
さ
れ
る
在
り
処
、「
私
を
こ
え
て
、
あ
な
た
に
お
い
て
（in te, 

supra m
e

）」（C
onf, X

, 26, 37

）
な
の
で
あ
る
。

結
本
論
が
究
明
し
た
、「
距
離
」
を
踏
破
し
て
到
来
す
る
神
の
普
遍
的
な
現
出
可

能
性
を
、
先
│
︿
自
己
﹀
的
次
元
に
お
け
る
「
意
志
」
に
基
礎
づ
け
る
マ
リ
オ
ン

の
思
惟
連
関
は
、「
神
の
死
」
以
降
の
神
探
求
と
い
う
今
日
の
現
象
学
者
た
ち
が

置
か
れ
た
状
況
の
固
有
性
を
抜
き
に
し
て
は
布
置
し
え
な
い
。「
距
離
」
と
い
う

先
│
︿
自
己
﹀
の
暗
闇
の
経
験
、「
意
志
」
の
暗
さ
を
通
し
て
こ
そ
開
か
れ
る
神

の
到
来
可
能
性
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
歩
ん
だ
信
（
仰
）
へ
の

0

0

暗
い
道
の

り
と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
。
マ
リ
オ
ン
の
思
索
道
程
に
密
か
に
通
底
す
る
「
意
志
」

は
、
他
処
に
由
来
し
つ
つ
到
来
す
る
自
己
の
矛
盾
を
指
示
す
る
隠
れ
た
審
級
と
し

て
、
弱
き
神
の
暗
き
現
代
に
お
い
て
も
そ
の
現
象
化
の
た
め
の
素
地
を
切
り
結
ぶ

道
程
と
な
り
う
る
。

最
後
に
、
未
だ
返
答
を
待
つ
問
い
に
心
を
向
け
た
い
。（
α
）
な
ぜ
、︿
自
己
﹀

の
手
前
で
︿
神
﹀
不
在
に
し
て
生
起
し
う
る
精
神
の
あ
り
方
が
、「
意
志
」
と
名

指
さ
れ
る
の
か
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
論
に
お
い
て
は
、
そ
の
普
遍
性
が
「
至
福

の
無
条
件
の
欲
求
」
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
（A

LS128ss.

）。
今
後
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
に
内
在
的
な
問
題
と
し
て
、
つ
い
で
マ
リ
オ
ン
の
思
索
全
体
を
通
し
て
、
さ

ら
に
は
「
意
志
の
哲
学
」
と
総
称
さ
れ
る
一
連
の
思
想
水
脈
を
た
ど
り
、
そ
の

さ
ら
な
る
由
来
を
探
求
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。（
β
）
マ
リ
オ
ン
が
「
与
え
ら
れ
し

人
」
と
呼
び
習
わ
す
こ
と
で
彫
琢
す
る
人
間
の
普
遍
的
事
象
自
体
は
古
く
新
し

い
。
ゆ
え
に
今
日
、
宗
教
と
哲
学
へ
の
分
岐
以
前
の
現
象
学
的
事
象
と
し
て
の
呈

示
に
お
い
て
こ
そ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
非
形
而
上
学
的
」
射
程
は
測
ら
れ

う
る
。
む
し
ろ
、
現
象
学
の
も
と
で
開
示
さ
れ
た
「
可
能
性
」
に
即
し
て
哲
学
と

神
学
と
が
開
拓
す
る
「
現
実
性
」
は
刷
新
さ
れ
、
翻
っ
て
そ
の
刷
新
に
基
づ
い
て

啓
示
可
能
性
の
深
度
も
深
ま
る
と
言
え
よ
う
（
註
五
）。（
γ
）Schrijvers

が
指
摘

す
る
よ
う
に
、「
告
白
」
は
確
か
に
「
す
べ
て
の
人
の
経
験
に
︹
含
蓄
的
に
︺
含

ま
れ
る
」。
こ
の
意
味
で
彼
は
必
ず
し
も
そ
れ
を
宗
教
的
に
捉
え
る
必
然
性
は
な

い
と
解
す
る
（Schrijvers, 683, N

ote13

）。
本
論
の
解
明
に
即
す
る
な
ら
、「
告

白
」
は
ま
さ
し
く
前
│
宗
教
的
次
元
か
ら
到
来
す
る
。
で
は
、
な
ぜ
そ
れ
が
「
告

白
」
と
言
え
る
の
か
。
そ
の
発
露
自
体
が
す
で
に

0

0

0

自
己
の
場
に
由
来
し
同
時
に
そ

の
現
成
と
な
る

0

0

0

、
言
葉
な
ら
ざ
る
言
葉
が
ま
さ
に
、「
告
白
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
告
白
」
す
る
ご
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
到
来
の
只
中
で
、
真
に
生
き
（
か
え

さ
れ
）
る
。
ま
さ
し
く
「
告
白
な
し
に
、
わ
れ
わ
れ
は
存
在
し
な
い
。« Sine 

confessione non sim
us » (C

om
m

entaire du psaum
e 29, 19)

。
な
ぜ
な
ら
︹
⋮
︺

私
が
私
の
告
白
な
の
で
あ
る
か
ら
」(A

LS57)

。

註一　

拙
稿
「
J
・
L-

マ
リ
オ
ン
に
お
け
る
現
象
学
と
神
（
学
）
│
│ 

今
日
の
︿
キ
リ
ス

ト
教
哲
学
﹀
の
可
能
性
へ
向
け
て
」『
カ
ト
リ
ッ
ク
研
究
』
第
八
八
号
、
上
智
大
学
神

学
会
編
、
二
〇
一
九
年
八
月
一
日
、
一
二
一-

一
五
二
頁
。

二　

加
藤
氏
の
古
典
的
研
究
（
一
九
六
七
）
が
示
す
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
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「
告
白
」
と
い
う
道
行
き
自
体
が
霊
的
感
覚
（sensus spiritualis

）
を
も
っ
て
歩
ま
れ

解
釈
さ
れ
る
べ
き
事
態
は
看
過
し
え
な
い
。
マ
リ
オ
ン
の
解
明
に
ど
こ
ま
で
霊
的
感

覚
の
問
題
圏
が
含
意
さ
れ
う
る
の
か
、
ま
た
「
告
白
」
の
有
す
る
賛
美
と
懺
悔
と
の

側
面
に
関
し
て
も
、
註
三
で
の
課
題
究
明
と
も
接
続
さ
せ
て
今
後
論
じ
た
い
。

三　

マ
リ
オ
ン
は
『
自
己
の
場
所
』
に
て
、『
告
白
』
読
解
に
即
し
て
意
志
現
象
を
仔
細

に
究
明
し
て
ゆ
く
（A

LS205s.

）。
悟
性
と
意
志
と
の
乖
離
を
認
め
た
上
で
、
意
志
と

悪
と
い
う
根
本
問
題
に
対
し
て
マ
リ
オ
ン
は
、
悪
の
起
源
を
意
志
の
外
部
（
理
性
の

欠
損
等
）
に
求
め
る
道
を
退
け
る
。
結
果
と
し
て
悪
は
、「
梨
の
実
の
盗
み
」（C
onf, 

II, 4 sq.

）
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
依
拠
し
つ
つ
「
悪
の
た
め
に
悪
を
望
む
意
志
の
邪
悪
さ
」

に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
最
終
的
に
マ
リ
オ
ン
は
、
意
志
に
対
す
る
恩
寵
の
介
在
を
眼

差
す
地
点
と
パ
ラ
レ
ル
に
愛
の
発
露
を
呈
示
す
る
に
至
る
（A

LS251s.

）。
意
志
に
先

立
つ
「
愛
」
を
眼
差
す
視
座
の
現
象
学
的
究
明
が
、
以
降
の
課
題
と
な
る
。

四　

マ
リ
オ
ン
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
読
解
に
お
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
よ
う
に
他
者

の
底
に
神
を
見
ず
、
他
者
を
媒
介
と
し
て
神
へ
と
至
る
道
を
退
け
る
（A

LS82

）。
つ

ま
り
他
者
の
現
出
は
、
す
で
に
そ
の
場
が
神
と
の
関
係
性
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

マ
リ
オ
ン
は
『
自
己
の
場
所
』
の
中
で
『
告
白
』
第
三
巻
お
よ
び
第
八
巻
の
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
母
モ
ニ
カ
と
の
関
係
を
例
に
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
成
立
の
契
機

と
し
て
の
神
の
介
在
の
不
可
欠
性
を
示
し
て
い
る
（A

LS79-82

）。

五　

現
象
学
、
哲
学
そ
し
て
神
学
の
連
関
に
関
し
て
は
註
一
の
拙
稿
を
参
照
。
啓
示
可

能
性
が
信
仰
の
も
と
歩
ま
れ
解
釈
さ
れ
る
方
途
が
神
学
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
る
一

方
、
哲
学
の
領
野
に
お
い
て
開
か
れ
る
の
は
、
従
来
の
哲
学
的
神
学
で
も
な
け
れ
ば

理
性
宗
教
の
類
で
も
な
く
、
謂
わ
ば
「
神
の
御
前
で
、
神
と
共
に
、
わ
れ
わ
れ
は
神

な
し
に
生
き
る
」（D

. B
onhoeffer

）
限
り
で
形
を
と
る
思
惟
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
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カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
の
中
核
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
「
美
の
分
析
論
」

に
お
い
て
は
、
趣
味
判
断
の
第
二
の
契
機
と
し
て
、
判
断
の
論
理
的
「
量
」
が
主

題
化
さ
れ
、
美
的
・
感
性
的
次
元
で
の
普
遍
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ

の
さ
い
判
断
さ
れ
る
「
美
し
い
も
の
」
は
、
身
体
的
・
感
官
的
な
感
覚
に
よ
っ
て

も
、
概
念
に
よ
っ
て
も
汲
み
つ
く
す
こ
と
が
で
き
ず
、
両
者
の
あ
い
だ
、
な
い
し

媒
介
と
し
て
、
い
わ
ば
両
義
的
な
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
両
義
性
や
媒
介
性
に
連
関
す
る
テ
ー
マ
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
顕

在
化
し
て
い
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
ま
ま
現
代
の
哲
学
的
問
題
意
識
に
ひ
き
つ
が

れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
理
念
的
な
も
の
の
始
原
を
間
身
体
性
の
次
元
に
問
い
求
め

る
と
い
っ
た
現
象
学
的
課
題
に
接
続
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
、

後
半
に
お
い
て
、
と
く
に
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
探
求
に
焦
点
を
さ
だ
め
て
こ
の

問
題
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る

合
目
的
的
自
然
に
呼
応
す
る
主
観
性
の
、
あ
く
ま
で
暗
黙
の
次
元
で
の
開
示
性

は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
言
葉
で
い
い
か
え
れ
ば
、「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
に
呼

応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。『
知
覚
の
現
象
学
』
の
な
か
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
判
断
力
批
判
』
で
は
カ
ン
ト
自
身
、
構
想
力
と
悟
性
の
統
一
、
な
ら
び
に
対
象
に

4

4

4

さ
き
だ
つ

4

4

4

4

諸
主
観
の
統
一
が
存
在
す
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て

た
と
え
ば
美
の
経
験
に
お
い
て
、
感
性
と
概
念
の
統
一
、
ま
た
わ
た
し
と
他
者
と

の
、
そ
れ
自
体
非
概
念
的
な
一
致
が
、
体
験
さ
れ
る
こ
と
も
、
あ
き
ら
か
に
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
も
は
や
主
観
は
、
た
が
い
に
厳
格
に
む
す
ば
れ
た
諸
対
象
の
シ

ス
テ
ム
の
普
遍
的
思
惟
者
で
は
な
い
。︹
⋮
⋮
︺
主
観
は
、
自
己
が
お
の
ず
と
悟
性

法
則
に
合
致
し
て
い
る
ひ
と
つ
の
自
然
で
あ
る
こ
と
を
み
い
だ
し
て
、
こ
れ
を
享

受
す
る
の
で
あ
る
。（PP, X

II

）

メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
が
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
感
官
的
感
覚
（Sinnen-

em
pfindung

）
の
多
様
性
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
に
包
摂
し
、
認
識
を
構
成
す
る

規
定
的
能
力
と
し
て
の
主
観
の
あ
り
よ
う
で
は
な
く
、
自
然
と
か
か
わ
る
主
観
の

別
の
側
面
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
然
の
合
目
的
性
は
、
わ
た
し
た
ち
を
統
制
的
に
み

ち
び
く
よ
う
な
一
種
の
理
念
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
の
内
的
な

感
情
に
お
い
て
調
和
的
に
呼
応
し
共
鳴
す
る
が
ゆ
え
に
、
美
的
な
次
元
で
「
主
観

的
な
」
普
遍
妥
当
性
を
要
求
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
美
的
理
念
は

ま
さ
に
こ
の
点
に
か
か
わ
る
の
で
あ
り
、
本
論
で
は
こ
の
概
念
の
う
ち
に
、
両
義

美
的
な
も
の
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て

│
│
カ
ン
ト
と
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
思
考
か
ら

小　

林　

信　

之
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性
や
キ
ア
ス
ム
に
か
ん
す
る
現
象
学
的
議
論
と
の
接
点
を
み
い
だ
し
た
い
と
考
え

て
い
る
。

美
の
個
別
性
と
美
的
理
念

美
の
無
関
心
性
の
規
定
か
ら
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
ｘ
は

美
し
い
」
と
い
う
判
断
に
お
い
て
は
、
ｘ
が
な
ん
で
あ
り
、
な
ん
の
役
に
た
ち
、

ど
れ
だ
け
の
価
値
が
あ
る
の
か
等
々
が
問
題
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
が

指
摘
す
る
と
お
り
、
美
的
判
断
へ
と
み
ち
び
く
の
は
、
直
接
的
で
一
回
的
な
感
情

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
美
的
判
断
は
、
そ
の
つ
ど
く
だ
さ
れ
る
個
別
的
・
単
称
的
判

断
で
し
か
あ
り
え
な
い
（K

U
, 24

）。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ｘ
を
規
定
的

な
概
念
に
包
摂
す
る
論
理
的
判
断
で
は
な
い
。
つ
ま
り
こ
こ
で
い
う
「
美
し
い
」

と
は
、
形
が
整
っ
て
い
る
、
部
分
と
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
、
部
分
と

部
分
の
比
率
が
さ
だ
ま
っ
て
い
る
（
黄
金
比
率
）
と
い
っ
た
基
準
に
よ
っ
て
決
定

さ
れ
る
よ
う
な
概
念
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
、「
ｘ
は
美
し
い
」
と
い
う
判

断
は
、
な
ん
ら
か
の
法
則
に
あ
て
は
ま
る
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
規
定
的
概
念
に
包

摂
で
き
る
か
ど
う
か
を
、
い
わ
ば
機
械
的
に
判
定
す
る
判
断
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ

れ
に
た
い
し
て
美
的
な
趣
味
判
断
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
個
別
的
に
、
み
ず
か

ら
の
感
覚
に
問
い
た
ず
ね
て
、
そ
の
つ
ど
判
断
を
く
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
た

し
た
ち
は
対
象
を
、
規
定
的
概
念
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
直
接
わ
た
し
た
ち
の
快

不
快
の
感
情
に
照
ら
し
て
、
た
だ
一
回
か
ぎ
り
の
出
来
事
に
お
い
て
た
ち
現
れ
た

「
ｘ
」
を
「
美
し
い
」
と
判
断
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
趣
味
判
断
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
判
断
の
内
容
を
な
す
概

念
性
の
否
定
で
あ
る
が
、
だ
が
他
方
で
そ
れ
は
、
感
官
的
感
覚
に
も
と
づ
く
判

断
（「
ｘ
は
お
い
し
い
」
等
々
）
で
も
な
い
と
さ
れ
る
。（
も
し
そ
う
な
ら
、
ひ
と

そ
れ
ぞ
れ
に
こ
と
な
っ
た
、
た
ん
な
る
相
対
的
判
断
に
な
っ
て
し
ま
う
と
カ
ン
ト

は
考
え
る
）。
判
断
の
根
拠
が
感
官
的
感
覚
で
も
、
概
念
内
容
で
も
な
い
と
い
う
、

こ
の
二
重
の
否
定
に
よ
っ
て
、
美
的
判
断
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る

が
、
そ
れ
は
、
美
的
判
断
が
対
象
の
表
象
と
判
断
主
観
と
の
た
ん
な
る
「
関
係
」

を
形
式
的
に
ふ
く
む
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
美
し
い
」
と
い
う
述
語
は
い

わ
ば
空
虚
な
符
牒
で
あ
り
、
感
官
的
感
覚
も
概
念
も
、
い
ず
れ
も
内
容
的
な
も
の

と
し
て
排
除
さ
れ
、
判
断
の
た
ん
な
る
構
造
だ
け
が
の
こ
さ
れ
る
。
つ
ま
り
カ
ン

ト
に
よ
れ
ば
こ
の
判
断
は
、
対
象
の
表
象
の
客
観
的
内
容
に
も
と
づ
い
て
、
世
界

に
か
ん
す
る
な
ん
ら
か
の
認
識
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
判
断
の
主
観

的
形
式
性
の
み
に
か
か
わ
る
よ
う
な
判
断
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

い
い
か
え
れ
ば
、
美
的
判
断
が
概
念
に
よ
る
規
定
的
判
断
で
は
な
く
、
反
省
的
判

断
（R

eflexionsurteil

）
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

た
ま
た
ま
出
会
っ
た
知
覚
の
断
片
に
注
意
を
む
け
、
そ
の
形
象
（
フ
ォ
ル
ム
）

に
お
い
て
た
だ
見
つ
づ
け
て
い
た
い
と
い
う
感
情
（
適
意 W

ohlgefallen

）
に
と

ど
ま
る
と
き
わ
た
し
た
ち
は
、
も
っ
と
も
シ
ン
プ
ル
な
表
現
と
し
て
「
ｘ
は
美
し

い
」
と
い
う
単
称
的
判
断
を
く
だ
す
。
こ
の
と
き
わ
た
し
た
ち
は
、
す
で
に
あ
た

え
ら
れ
た
概
念
を
前
提
し
て
、
特
殊
な
も
の
を
そ
の
概
念
に
包
摂
し
て
い
る
の
で

は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
包
摂
す
べ
き
概
念
が
そ
こ
に
は
み
い
だ
さ
れ
ず
、
い

わ
ば
不
在
の
ま
ま
な
の
で
あ
り
、
そ
の
と
き
判
断
力
は
、
反
省
的
に
、
外
的
対
象

の
表
象
と
し
て
の
ｘ
か
ら
主
観
の
う
ち
へ
と
方
向
を
転
じ
る
の
で
あ
る
。
ｘ
は
、

そ
の
存
在
と
概
念
（
そ
れ
が
な
ん
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
）
と
は
無
関
係
に
、
主

観
の
感
情
状
態
に
照
ら
し
て
、
つ
ま
り
適
意
の
「
内
的
対
象
」
と
し
て
、「
美
し

い
」
と
判
断
さ
れ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
反
省
的
判
断
に
お
い
て
は
、
ｘ
が
美
し
い
も
の
と
し
て
あ
た

え
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
を
概
念
化
し
普
遍
化
し
よ
う
と
す
る
判
断
力
の
働
き
だ
け

が
、
た
だ
認
識
能
力
一
般
の
構
造
と
い
う
形
式
性
に
お
い
て
、
む
き
だ
し
の
ま
ま
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透
か
し
見
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
つ
ま
り
感
性
の
働
き
（
直
観
と
構
想
力
）

に
よ
っ
て
知
覚
へ
と
も
た
ら
さ
れ
た
個
物
に
た
い
し
て
、
そ
れ
を
包
摂
す
る
概
念

が
空
虚
（
正
確
に
は
無
規
定
）
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
構
想
力
と
概
念
化
の
能
力
（
悟

性
）
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
判
断
作
用
が
、
た
だ
相
互
に
働
き
あ
う
ふ
た
つ
の
能

力
の
自
由
な
戯
れ
と
し
て
、
内
的
感
情
に
お
い
て
感
受
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た

同
時
に
、
両
者
を
媒
介
す
る
判
断
作
用
が
そ
の
ま
ま
、
い
わ
ば
メ
タ
レ
ベ
ル
で
、

反
省
的
に
洞
察
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
美
し
い
も
の

の
反
省
的
判
断
に
お
い
て
の
み
、
美
的
・
感
性
的
な
も
の
と
概
念
作
用
、
構
想
力

と
悟
性
、
自
然
と
超
感
性
的
な
も
の
の
あ
い
だ
の
媒
介
が
、
主
観
的
・
形
式
的
次

元
で
、
つ
ま
り
超
越
論
的
に
、
主
題
化
で
き
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

（『
判
断
力
批
判
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
自
体
の
由
縁
も
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
）。

反
省
的
判
断
力
は
、
個
別
的
・
特
殊
的
な
も
の
と
普
遍
的
・
概
念
的
な
も
の
と

の
あ
い
だ
を
媒
介
す
べ
く
働
く
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
美
的
経
験
に
お
い
て
作
動
し

て
い
る
感
覚
の
正
体
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
認
識
で
は
な
く
、
感
情
と
し

て
、
わ
た
し
た
ち
に
感
得
さ
れ
る
事
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
美
的
判
断
に
お
い
て
は
特
殊
を
包
摂
す
べ
き
普
遍
と
し
て
の
概
念
が
規

定
的
概
念
と
し
て
は
不
在
で
あ
る
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
ひ
と
つ
の
「
判
断
」
で

あ
る
以
上
、
反
省
は
、
普
遍
と
し
て
の
な
ん
ら
か
の
理
念
的
な
も
の
の
要
請
を
避

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
に
、
美
的
・
感
性
的
な
も
の
固
有
の
普
遍
妥
当
性

と
い
う
独
特
の
主
題
が
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
こ
の
一
種
の
ダ
ブ
ル

バ
イ
ン
ド
状
況
に
た
い
し
て
、
弁
証
論
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
カ
ン

ト
は
こ
こ
で
、
不
定
な
、
つ
ま
り
規
定
的
で
は
な
い
概
念
と
し
て
の
美
的
な
「
理

念
」
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
窮
地
を
き
り
ぬ
け
よ
う
と
す
る
。

一
般
に
理
念
と
は
、
悟
性
認
識
に
お
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
よ
う
に
経
験
を
構
成

的
に
可
能
に
す
る
概
念
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
課
題
と
し
て
自
然
に
お
け
る
対
象

へ
の
か
か
わ
り
を
統
制
す
る
概
念
で
あ
る
。
だ
が
、
魂
の
不
死
性
や
宇
宙
論
的
理

念
や
神
学
的
理
念
な
ど
の
理
性
理
念
と
く
ら
べ
れ
ば
、『
判
断
力
批
判
』
の
美
的

理
念
は
、
カ
ン
ト
の
体
系
に
お
い
て
き
わ
め
て
特
異
な
理
念
で
あ
る
。
け
っ
き
ょ

く
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
、
概
念
的
表
示
を
こ
え
て
、
あ
く
ま
で
構
想
力
に
よ
る
感
性

的
直
観
の
表
象
で
あ
る
よ
う
な
理
念
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
曖
昧
で
両
義
的
な
性

格
を
お
び
た
理
念
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（K

U
, 

§57, A
nm

erkung I

）。

さ
て
、
一
回
的
な
個
別
性
に
お
い
て
出
会
わ
れ
る
ｘ
の
美
し
さ
が
、
た
ん
な
る

感
官
的
感
覚
に
も
属
さ
ず
、
ま
た
規
定
的
に
、
狭
義
の
「
認
識
」
に
も
か
か
わ
ら

な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
判
断
を
み
ち
び
く
美
的
理
念
は
、
わ
た
し
た
ち
に
な

に
を
告
げ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
ｘ
は
美
し
い
」
と
い
う
判
断
と
と
も
に
あ
か

さ
れ
た
の
は
、
自
然
の
合
目
的
性
へ
と
わ
た
し
た
ち
の
認
識
能
力
が
共
鳴
し
同
調

し
て
い
る
と
い
う
事
態
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
個
別
的
で
あ
り
な

が
ら
普
遍
的
で
も
あ
り
う
る
判
断
の
、
き
わ
め
て
特
異
な
普
遍
妥
当
性
が
基
礎
づ

け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
美
し
い
も
の
を
つ
う
じ
て
、
い
わ
ば

自
然
の
隠
さ
れ
た
秩
序
を
ひ
そ
か
に
感
受
す
る
よ
う
な
経
験
を
名
ざ
そ
う
と
試
み

た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
合
目
的
的
自
然
と
、
因
果
性
に
し
た
が
う
自

然
と
は
け
っ
し
て
重
な
り
あ
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
前
者

は
、
反
省
的
判
断
力
に
よ
っ
て
理
念
と
し
て
要
請
さ
れ
る
自
然
に
限
定
さ
れ
る
わ

け
で
あ
る
。

美
的
理
念
に
ど
こ
ま
で
も
つ
き
ま
と
う
、
こ
の
よ
う
な
両
義
的
性
格
は
、
美
的

な
も
の
に
か
か
わ
る
主
観
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
一
方
で
美
的
な
態
度
は
、
実
践
的
行
為
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
観
照
的
・

静
観
的
態
度
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
方
で
同
時
に
、
概
念
的
・
規
定
的
に
判
断
を

く
だ
す
理
論
的
認
識
の
働
き
で
も
な
い
。
つ
ま
り
「
ｘ
は
美
し
い
」
と
い
う
趣
味

判
断
は
、
事
実
認
識
で
は
な
く
、
た
だ
、
だ
れ
も
が
そ
の
よ
う
に
判
断
す
べ
き

4

4

で
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あ
る
と
い
う
要
請
を
ふ
く
む
だ
け
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
理
論
的
・
悟
性
的

観
点
で
は
み
い
だ
し
え
な
い
意
味
を
、
反
省
的
に
、
自
然
の
う
ち
に
も
ち
こ
む
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
一
種
の
当
為
と
い
え
よ
う
が
、
た
だ
そ
の
作
動
す
る
場
が
現
実

の
行
為
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
観
照
に
お
け
る
独
自
な
感
情
（
反
省
の
快
）
に
と

ど
ま
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
感
情
と
身
体
性
の
次
元
に
お
け
る
普
遍
性
の

要
求
が
、
科
学
的
・
帰
納
的
に
解
明
さ
れ
る
自
然
と
は
別
の
相
貌
、
つ
ま
り
自
然

の
合
目
的
性
を
わ
た
し
た
ち
に
垣
間
見
さ
せ
る
こ
と
に
カ
ン
ト
の
主
眼
は
あ
る
。

そ
れ
は
、
自
然
に
か
ん
す
る
概
念
的
認
識
の
遮
断
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
批
判
哲
学

の
内
部
に
お
い
て
、
自
然
と
人
間
性
の
基
底
に
あ
る
「
超
感
性
的
基
体
」（K

U
, 

237

）
を
指
示
す
る
よ
う
な
視
点
の
開
示
で
あ
る
。

け
っ
き
ょ
く
美
（
美
的
理
念
）
と
は
、
悟
性
的
で
あ
る
と
同
時
に
感
性
的
・
身

体
的
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
人
間
の
あ
り
方
に
根
ざ
し
た
普
遍
性
、
超
感
性
的
な

も
の
と
わ
た
し
た
ち
の
肉
と
を
媒
介
す
る
普
遍
性
を
、
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
Ｍ
・
カ
ル
ボ
ー
ネ
も
い
う
よ
う
に
、「
美
的
理
念
に
生
気
を
あ
た
え
て
い
る

の
は
、
飽
か
ず
悟
性
を
い
ざ
な
い
な
が
ら
、
同
時
に
悟
性
を
超
越
し
て
理
性
概
念

の
呈
示
へ
と
む
か
う
こ
と
を
や
め
な
い
思
考
で
あ
り
、
理
性
の
見
え
ざ
る
も
の
を

4

4

4

4

4

4

4

感
性
化
し

4

4

4

4

⋮
⋮
そ
の
結
果
、
表
象
可
能
な
無

4

4

4

4

4

4

（nihil repraesentabile
）
と
し
て

あ
ら
わ
に
す
る
思
考
で
あ
る
」1

。
つ
ま
り
美
は
、
対
象
の
表
象
を
な
ん
と
か
概

念
化
し
よ
う
と
す
る
悟
性
を
こ
え
た
も
の
と
し
て
現
れ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず

美
は
、
現
象
に
お
い
て
わ
た
し
た
ち
を
魅
し
て
離
さ
ぬ
ま
ま
、
統
制
的
に
わ
た
し

た
ち
を
み
ち
び
く
の
で
あ
る
。

感
性
的
理
念　

─
カ
ン
ト
か
ら
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
へ

冒
頭
で
引
用
し
た
個
所
か
ら
も
あ
き
ら
か
な
と
お
り
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
が

着
目
す
る
の
も
、
自
然
の
合
目
的
性
と
い
う
側
面
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
呼
応
し

て
、
主
観
に
お
け
る
自
然
で
あ
る
。『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
い
て
、
か
れ
は
さ

ら
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

︹
⋮
⋮
︺
主
観
に
も
自
然
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
構
想
力
の
隠
れ
た
技

が
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
働
き
を
条
件
づ
け
て
い
る
は
ず
だ
ろ
う
し
、
ま
た
も
は
や
美
的

判
断
に
と
ど
ま
ら
ず
、
認
識
も
ま
た
こ
の
技
に
依
拠
し
、
意
識
の
統
一
お
よ
び
諸

意
識
間
の
統
一
も
、
こ
れ
に
基
づ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
意
識
の
目

的
論
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
か
れ
は
『
判
断
力
批
判
』
に
ふ
た
た
び
と
り
く
ん
で

い
る
わ
け
で
あ
る
。（PP, X

II

）

こ
こ
で
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
が
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
意
識
の
内
な
る
自

然
に
、
統
一
性
と
目
的
論
が
そ
な
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、

そ
し
て
現
象
学
に
お
い
て
探
求
す
べ
き
は
、「
世
界
と
わ
た
し
た
ち
の
生
と
の
自

然
的
で
前
述
定
的
な
統
一
を
形
成
し
て
い
る
志
向
性
」（PP, X

III

）
に
ほ
か
な
ら

ず
、
つ
ま
り
は
感
性
（
構
想
力
の
隠
さ
れ
た
技
）
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
が
、
論
理
化

以
前
に
統
合
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
合
目
的
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。2さ

き
に
本
論
で
「
合
目
的
的
自
然
と
、
因
果
性
に
し
た
が
う
自
然
と
は
け
っ
し

て
重
な
り
あ
う
こ
と
は
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
あ
く

ま
で
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
自
然
が
第
一
義
的
な
自
然
で
あ
り
、『
判
断

力
批
判
』
で
し
め
さ
れ
る
自
然
は
、
た
ん
に
理
念
と
し
て
要
請
さ
れ
る
、
限
定
的

な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
ど
こ
ま
で
も
近
代
人
で
あ
り
つ
づ
け
た
カ
ン
ト

の
節
度
を
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
し
か
し
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
は
む
し
ろ
、

そ
こ
に
か
れ
の
不
徹
底
性
を
み
て
と
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
Ｇ
・
Ａ
・
ジ
ョ
ン
ソ

ン
は
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
を
つ
う
じ
て
美
の
問
題
を
考
察
し
た
著
作
に
お
い
て
、
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「
美
的
な
領
域
と
い
う
こ
と
で
カ
ン
ト
が
意
味
し
て
い
た
の
は
、
美
的
判
断
固
有

の
限
定
さ
れ
た
領
野
で
あ
っ
た
が
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
は
そ
の
美
的
領

域
を
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
（
感
性
）
の
全
領
域
に
ま
で
延
長
し
た
。
美
は
、
感
性
的

な
も
の
（le sensible
）
の
領
域
全
体
に
拡
大
さ
れ
開
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る

3

。

以
上
の
こ
と
は
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
が
す
で
に
『
知
覚
の
現
象
学
』
の
序
文

に
お
い
て
、
現
象
学
に
お
け
る
ふ
た
と
お
り
の
志
向
性
の
区
別
を
と
り
あ
げ
た
こ

と
に
も
明
確
に
現
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
自
然
は
、

認
識
に
と
っ
て
構
成
的
な
志
向
性
、
い
わ
ゆ
る
作
用
の
志
向
性
（intentionnalité 

d ’acte

）
に
対
応
し
て
お
り
、
他
方
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
自
然
は
、
働
き

つ
つ
あ
る
志
向
性
（intentionnalité opérante
）
に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
る
（PP, X

III

）。
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
は
、
後
者
こ
そ
、
非
概
念
的
・

前
述
定
的
な
感
性
的
世
界
の
ロ
ゴ
ス
、
感
覚
の
次
元
で
の
統
一
性
を
指
示
す
る
も

の
で
あ
る
。

肉
的
経
験
に
お
け
る
理
念
と
ス
タ
イ
ル

そ
れ
で
は
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
自
身
の
思
想
に
お
い
て
は
、
身
体
的
・
感
性

的
次
元
と
理
念
的
・
超
感
性
的
次
元
と
が
ど
の
よ
う
に
媒
介
さ
れ
、
理
念
的
な

も
の
の
発
生
が
ど
の
よ
う
に
展
望
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
す
で

に
『
行
動
の
構
造
』
や
『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
い
て
も
、
わ
た
し
た
ち
の
理
論

的
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
科
学
的
知
識
か
ら
、
知
覚
経
験
の
始
原
的
事

実
性
を
と
り
も
ど
す
こ
と
、
そ
し
て
「
理
念
も
物
も
、
と
も
に
そ
こ
か
ら
生
じ
る

原
初
的
地
層
」（PP, 254

）
を
み
い
だ
し
、
い
っ
そ
う
身
体
に
根
ざ
し
た
世
界
を

記
述
す
る
こ
と
が
め
ざ
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
こ
で
は
、
物
に
お
い
て
事
実
性

に
し
っ
か
り
と
む
す
ば
れ
た
理
念
、
け
っ
し
て
純
粋
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
も
完
全

に
所
有
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
理
念
が
強
調
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
見
え
な
い
も

の
と
し
て
の
理
念
が
、
見
え
る
も
の
と
の
対
比
に
お
い
て
主
題
化
さ
れ
て
は
い
な

い
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
両
者
の
媒
介
や
発
生
の
問
題
が
先
鋭
化
す
る
の
は
、
と

り
わ
け
後
期
の
キ
ア
ス
ム
や
可
逆
性
の
概
念
に
お
い
て
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
そ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
肉
」
と
呼
ば
れ
る
事
実
的
な
知
覚
世
界
の

エ
レ
メ
ン
ト
に
お
い
て
、
い
か
に
理
念
的
な
も
の
が
生
い
た
っ
て
く
る
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』
の
な
か
で
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ

は
、
こ
の
問
い
と
と
も
に
わ
た
し
た
ち
が
、「
肉
と
理
念
と
の
む
す
び
つ
き
」、
ま

た
「
見
え
る
も
の
と
、
そ
れ
が
あ
ら
わ
す
と
同
時
に
隠
す
と
こ
ろ
の
内
的
骨
格
と

の
む
す
び
つ
き
」
と
い
う
「
も
っ
と
も
困
難
な
問
題
点
」
に
た
ち
い
た
っ
た
こ
と

を
み
と
め
て
い
る
（V

I, 195

）。

で
は
、
け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
う
し
た
理
念
性
の

端
緒
を
ど
こ
に
み
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
生
成
を
記
述
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
か

れ
は
身
体
性
と
感
覚
の
次
元
に
お
け
る
二
重
性
、
ふ
れ
る
こ
と
と
ふ
れ
ら
れ
る
こ

と
と
の
二
重
性
を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
遺
稿
を
研
究
す
る
こ
と
で
ひ
き
つ
い
だ
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
そ
れ
を
さ
ら
に
徹
底
化
し
た
。
つ
ま
り
晩
年

の
研
究
ノ
ー
ト
で
も
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
身
体
が
な
か
ば
『
反
省
的
』
で

も
あ
る
と
い
う
二
重
化
、
身
体
の
反
省
性
、
身
体
が
ふ
れ
つ
つ
あ
る
自
己
に
ふ

れ
、
見
つ
め
つ
つ
あ
る
自
己
を
見
る
と
い
う
事
実
」（V

I, 303

）
こ
そ
が
重
要
な

の
で
あ
る
。
こ
の
次
元
に
お
い
て
こ
そ
、
見
え
な
い
も
の
と
し
て
の
理
念
が
感

性
的
・
身
体
的
経
験
の
う
ち
に
胚
胎
し
、「
肉
と
無
縁
で
は
な
い
理
念
性
」（V

I, 
199

）
が
生
起
す
る
、
そ
の
契
機
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
て
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
は
、
肉
と
理
念
、
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も

の
、
感
覚
と
志
向
を
た
ん
に
対
立
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
理
念
と
は
、

「
感
性
的
な
も
の
の
裏
打
ち
」
で
あ
り
、「
感
性
的
な
も
の
の
奥
行
」
で
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
の
さ
い
、
絶
対
的
な
見
え
な
い
も
の
と
し
て
の
純
粋
な
理

念
性
で
は
な
く
、
た
だ
「
肉
的
な
経
験
（une expérience charnelle

）」
に
お
い

て
し
か
あ
た
え
ら
れ
な
い
理
念
と
は
、
た
と
え
ば
プ
ル
ー
ス
ト
の
『
失
わ
れ
た

時
を
求
め
て
』
で
語
ら
れ
た
よ
う
な
、
楽
曲
の
「
短
い
フ
レ
ー
ズ
」（V

I, 196f.

）

で
あ
り
、
文
学
的
あ
る
い
は
音
楽
的
理
念
、
つ
ま
り
は
感
性
的
理
念
（idées 

sensibles

）
で
あ
る
。

メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
が
言
及
し
て
い
る
プ
ル
ー
ス
ト
の
該
当
箇
所
で
は
つ
ぎ
の

よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。「︹
⋮
⋮
︺︹
音
楽
家
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
の
︺
短
い
フ

レ
ー
ズ
は
、
理
性
に
は
暗
く
お
お
わ
れ
た
面
を
み
せ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に

は
じ
つ
に
堅
固
な
、
じ
つ
に
明
瞭
な
内
容
が
感
じ
ら
れ
、
そ
の
内
容
に
た
い
し
て

こ
の
短
い
フ
レ
ー
ズ
は
き
わ
め
て
新
し
い
独
自
の
力
を
あ
た
え
て
い
た
か
ら
、
か

つ
て
そ
の
フ
レ
ー
ズ
を
聞
い
た
ひ
と
び
と
は
、
そ
れ
を
理
性
の
諸
理
念
と
同
列
に

心
に
た
も
ち
つ
づ
け
る
の
だ
っ
た
。︹
⋮
⋮
︺
ス
ワ
ン
が
こ
の
短
い
フ
レ
ー
ズ
の

こ
と
を
思
い
う
か
べ
な
い
と
き
で
も
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
か
れ
の
精
神
の
な
か

に
潜
在
し
て
い
て
、
他
の
あ
る
種
の
諸
概
念
、
た
と
え
ば
わ
た
し
た
ち
の
内
面

を
多
様
化
し
、
飾
り
た
て
る
ゆ
た
か
な
富
で
あ
る
光
・
音
・
立
体
感
・
官
能
な

ど
の
概
念
の
よ
う
な
、
比
類
な
い
概
念
と
同
等
の
あ
り
方
を
し
て
い
る
の
だ
っ

た
。」4

プ
ル
ー
ス
ト
か
ら
着
想
し
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
が
独
自
に
彫
琢
し
た
感
性
的

理
念
の
う
ち
に
、
わ
た
し
た
ち
は
あ
き
ら
か
に
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
カ
ン

ト
の
美
的
理
念
の
反
響
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

5

。
両

者
の
理
念
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
個
別
的
・
非
概
念
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
普
遍
的
に
伝
達
可
能
で
あ
る
よ
う
な
、
両
義
的
で
媒
介
的
な
理
念
が
問
わ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
知
覚
世
界
に
固
有
な
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
伝
達
可
能
で
あ
る
と
さ

れ
る
感
性
的
な
意
味
こ
そ
が
、
理
念
の
名
の
も
と
に
探
求
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
メ

ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
場
合
、
そ
の
一
貫
し
た
探
求
は
、
存
在
論
的
に
肉
と
し
て
、

可
逆
的
な
存
在
性
格
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
肉
的
経
験
に
お
い
て
理
念
と
は
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
を
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
、
隠
さ

れ
、
覆
わ
れ
た
仕
方
で
し
か
現
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
こ
の
種
の
理
念

に
と
っ
て
、「
闇
に
覆
わ
れ
」、「
隠
蔽
に
お
い
て
現
れ
る
こ
と
」
が
本
質
的
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
（V

I, 197

）。
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
が
こ
の
世
界
の4

見
え
な
い

も
の
と
し
て
理
念
を
語
り
、
ま
た
そ
れ
を
「
存
在
す
る
も
の
の
存
在
」
と
み
な
す

と
き
、
そ
こ
に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
語
る
よ
う
な
、
存
在
の
真
理
に
お
け
る
、
開

示
と
隠
蔽
の
相
互
性
と
い
う
構
造
が
み
て
と
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。「
わ
た

し
た
ち
は
諸
理
念
を
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
⋮
⋮
に
も
か
か
わ

ら
ず
諸
理
念
は
そ
こ
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
音
の
背
後
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
あ
い
だ

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
光
の
背
後
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
、
あ
る
。
そ
れ
ら

の
背
後
に
身
を
隠
す
つ
ね
に
特
殊
で
つ
ね
に
独
自
な
仕
方
に
よ
っ
て
、
諸
理
念
は

そ
れ
と
認
知
さ
れ
、『
た
が
い
に
完
全
に
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
価
値

と
意
義
と
を
こ
と
に
す
る
も
の
と
し
て
』
そ
こ
に
あ
る
」（V

I, 198

）。
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
そ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
か
た
ち
で
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
の
肉
に
お
い
て
生
成
す
る
理

念
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
と
密
接
に
連
関
し
た
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
基
礎
概
念

と
し
て
、
ス
タ
イ
ル
（style

）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ス
タ
イ
ル
と
は
、
一

般
に
個
別
的
・
具
体
的
な
も
の
と
普
遍
的
構
造
と
を
媒
介
す
る
一
種
の
個
人
様

式
や
文
体
を
意
味
し
て
い
る
が
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
は
こ
の
意
味
で
の
ス
タ
イ

ル
、
つ
ま
り
た
ん
に
美
術
や
文
学
の
様
式
概
念
と
し
て
の
ス
タ
イ
ル
を
一
般
化
す

る
。
そ
の
さ
い
、
か
れ
自
身
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
と
り
わ
け
フ
ッ
サ
ー
ル

に
由
来
す
る
類
型
（Typus

）
概
念
の
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
（cf. PM

, 
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79
）。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
の
認
識
の
対
象
は
、
ま
っ
た
く
無

前
提
に
、
ま
っ
さ
ら
の
状
態
で
現
れ
て
く
る
わ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
慣
れ
し
た

し
ん
だ
経
験
の
地
平
に
お
い
て
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
（H

usserl, Erfahrung und 
U

rteil, 

§8

）。
こ
の
よ
う
に
、
ひ
ら
か
れ
た
無
規
定
性
を
つ
ね
に
と
も
な
い
な
が

ら
、
あ
る
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
構
造
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
対
象
の
経
験
を
規
定

し
て
い
る
ア
プ
リ
オ
リ
、
そ
れ
が
類
型
的
既
知
性
（typische Vorbekanntheit

）

で
あ
る
。
つ
ま
り
同
一
物
と
し
て
つ
ね
に
同
定
し
う
る
類
型
が
、
経
験
し
う
る
可

能
性
の
幅
を
潜
在
的
・
先
行
的
に
さ
だ
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も

こ
の
類
型
性
の
構
造
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
す
る
も
の
の
領
域
に
お
よ
ん
で
い
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
は
こ
の
類
型
概
念
を
う
け
て
ス
タ
イ
ル
と

い
う
語
を
採
用
し
て
い
る
。『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』
に
お
い
て
、「
葉

脈
が
葉
の
肉
の
内
部
か
ら
、
ま
た
奥
底
か
ら
葉
を
担
い
さ
さ
え
て
い
る
よ
う
に
、

理
念
と
は
経
験
を
織
り
な
す
構
造
（
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
）
で
あ
り
、︹
⋮
⋮
︺
経
験

の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
」（V

I, 159

）
と
語
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
ス
タ
イ
ル
と
は
、

特
殊
的
・
感
性
的
経
験
と
、
そ
の
構
造
と
し
て
の
一
般
性
と
を
媒
介
す
る
も
の
に

ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

理
念
の
創
設
性

さ
て
、
と
は
い
え
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
う
か
び
あ
が
っ
て
き
た
の
は
、
始
原

的
な
肉
的
経
験
に
お
け
る
理
念
の
萌
芽
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
。
そ
う
し
た

議
論
の
延
長
上
に
お
い
て
、
肉
的
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
感
性
的
理
念
性
お
よ

び
ス
タ
イ
ル
の
類
型
性
、
ま
た
身
体
お
よ
び
世
界
の
自
然
的
一
般
性
（généralité 

naturelle

）
と
い
っ
た
次
元
か
ら
、
い
か
に
し
て
「
知
性
の
諸
理
念
」
へ
と
移
行

し
、
認
識
の
普
遍
性
へ
と
い
た
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
か
ん
し
て
は
、
ど
の
よ
う

に
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
は
そ
の
点
に
つ
い
て
明
示
的
に

解
き
あ
か
す
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
る
。
す

な
わ
ち
知
性
の
諸
理
念
の
構
築
さ
れ
た
普
遍
性
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
に
せ
よ
、「
そ
れ
は
す
で
に
感
性
論
的
な
身
体
（corps esthésiologique

）

の
分
節
構
造
や
、
感
性
的
事
物
の
輪
郭
に
、
に
じ
み
で
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ

が
い
か
に
新
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
自
身
が
切
り
ひ
ら
い
た
の
で
は
な
い

道
を
と
お
っ
て
忍
び
こ
み
、
そ
れ
自
身
が
ひ
ら
い
た
の
で
は
な
い
諸
地
平
を
変
貌

さ
せ
る
の
で
あ
る
︹
⋮
⋮
︺」
と
（V

I, 200

）。
つ
ま
り
「
純
粋
な
理
念
性
自
身

も
、
肉
な
し
に
あ
る
の
で
は
な
い
し
、
地
平
と
い
う
構
造
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
も
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
要
す
る
に
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
は
、
感

性
的
次
元
か
ら
純
粋
な
理
念
性
へ
の
展
開
の
う
ち
に
断
絶
を
み
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
連
続
性
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
か
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
理
念
と
知
覚
の
両
義
性
の
初
期
形
態
を
、
哲
学

史
的
に
、
デ
カ
ル
ト
の
心
身
結
合
や
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
自
然
的
判
断
に
み
て

い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
延
長
上
に
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』、
と

り
わ
け
そ
こ
で
示
唆
さ
れ
た
自
然
の
合
目
的
性
や
美
的
理
念
が
、
位
置
づ
け
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
、
そ
れ
ら
の
哲

学
者
へ
の
関
心
と
共
感
は
、
も
ち
ろ
ん
、
た
ん
に
み
ず
か
ら
の
先
駆
的
業
績
に
か

ん
す
る
哲
学
史
的
興
味
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
特
定
の
文
学
者
や
画
家
へ

の
関
心
と
同
様
、
解
釈
自
体
が
思
想
形
成
の
営
み
で
あ
る
よ
う
な
創
造
的
意
味
を

お
び
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
本
論
の
主
題
で
あ
る
、
自
然

の
合
目
的
性
と
し
て
の
美
を
め
ぐ
る
議
論
と
、
現
象
学
的
・
存
在
論
的
問
い
と
の

あ
い
だ
に
ど
の
よ
う
な
直
接
的
連
関
と
共
通
の
主
題
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る

の
か
、
最
後
に
暫
定
的
に
ま
と
め
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
一
に
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
趣
味
判
断
を
規
定
的
な
概
念

的
判
断
と
は
み
な
さ
ず
、
反
省
の
快
感
情
を
狭
義
の
認
識
か
ら
遮
断
す
る
こ
と
に
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よ
っ
て
カ
ン
ト
が
、
美
し
い
も
の
の
側
か
ら
、
ふ
れ
ら
れ
る
経
験
、
そ
し
て
受
動

的
に
、
合
目
的
的
自
然
を
感
受
す
る
経
験
（affectivité

）
と
し
て
記
述
し
よ
う
と

つ
と
め
た
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
こ
の
点
で
両
者
は
、
感
性
論

的
な
身
体
性
と
い
う
共
通
基
盤
（
共
通
感
官
）
の
深
層
に
ふ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

お
い
て
も
ま
た
、
感
覚
を
、
認
識
に
奉
仕
す
る
機
能
に
と
ど
め
る
の
で
は
な
く
、

感
覚
自
体
の
再
帰
的
次
元
（
わ
た
し
た
ち
の
心
の
働
き
自
体
、
つ
ま
り
認
識
能
力

一
般
、
の
自
己
感
受
）
こ
そ
が
主
題
化
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
こ
の
点
に
お
い
て
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
立
場
は
、『
判
断
力
批
判
』
の
延
長

上
に
、
可
逆
性
の
位
相
を
み
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
第
二
に
、
同
時
に
重
要
な
の
は
、
美
的
理
念
が
、
わ
た
し
た
ち
の
創
造

性
（G

enie

）
に
よ
る
自
由
な
表
象
で
あ
り
、
概
念
に
よ
っ
て
汲
み
つ
く
せ
な
い

能
動
的
・
発
見
的
性
格
を
有
す
る
点
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
美
的
理
念
に

あ
っ
て
は
、
理
性
理
念
と
の
対
比
に
お
い
て
、
あ
く
ま
で
主
観
的
感
情
の
原
理
に

も
と
づ
く
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
け
っ
き
ょ
く
美
的
理
念
と
は
、
き
っ
か
け

に
す
ぎ
な
い
所
与
の
概
念
に
結
合
せ
し
め
ら
れ
た
「
構
想
力
の
表
象
」
で
あ
り
、

こ
の
表
象
は
、
構
想
力
を
自
由
に
使
用
す
る
な
か
で
、
概
念
的
に
表
現
し
え
な
い

多
様
な
部
分
表
象
（M

annigfaltigkeit der Teilvorstellungen

）
の
無
限
の
ヴ
ァ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
多
様
な

部
分
表
象
は
、
所
与
の
概
念
に
、
多
く
の
名
づ
け
え
な
い
も
の
（U

nnennbares
）

を
つ
け
く
わ
え
て
考
え
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
名
づ
け
え
な
い
も
の
の
感

情
が
、
認
識
諸
能
力
を
生
気
づ
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
（K

U
, 

§49

）。 

こ
の

点
に
お
い
て
も
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
が
理
念
を
い
わ
ば
創
造
的
・
創
設
的

（instituant

）
な
も
の
と
み
て
い
た
こ
と
か
ら
し
て
、
両
者
の
深
い
共
振
・
共
鳴

を
証
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
か
れ
は
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
判
断

の
分
析
を
つ
う
じ
て
感
性
的
理
念
へ
と
い
た
る
道
を
あ
ゆ
む
わ
け
で
は
な
く
、
前

述
定
的
な
肉
的
経
験
の
次
元
に
、
直
接
現
象
学
的
に
ふ
み
こ
む
。
し
か
し
両
者
は

と
も
に
わ
た
し
た
ち
の
間
身
体
性
と
共
通
感
官
の
基
底
に
お
い
て
、
そ
れ
に
呼
応

す
る
、
目
的
概
念
な
き
合
目
的
性
と
し
て
の
自
然
に
ふ
れ
て
い
た
と
は
い
え
る
で

あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ア
イ
ス
テ
ー
ス
に
由
来
し
な
が
ら
、
近
代
に
お
い
て
あ
ま
り

に
人
間
の
技
術
（
芸
術
）
的
側
面
に
限
定
さ
れ
、
概
念
的
負
荷
を
に
な
わ
さ
れ
て

き
た
美
的
な
も
の
を
、
い
ま
い
ち
ど
カ
ン
ト
的
意
味
に
お
い
て
と
ら
え
か
え
す
と

同
時
に
、
両
義
性
や
媒
介
性
な
ど
、
そ
の
現
象
学
的
含
意
を
再
考
す
る
こ
と
は
、

な
お
重
要
な
主
題
で
あ
り
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う

6

。

略
号
表

K
U

 :  K
ant, Im

m
anuel, K

ritik der U
rteilskraft, G

esam
m

elte Schriften B
and V, 

Preußische A
kadem

ie der W
issenschaften et al. (H

rsg.), B
erlin 1900-

M
erleau-Ponty, M

aurice

PP :  La Phénom
énologie de la perception, Paris, N

R
F, G

allim
ard, 1945

SN
 :  Sens et non-sens, Paris, N

agel, 1948

SG
 :  Signes, N

R
F, G

allim
ard, 1960

V
I :  Le Visible et l’invisible, publié par C

l. Lefort, G
allim

ard, 1964

R
C

 :  Résum
és de cours : C

ollège de France 1952-1960, Paris, G
allim

ard, 

1968[1982]

PM
 :  La Prose du m

onde, G
allim

ard, 1969
注1　

C
arbone, M

auro, 

＂Le sensible et l ’excédent. M
erleau-Ponty et K

ant. 

＂ in : 



93 美的なものの概念をめぐって

M
erleau-Ponty. N

otes de C
ours sur l’origine de la geom

etrie de H
usserl. Suivi 

de recherches sur la phénom
énologie de  M

erleau-Ponty. Sous la direction de 

R
enaud B

arbaras. Presses U
niversitaires de France 1998, p.179f.

（『
フ
ッ
サ
ー
ル

『
幾
何
学
の
起
源
』
講
義
、
付
・
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
現
象
学
の
現
在
』、
法
政
大
学
出

版
局
、2005

、
所
収
。
た
だ
し
訳
文
は
こ
と
な
る
）

2　

一
九
五
六
-五
七
年
の
「
自
然
の
概
念
」
を
あ
つ
か
っ
た
講
義
に
お
い
て
も
メ
ル
ロ

＝ポ
ン
テ
ィ
は
、
カ
ン
ト
が
、
悟
性
概
念
の
も
と
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
「
感
官
の
諸
対

象
の
総
和
」
と
し
て
の
自
然
（『
純
粋
理
性
批
判
』
の
自
然
）
を
こ
え
て
、
自
己
産
出

す
る
全
体
性
と
し
て
の
自
然
に
ま
で
い
た
っ
た
経
緯
を
叙
述
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ

の
と
き
「
世
界
の
存
在
の
う
ち
に
、
因
果
性
の
外
的
連
結
で
は
な
い
結
合
の
仕
方
、

ま
た
意
識
の
内
面
性
で
は
な
い
『
内
面
』
が
、
み
い
だ
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
し

た
が
っ
て
自
然
が
、
対
象
︹
と
し
て
の
自
然
︺
と
は
別
の
あ
り
方
を
し
た
も
の
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（R

C
, 101f.

）。

3　

Johnson, G
alen A

., The Retrieval of the Beautiful: Thinking Through M
erleau-

Ponty’s Aesthetics. Evanston: N
orthw

estern U
niversity Press 2009, p.168. 

4　

Proust, M
arcel, À la recherche du tem

ps perdu I; texte établi et présenté par 

Pierre C
larac et A

ndré Ferré. B
ibliothèque de la Pléiade. Edition G

allim
ard, 

1954, p.350.

5　

メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
は
す
で
に
一
九
四
五
年
の
講
演
「
映
画
と
新
心
理
学
」
に
お
い

て
、
カ
ン
ト
を
ひ
き
あ
い
に
だ
し
て
映
画
芸
術
の
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り

そ
こ
で
は
、
全
体
と
し
て
の
形
態
（
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
）
の
相
貌
が
わ
た
し
た
ち
に
意

味
を
あ
た
え
る
と
す
る
知
覚
論
に
も
と
づ
い
て
、
映
画
を
は
じ
め
と
す
る
表
現
の
本

質
が
主
題
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
さ
い
カ
ン
ト
の
美
的
理
念
が
喚
起
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
カ
ン
ト
の
い
う
美
的
理
念
と
は
、
な
に
よ
り
構
想
力
の
表
象
で
あ
り
、
悟
性
に

よ
る
い
か
な
る
概
念
化
に
よ
っ
て
も
汲
み
つ
く
せ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た

理
念
が
、
絵
画
に
お
い
て
は
諸
部
分
の
共
存
か
ら
た
ち
現
れ
、
映
画
に
お
い
て
は
時

間
的
構
造
の
全
体
か
ら
た
ち
現
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
こ
こ
で

示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ば
「
生
成
し
つ
つ
あ
る
状
態
」
に
た
ち
も
ど
っ
て
把

握
さ
れ
た
理
念
で
あ
り
、
概
念
化
以
前
の
知
覚
的
意
味
と
し
て
の
理
念
で
あ
る
（SN

, 

103

）。

6　

美
的
な
も
の
と
現
象
学
的
探
究
と
の
連
関
に
か
ん
し
て
、
た
と
え
ば
マ
ル
ク
・
リ

シ
ー
ル
も
こ
れ
ま
で
の
議
論
と
同
様
の
可
能
性
を
さ
ぐ
っ
て
い
る
。
リ
シ
ー
ル
に
よ

れ
ば
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
後
期
思
想
の
う
ち
に
は
、
世
界
の
既
知
的
な
事
実
性
を

た
ん
に
理
念
化
し
た
り
存
在
論
に
仕
立
て
あ
げ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
現
象
学
の

別
の
試
み
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
事
実
性
を
生
気
づ
け
組
織
化
す
る
可
能
性
が
ひ
そ
ん

で
い
る
。
そ
れ
は
、
生
ま
の
存
在
に
お
い
て
「
わ
た
し
た
ち
の
本
質
や
意
味
を
保
証

す
る
も
の
を
、
野
生
の
状
態
で
、
再
発
見
す
る
」（V

I, 149

）
道
で
あ
り
、
純
粋
に

理
念
的
な
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
た
野
生
の
本
質
（
動
詞
的
に
解
さ
れ
た W

esen

）
を

概
念
な
し
で
反
省
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
反
省
の
み
が
正
し
く
現
象
学
的

で
あ
り
う
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け

る
よ
う
な
、
美
的
な
反
省
の
次
元
に
た
つ
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ

る
。
リ
シ
ー
ル
は
、「
美
学
が
現
象
学
の
唯
一
正
し
い
場
所
で
あ
る
」
と
述
べ
、
カ
ン

ト
的
な
意
味
で
の
美
的
な
も
の
の
反
省
を
一
般
化
す
る
道
を
へ
て
、
現
象
学
的
思
考

に
い
た
る
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。（M

arc R
ichir, M

erau-Ponty and the Q
uestion 

of Phenom
enological A

rchitectonics, in: M
erleau-Ponty in C

ontem
porary 

Perspective, D
ordrecht/ B

oston/ London, K
luw

er A
cadem

ic Publishers, 1993, 

p.46f.
）

（
小
林
信
之
・
こ
ば
や
し　

の
ぶ
ゆ
き
・
早
稲
田
大
学
）
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95 メルロ=ポンティと「生き方としての現象学」

近
年
の
現
象
学
研
究
の
注
目
す
べ
き
動
向
の
一
つ
に
、
現
象
学
を
哲
学
の
単
な

る
一
理
論
や
一
方
法
で
は
な
く
、
固
有
の
倫
理
的
態
度
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ

る
一
つ
の
実
践
あ
る
い
は
「
生
き
方
」
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
が
あ
る（
１
）。

こ
う
し
た
試
み
の
着
想
源
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
ピ
エ
ー
ル
・
ア
ド
に
よ

る
古
代
哲
学
研
究
で
あ
る
。
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
晩
年
の
研
究
に
も
影
響
を

与
え
た
諸
研
究
の
中
で
、
ア
ド
は
、
古
代
に
お
い
て
哲
学
は
理
論
や
学
説
で
は
な

く
、
人
間
の
生
き
方
を
根
本
か
ら
変
容
さ
せ
る
「
霊
的
修
練
」
で
あ
っ
た
と
主
張

し
た
（H

adot 1977

）。
彼
は
別
の
論
考
の
中
で
、
現
象
学
に
も
ま
た
そ
の
よ
う

な
「
霊
的
修
練
」
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
よ
う
に
現
象
学
を
「
霊
的
修
練
」
の
一
種
と
み
な
す
ア

ド
の
議
論
を
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
と
対
決
さ
せ
、
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
の
哲

学
を
一
つ
の
「
生
き
方
」
と
し
て
捉
え
た
と
き
に
そ
れ
が
有
す
る
独
自
性
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
節
で
は
、
現
象
学
と
古
代
哲
学
、
さ
ら
に

ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
比
較
す
る
ア
ド
の
議
論
を
確
認
す
る
。
次
に
第
二
節
で
は
、

『
知
覚
の
現
象
学
』
の
言
語
論
お
よ
び
同
書
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
を
手
が

か
り
に
、
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
と
結
び
つ
け
る
ア
ド

の
議
論
の
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
節
で
は
、
第
二
節
で
明
ら
か
に
し
た

メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
差
異
を
時
間
性
の
観
点
か
ら
敷
衍
し
な
が

ら
、
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
が
古
代
哲
学
と
も
異
な
る
時
間
に
つ
い
て
の
考

え
方
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
第
四
節
で
は
、
コ
レ
ー

ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
就
任
講
演
「
哲
学
を
た
た
え
て
」
の
議
論
に
依
拠
し
て
メ

ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
独
自
の
生
き
方
と
し
て
の
哲
学
の
構
想
を
素
描
す
る
。

一　

ピ
エ
ー
ル
・
ア
ド
の
現
象
学
解
釈

ピ
エ
ー
ル
・
ア
ド
は
「
賢
者
と
世
界
」
と
題
さ
れ
た
論
考
の
中
で
、
現
象
学
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
、
古
代
哲
学
の
間
の
親
近
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

ま
ず
現
象
学
に
つ
い
て
、
ア
ド
は
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
や
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
に

見
ら
れ
る
「
科
学
の
世
界
」
と
「
知
覚
の
世
界
」
の
対
立
と
い
う
論
点
を
取
り
上

げ
る
。
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
は
科
学
の
諸
テ
ー
ゼ
に
従
っ
て
世
界
を
眺
め
る

こ
と
に
慣
れ
き
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
素
朴
な
知
覚
の
あ
り
方
は
科

学
の
諸
テ
ー
ゼ
に
完
全
に
従
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
地
動
説
を

信
じ
て
い
る
人
々
も
素
朴
な
経
験
の
中
で
は
地
球
を
自
分
の
行
動
の
不
動
の
準
拠

点
と
し
て
感
じ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
客
観
的
思
考
に
囚
わ
れ
た
人
々
は

こ
の
よ
う
な
素
朴
な
知
覚
の
事
実
を
忘
却
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ア
ド
の
考
え
で

メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
と
「
生
き
方
と
し
て
の
現
象
学
」

佐　

野　

泰　

之
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は
、
現
象
学
（
と
り
わ
け
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
の
現
象
学
）
は
、
こ
の
よ
う
に
科

学
の
世
界
の
中
で
忘
却
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
知
覚
の
世
界
の
独
自
性
を
わ
れ
わ

れ
に
「
自
覚
さ
せ
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
目
的
が
果
た

さ
れ
た
と
き
、「
こ
の
自
覚
は
、
世
界
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
知
覚

を
根
本
か
ら
変
容
し
て
し
ま
う
」（H

adot 1989: 347

）。

次
に
ア
ド
は
こ
う
し
た
議
論
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
と
結
び
つ
け
る
。

一
九
一
一
年
の
講
演
「
変
化
の
知
覚
」
の
中
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
事
物
に
つ
い
て

生
活
や
行
動
の
た
め
に
必
要
な
諸
側
面
だ
け
し
か
見
な
い
日
常
的
知
覚
―
―
ベ

ル
ク
ソ
ン
は
別
の
論
考
で
、
科
学
と
は
そ
の
よ
う
な
知
覚
の
「
補
助
手
段
」
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
（B

ergson 1938: 138

）
―
―
と
、
芸
術
家
の
知
覚
の
よ

う
に
あ
り
の
ま
ま
の
事
物
を
直
接
的
に
眺
め
よ
う
と
す
る
「
遊
離
し
た
」
知
覚

を
区
別
し
、
哲
学
を
前
者
の
知
覚
か
ら
後
者
の
知
覚
へ
の
「
注
意
の
向
け
変
え

（conversion

）」
あ
る
い
は
「
置
き
換
え
（déplacem

ent

）」
と
し
て
定
義
し
た

（B
ergson 1938: 153

）。
ア
ド
の
考
え
で
は
、
こ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
語
っ
て
い

る
「
注
意
の
向
け
変
え
」
と
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
の
「
現
象
学
的
還
元
」
は
と
も

に
、
わ
れ
わ
れ
が
絶
え
ず
経
験
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
常
的
で
習
慣

的
な
知
覚（
２
）
に
お
い
て
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
根
源
的
知
覚
の
世
界
を
取
り
戻

す
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
、
ひ
い
て
は
世
界
と
の
わ
れ
わ
れ
の
関
わ
り
方

を
根
本
か
ら
変
容
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
を
も
っ
て
い
る

（H
adot 1989: 348

）。

そ
し
て
、
ま
さ
し
く
こ
の
点
に
お
い
て
、
現
象
学
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
は
古
代

哲
学
、
と
り
わ
け
エ
ピ
ク
ロ
ス
哲
学
や
ス
ト
ア
哲
学
と
結
び
つ
く
と
ア
ド
は
言
う

（H
adot 1989: 352f.

）。
ア
ド
は
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
一
節
を
引
き
な
が
ら
、「
す

で
に
古
代
人
は
、
自
分
が
世
界
の
中
で
生
き
て
い
る
と
い
う
意
識
も
、
世
界
を
見

つ
め
る
た
め
の
時
間
も
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
哲
学
者
た
ち
は
、
世
界
を

知
覚
す
る
こ
と
な
く
世
界
の
中
で
生
き
る
と
い
う
こ
の
人
間
の
条
件
が
逆
説
で
あ

り
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
あ
る
と
強
く
感
じ
て
い
た
」（H

adot 1989: 354f.

）
と
述
べ

る
。
ア
ド
の
考
え
で
は
、
科
学
技
術
の
水
準
や
社
会
構
造
が
大
き
く
異
な
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
古
代
人
も
現
代
人
も
、
世
界
の
中
で
生
き
て
い
な
が
ら
世
界
を
見

て
い
な
い
と
い
う
点
に
変
わ
り
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
古
代
に
お
い
て
も
現
代

に
お
い
て
も
、
人
間
は
世
界
を
「
人
間
化
す
る
」、
つ
ま
り
、
あ
り
の
ま
ま
の
世

界
を
自
分
た
ち
の
生
活
や
行
動
に
と
っ
て
有
用
な
「
事
物
」
の
世
界
へ
と
作
り
変

え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
一
度
そ
の
よ
う
な
世
界
を
作
り
上
げ
た
あ
と
は
そ
の

中
に
囚
わ
れ
て
し
ま
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（H

adot 1989: 355

）。
哲
学
と
は
、

こ
の
よ
う
な
人
間
の
自
然
的
傾
向
に
逆
ら
っ
て
、
あ
り
の
ま
ま
の
世
界
を
再
び
見

つ
め
よ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。

ア
ド
は
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
試
み
が
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
哲
学
や
ス
ト
ア
哲
学
に
お

い
て
は
「
現
在
と
い
う
瞬
間
」
へ
と
精
神
を
集
中
さ
せ
る
修
練
と
い
う
形
を
と
っ

て
い
た
と
指
摘
す
る
。「
古
代
の
人
々
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
、
世
界
へ
と
向
け

ら
れ
る
ま
な
ざ
し
の
こ
う
し
た
変
容
は
、
精
神
を
現
在
と
い
う
瞬
間
に
集
中
さ
せ

る
修
練
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
」（H

adot 1989: 356

）。
日
常
的
知
覚
は
、

過
去
に
由
来
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
先
入
見
と
未
来
の
生
活
に
対
す
る
不
安
に
よ
っ
て

支
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
先
入
見
や
不
安
を
断
ち
切
る
こ
と
で
得
ら
れ
る

自
由
や
平
静
が
、
あ
り
の
ま
ま
の
世
界
を
見
つ
め
る
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
ア
ド
は
述
べ
て
い
る
。

二　
『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
け
る
反
省
・
直
観
・
表
現

「
生
き
方
」
あ
る
い
は
「
霊
的
修
練
」
と
い
う
観
点
か
ら
現
象
学
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
哲
学
、
古
代
哲
学
の
共
通
点
を
明
ら
か
に
す
る
ア
ド
の
議
論
は
極
め
て
示
唆
に

富
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
に
関
し
て
も
、
彼
の
議
論
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が
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
の
重
要
な
一
側
面
に
光
を
当
て
て
い
る
こ
と
に
疑

い
の
余
地
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
ア
ド
の
議
論
が
メ
ル
ロ
=

ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
の
最
も
独
自
で
、
そ
れ
ゆ
え
最
も
重
要
な
論
点
を
取
り
逃
し

て
い
る
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
ア
ド
の
議
論
を
メ
ル
ロ
=ポ
ン

テ
ィ
自
身
の
議
論
に
照
ら
し
て
再
検
討
し
て
み
よ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、『
知
覚
の
現
象
学
』
の
各
所
で
、
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
は
レ
オ

ン
・
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
の
哲
学
に
代
表
さ
れ
る
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
主
知
主

義
哲
学
を
批
判
し
て
い
る
。
彼
の
批
判
の
論
点
は
多
岐
に
渡
る
が
、
そ
の
中
で
も

重
要
な
論
点
の
一
つ
は
「
表
現
」、
と
り
わ
け
言
語
に
よ
る
表
現
の
問
題
に
関
わ

る
も
の
で
あ
る（
３
）。『
知
覚
の
現
象
学
』
第
一
部
第
六
章
「
表
現
と
し
て
の
身
体

と
言
葉
」
の
中
で
、
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
は
主
知
主
義
哲
学
が
言
語
に
よ
る
表
現

の
対
象
を
表
現
の
行
為
以
前
に
あ
ら
か
じ
め
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と

み
な
し
て
い
る
と
批
判
す
る
。
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
言
語
は
自
分
と

は
別
の
対
象
を
指
示
す
る
も
の
と
い
う
意
味
で
の
「
記
号
」
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
対
象
は
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
自
立
的
か
つ
間
主
観
的

な
存
在
を
獲
得
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
言
語
は
一
度
対
象
を
構
成
す
る
こ
と
に
成
功

す
る
や
い
な
や
、
自
分
自
身
は
姿
を
消
し
、
あ
た
か
も
対
象
が
言
語
抜
き
で
は
じ

め
か
ら
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
し
て
い
た
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
も
た
ら
す
（PhP, 

223; 462

）。
わ
れ
わ
れ
は
普
段
、
こ
の
よ
う
に
過
去
の
表
現
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

た
諸
対
象
の
世
界
、
す
な
わ
ち
「
言
葉
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
た
世
界
」（PhP, 

224

）
の
う
ち
に
暮
ら
し
て
お
り
、
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
以
前
の
対
象
の

生
ま
の
存
在
を
忘
却
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
主
知
主
義
哲
学
は
、
反
省
に
よ
っ
て

世
界
と
自
己
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
意
識
化
で
き
る
と
主
張
す
る
が
、
メ
ル
ロ
=ポ

ン
テ
ィ
の
考
え
で
は
、
そ
の
よ
う
な
主
張
が
で
き
る
の
は
、
自
分
が
言
葉
に
よ
っ

て
制
度
化
さ
れ
た
世
界
の
中
に
囚
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
い
か
ら
に

す
ぎ
な
い
。

こ
こ
か
ら
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
は
、
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
以
前
の
「
沈

黙
」
の
経
験
に
立
ち
戻
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
（PhP, 224

）。
わ
れ
わ
れ

が
日
常
的
に
関
わ
っ
て
い
る
対
象
は
、
実
は
対
象
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
対
象
の

「
意
義
（signification

）」
に
ほ
か
な
ら
な
い（
４
）。
こ
の
意
義
は
、
過
去
に
遂
行
さ

れ
た
表
現
行
為
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
人
々
の
間
で
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

も
の
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
言
語
の
忘
却
作
用
に
よ
っ
て
こ
の
事
実
を
忘
却
し
て
し

ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
言
語
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
た
意
義
を
す
で
に
所
有
し
共
有
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
表
現
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
「
自
明
」
で
あ
り
、
そ
の
可
能
性
が

哲
学
的
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
（PhP, 224

）。
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
の
言
う
沈

黙
の
経
験
へ
の
還
帰
と
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
自
明
性
を
問
い
に
付
す
こ
と

と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
沈
黙
の
経
験
は
、
い
ま
だ
明
晰
判
明
な
認
識
へ
と
到
達
し

て
お
ら
ず
、
他
人
と
も
共
有
さ
れ
て
い
な
い
暗
闇
と
孤
独
の
経
験
で
あ
る
。
メ
ル

ロ
=ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
「
現
象
学
的
還
元
」
と
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
制
度
化
さ

れ
た
世
界
を
離
れ
て
、
こ
の
よ
う
な
沈
黙
の
経
験
へ
と
還
帰
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
還
帰
は
、
ア
ド
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
「
注
意

の
向
け
変
え
」
と
基
本
的
な
方
向
性
を
共
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。

し
か
し
、
注
目
す
べ
き
は
、
ア
ド
の
指
摘
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
知
覚
の
現
象

学
』
の
中
で
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
が
最
終
的
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
的
立
場
か
ら

自
身
の
哲
学
的
立
場
を
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
=ポ
ン

テ
ィ
は
『
知
覚
の
現
象
学
』
の
序
論
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
「
合
致
に
よ
る
知

を
追
い
求
め
る
」（PhP, 90

）
立
場
、
言
い
換
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
知

覚
に
お
い
て
隠
さ
れ
て
い
る
根
源
的
知
覚
を
直
観
に
よ
っ
て
た
だ
体
験
し
よ
う
と

す
る
立
場
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
は
同
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書
の
第
三
部
第
一
章
「
コ
ギ
ト
」
に
お
い
て
、「
黙
せ
る
コ
ギ
ト
」
と
い
う
概
念

を
論
じ
る
途
上
で
、
根
源
的
知
覚
す
な
わ
ち
沈
黙
の
経
験
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は

「
分
節
化
さ
れ
な
い
叫
び
」（PhP, 490

）
の
よ
う
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ゆ
え

哲
学
者
は
そ
れ
を
無
言
の
ま
ま
体
験
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
発
話
行
為
を
は
じ
め

と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
に
よ
っ
て
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
を

提
示
す
る
（PhP, 465f.
）。

し
た
が
っ
て
、
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
の
固
有
の
哲
学
的
立
場
は
、
主
知
主
義
哲

学
と
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
と
も
異
な
る
境
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

主
知
主
義
哲
学
は
、
日
常
的
知
覚
の
世
界
、
す
な
わ
ち
言
語
に
よ
っ
て
す
で
に
構

成
さ
れ
て
し
ま
っ
た
意
義
の
世
界
の
中
に
己
を
閉
ざ
す
こ
と
で
、
表
現
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
功
を
保
証
さ
れ
た
世
俗
的
哲
学
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
と
も
に
、
日
常
的
知
覚
の
世
界
を
問
い
に

付
し
、
そ
の
よ
う
な
世
界
が
成
立
す
る
以
前
の
根
源
的
知
覚
の
世
界
に
立
ち
戻
ろ

う
と
す
る
。
ア
ド
の
指
摘
は
こ
の
点
で
妥
当
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

が
根
源
的
知
覚
の
世
界
を
表
現
す
る
こ
と
を
放
棄
し
、
た
だ
そ
れ
を
暗
闇
と
孤
独

の
う
ち
で
体
験
す
る
だ
け
で
満
足
す
る
の
に
対
し
て
、
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
は
い

ま
だ
明
晰
な
認
識
に
到
達
し
て
お
ら
ず
、
他
人
と
も
共
有
さ
れ
て
な
い
こ
の
世
界

を
表
現
す
る
こ
と
を
も
哲
学
に
求
め
る
。
ア
ド
の
議
論
が
見
過
ご
し
て
い
る
の
は

こ
の
点
で
あ
る
。

三　
「
小
説
と
形
而
上
学
」
に
お
け
る
三
つ
の
実
存
、
三
つ
の
時
間
性

『
知
覚
の
現
象
学
』
と
同
年
に
発
表
さ
れ
た
論
考
「
小
説
と
形
而
上
学
」
を
手

が
か
り
に
、
前
節
で
示
し
た
論
点
を
敷
衍
し
て
み
よ
う（
５
）。
こ
の
論
考
の
中
で
、

メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
は
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
小
説
『
招
か
れ
た
女
』
を
読
解
し
な

が
ら
、
実
存
を
特
徴
づ
け
る
三
つ
の
態
度
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
（SN

, 50f.

）。

最
初
の
二
つ
の
態
度
は
実
存
の
「
二
つ
の
極
限
」
を
な
す
と
さ
れ
る
。
第
一
の
態

度
は
「
言
語
と
合
理
的
決
断
へ
の
絶
対
的
信
頼
、
自
己
を
超
越
す
る
こ
と
で
自
己

を
空
虚
化
す
る
実
存
」、
第
二
の
態
度
は
「
あ
ら
ゆ
る
言
葉
と
あ
ら
ゆ
る
参
加
の

手
前
に
あ
る
自
己
完
結
し
た
直
接
態
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
前
節
で
整
理
し
た

『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
け
る
主
知
主
義
哲
学
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
描
像
に
そ

れ
ぞ
れ
合
致
す
る
。
そ
の
う
え
で
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
極
限

の
「
間
」
に
、
第
三
の
態
度
、
す
な
わ
ち
「
行
為
の
サ
イ
ク
ル
の
う
ち
で
展
開
さ

れ
、
メ
ロ
デ
ィ
の
よ
う
な
仕
方
で
組
織
さ
れ
る
︹
⋮
︺
実
効
的
実
存
」
が
存
在
す

る
と
主
張
す
る
。
こ
の
第
三
の
態
度
こ
そ
が
、
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
の
考
え
る
真

正
の
実
存
で
あ
り
、
彼
自
身
の
哲
学
の
描
像
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

興
味
深
い
の
は
、
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
が
同
じ
箇
所
で
、
こ
れ
ら
三
つ
の
態
度

を
時
間
性
の
観
点
か
ら
も
特
徴
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
第
一
の
態
度
を

「
誤
っ
て
時
間
を
超
越
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
あ
の
永
遠
」
と
呼
び
、
第
二
の

態
度
を
「
あ
の
断
片
化
さ
れ
た
時
間
」
と
呼
ぶ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
三
の
態
度

は
「
己
の
企
投
に
よ
っ
て
時
間
を
離
れ
る
の
で
は
な
く
、
時
間
を
横
断
す
る
」
態

度
と
呼
ば
れ
る
。「
時
間
を
横
断
す
る
」
と
は
、
簡
潔
に
言
え
ば
、
未
来
に
実
現

さ
れ
る
べ
き
何
ら
か
の
目
標
へ
と
向
か
っ
て
現
在
を
超
越
し
て
い
く
こ
と
で
あ

る
。「
行
為
の
サ
イ
ク
ル
」
を
通
し
て
自
己
を
展
開
す
る
真
正
の
実
存
は
「
時
間

を
横
断
す
る
」
実
存
で
も
あ
る
と
い
う
こ
の
主
張
は
、
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
の
哲

学
的
方
法
が
、
ア
ド
の
言
う
「
現
在
と
い
う
瞬
間
」
へ
の
精
神
の
集
中
に
尽
く
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

実
際
、
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
は
こ
う
し
た
議
論
を
展
開
す
る
過
程
で
、
ボ
ー

ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
『
ピ
リ
ュ
ス
と
シ
ネ
ア
ス
』
へ
の
参
照
指
示
を
出
し
て
い
る
が
、

同
書
の
中
で
彼
女
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
哲
学
と
ス
ト
ア
哲
学
を
、
現
在
を
超
越
す
る
一

切
の
行
為
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
瞬
間
」
の
う
ち
に
己
を
閉
ざ
そ
う
と
す
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る
試
み
と
し
て
規
定
し
、
批
判
し
て
い
た
（B

eauvoir 1944: 214-225

）。
彼
女

の
考
え
で
は
、
実
存
と
は
現
在
を
超
越
し
て
い
く
時
間
の
運
動
そ
の
も
の
で
あ

り
、
そ
の
完
全
な
停
止
は
実
存
の
死
を
意
味
す
る
。
そ
の
よ
う
な
停
止
を
実
現
し

よ
う
と
企
て
た
り
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
思
い
描
く
こ
と
は
で
き
る
。
し
か

し
、
そ
の
よ
う
な
企
て
や
考
え
は
実
存
の
本
性
を
見
誤
っ
て
お
り
、
幸
福
よ
り
も

む
し
ろ
不
安
や
退
屈
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。「
断
片
化
さ
れ
た
時
間
」
を
批
判

し
、「
時
間
を
横
断
す
る
」
実
存
を
真
正
の
実
存
と
し
て
提
示
す
る
と
き
、
メ
ル

ロ
=ポ
ン
テ
ィ
は
「
瞬
間
」
と
い
う
概
念
に
対
す
る
こ
う
し
た
批
判
を
ボ
ー
ヴ
ォ

ワ
ー
ル
と
共
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ア
ド
に
よ
る
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
と
古

代
哲
学
の
比
較
は
、
こ
の
点
を
考
慮
で
き
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

四　
「
哲
学
を
た
た
え
て
」
に
お
け
る
「
哲
学
的
生
活
」
の
問
題

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
通
し
て
、
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲

学
お
よ
び
古
代
哲
学
と
結
び
つ
け
る
ア
ド
の
議
論
が
一
定
の
限
界
を
有
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ア
ド
が
指
摘
す
る
通
り
、
三
つ
の
立
場
は
と
も
に
日

常
的
知
覚
の
世
界
の
下
に
覆
い
隠
さ
れ
た
根
源
的
知
覚
の
世
界
を
開
示
す
る
こ
と

を
企
て
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
ド
が
見
落
と
し
て
い
る
の
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学

と
古
代
哲
学
が
行
為
を
拒
絶
し
、
根
源
的
知
覚
の
世
界
と
孤
独
に
合
致
す
る
こ
と

を
目
指
す
の
に
対
し
て
、
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
は
行
為
の
遂
行
を
通
し
て
時
間
を

横
断
す
る
「
表
現
」
の
運
動
に
よ
っ
て
、
根
源
的
知
覚
の
世
界
を
他
者
た
ち
に
も

接
近
し
う
る
形
で
客
観
化
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
と
い
う
相
違
で
あ
る
。
以

下
の
議
論
で
は
、
こ
の
相
違
が
、
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
は
単
な
る
哲
学

の
方
法
の
相
違
を
超
え
て
、
哲
学
者
の
生
き
方
の
相
違
を
帰
結
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
示
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
本
節
で
は
、
一
九
五
三
年
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・

ド
・
フ
ラ
ン
ス
就
任
講
演
「
哲
学
を
た
た
え
て
」
を
取
り
上
げ
る
。

こ
の
講
演
の
序
盤
で
、
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
改
め
て
論

じ
て
い
る
。
彼
の
考
え
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
進
展
は
「
印
象
の
哲
学
か
ら

表
現
の
哲
学
へ
の
移
行
」（EP, 34

）
と
し
て
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
印
象

の
哲
学
」
と
は
、
前
節
ま
で
の
議
論
の
中
で
描
い
て
き
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
立
場
、

す
な
わ
ち
行
為
な
き
純
粋
な
直
観
に
よ
っ
て
実
在
と
直
接
的
に
合
致
す
る
こ
と
を

目
指
す
立
場
で
あ
り
、「
表
現
の
哲
学
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
記
述
し
て
き
た
メ
ル

ロ
=ポ
ン
テ
ィ
自
身
の
立
場
の
こ
と
で
あ
る
。『
知
覚
の
現
象
学
』
の
中
で
は
、
メ

ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
専
ら
こ
こ
で
言
う
「
印
象
の
哲
学
」
と

し
て
特
徴
づ
け
批
判
す
る
だ
け
だ
っ
た
が
、
こ
の
講
演
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学

の
う
ち
に
自
身
の
立
場
で
あ
る
「
表
現
の
哲
学
」
に
通
じ
る
契
機
を
読
み
取
る
こ

と
に
よ
っ
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
評
価
を
改
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る
。

メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、「
表
現
」
の
問
題
に
関
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
洞

察
が
示
さ
れ
て
い
る
例
の
一
つ
は
、
言
語
に
関
す
る
彼
の
議
論
で
あ
る
。
周
知
の

よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言
語
を
、
不
断
の
生
成
の
中
で
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ

て
い
る
繊
細
な
印
象
を
固
定
し
、
空
間
化
し
て
し
ま
う
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い

た
（e. g. B

ergson 1927: 96ff.

）。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
は
「
印
象
の
哲
学
」
で

あ
る
と
い
う
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
彼
が
言
語
に
向
け
た
こ
う
し
た
批
判
に
一

つ
の
根
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
持
続
を
空
間
化
す
る
慣
習

的
で
月
並
み
な
言
語
を
批
判
し
た
一
方
で
、「
思
考
の
等
価
物
で
あ
り
対
抗
物
で

あ
る
よ
う
な
生
き
た
言
葉
」（EP, 34

）
の
存
在
を
認
め
て
い
た
と
メ
ル
ロ
=ポ
ン

テ
ィ
は
指
摘
す
る（
６
）。
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
の
考
え
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
こ
の

よ
う
な
生
き
た
言
語
に
言
及
す
る
と
き
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
言
語
だ
け
で

な
く
「
表
現
一
般
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
時
と
し
て
言
語
へ
の

反
感
か
ら
「
印
象
の
哲
学
」
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
に
せ
よ
、
根
本

的
な
と
こ
ろ
で
は
「
自
由
と
精
神
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
た
め
に
、
物
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質
や
身
体
の
中
で
自
分
を
証
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
分

を
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（EP, 35

）
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
、
と
メ
ル

ロ
=ポ
ン
テ
ィ
は
主
張
す
る
。

こ
の
こ
と
を
示
す
さ
ら
な
る
例
と
し
て
、
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン

の
晩
年
の
振
る
舞
い
を
取
り
上
げ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
晩
年
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教

義
に
惹
か
れ
、
改
宗
を
切
望
し
て
い
た
。
し
か
し
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
吹
き
荒
れ

る
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
著
名
な
哲
学
者
で
あ
る
自
分
が
改
宗
す
る

こ
と
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
同
胞
を
迫
害
す
る
さ
ら
な
る
口
実
を
迫
害
者
た
ち
に
与
え

て
し
ま
う
と
考
え
た
彼
は
、
生
き
て
い
る
間
は
改
宗
せ
ず
、
死
後
遺
言
に
よ
っ
て

初
め
て
洗
礼
を
受
け
た
。
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
こ
の

振
る
舞
い
は
、「
表
現
」
の
問
題
に
関
す
る
彼
の
深
い
洞
察
を
ま
さ
し
く
「
表
現
」

の
実
践
を
通
し
て
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
議
論
で
は
、「
表
現
」
は
︿
行
為
の
遂
行
を
通
し
て
時
間
を
横
断

す
る
運
動
﹀
と
い
う
粗
略
な
定
式
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ

の
講
演
の
中
で
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
は
、
自
身
が
考
え
る
「
表
現
」
が
有
す
る
極

め
て
特
殊
な
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、「
表

現
と
い
う
も
の
は
、
表
現
す
る
者
、
表
現
さ
れ
る
真
理
、
表
現
す
る
者
が
そ
の
前

で
表
現
し
て
み
せ
る
と
こ
ろ
の
他
者
た
ち
を
想
定
し
て
い
る
。
表
現
と
哲
学
の

要
請
と
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
条
件
が
同
時
に
満
た
さ
れ
う
る
こ
と
で
あ
る
」（EP, 

36

）。
つ
ま
り
、
固
有
の
意
味
で
の
「
表
現
」
を
遂
行
す
る
者
は
、
自
己
、
真
理
、

他
者
の
い
ず
れ
の
契
機
も
無
視
し
た
り
ね
じ
曲
げ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
と

え
ば
、
主
知
主
義
哲
学
が
そ
う
す
る
よ
う
に
、
自
分
が
歴
史
的
あ
る
い
は
社
会
的

状
況
の
中
で
身
を
置
い
て
い
る
特
殊
な
立
場
を
無
視
し
て
、
誰
が
語
っ
て
も
同
様

に
真
で
あ
る
よ
う
な
客
観
的
真
理
を
他
者
た
ち
に
示
し
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
事
足

り
る
と
い
う
態
度
を
と
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、
通
俗
的
哲
学
が
そ
う
す
る
よ

う
に
、
自
分
の
保
身
や
利
益
の
た
め
に
真
理
を
ね
じ
曲
げ
て
他
者
た
ち
の
好
む
事

柄
だ
け
を
語
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
最
後
に
、
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
が
か
つ
て

ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
そ
う
み
な
し
て
い
た
よ
う
に
、
真
理
を
他
者
た
ち
と
共
有
不

可
能
な
も
の
と
み
な
し
、
自
分
の
孤
独
な
内
面
性
の
う
ち
で
真
理
と
接
触
す
る
だ

け
で
満
足
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗
を
め
ぐ
る
晩
年
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
振
る
舞
い
は
、
ま
さ

し
く
自
己
、
真
理
、
他
者
と
い
う
三
つ
の
契
機
を
同
時
に
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る

試
み
だ
っ
た
と
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
は
解
釈
す
る
。
仮
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
真
理
だ

け
を
重
視
し
て
い
た
な
ら
ば
、
彼
は
生
き
て
い
る
う
ち
に
す
ぐ
さ
ま
キ
リ
ス
ト
教

に
改
宗
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
は
当
時
の
歴
史
的
状
況
の
中
で
自

分
の
よ
う
な
立
場
に
置
か
れ
た
人
間
が
改
宗
す
る
と
い
う
行
為
が
何
を
意
味
す
る

か
、
そ
し
て
そ
の
行
為
が
他
者
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
と
い
う
こ
と
に

無
自
覚
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
ま
た
、
彼
は
自
分
が
真
理
だ
と
考
え
る

キ
リ
ス
ト
教
へ
の
忠
誠
を
捨
て
て
、
た
だ
ユ
ダ
ヤ
人
の
同
胞
た
ち
に
寄
り
添
う
だ

け
で
も
満
足
し
な
か
っ
た
。
彼
は
死
後
キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼
を
受
け
た
か
ら
で
あ

る
。こ

れ
は
単
な
る
生
活
上
の
態
度
決
定
で
あ
っ
て
、
哲
学
と
本
質
的
に
関
係
す
る

も
の
で
は
な
い
で
は
な
い
か
、
と
人
は
問
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
こ
で
の
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
の
議
論
の
眼
目
は
、
こ
の
よ
う
な
問
い
の
背
後
に

あ
る
、
哲
学
を
生
活
か
ら
切
り
離
な
さ
れ
た
営
み
と
み
な
す
先
入
見
そ
の
も
の
を

批
判
す
る
こ
と
に
あ
る
。「
哲
学
者
と
他
者
た
ち
あ
る
い
は
生
活
と
の
関
係
の
う

ち
に
は
困
難
が
あ
り
、
し
か
も
こ
の
困
難
は
哲
学
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
あ

る
」（EP, 38f.

）
と
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
は
言
う
。
今
日
で
は
、
哲
学
者
の
生
活

上
の
行
為
や
態
度
は
哲
学
的
主
張
の
内
容
と
は
無
関
係
だ
と
み
な
さ
れ
る
傾
向
が

あ
る
。
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
の
考
え
で
は
、
こ
う
し
た
傾
向
を
も
た
ら
し
て
い
る
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の
は
、
著
作
を
通
し
て
思
想
を
表
現
す
る
と
い
う
今
日
広
く
行
き
渡
っ
た
哲
学
の

手
続
き
で
あ
る
。「
現
代
の
哲
学
者
は
し
ば
し
ば
公
務
員
で
あ
り
、
常
に
著
述
家

で
あ
る
。
著
作
の
中
で
自
分
に
残
さ
れ
て
い
る
自
由
に
よ
っ
て
、
彼
は
反
対
説
を

と
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
が
語
っ
た
事
柄
は
、
す
ぐ
さ
ま
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
世
界

に
入
っ
て
い
く
が
、
そ
こ
で
は
生
活
上
の
選
択
が
弱
め
ら
れ
、
思
考
の
機
会
が
覆

い
隠
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
」（EP, 39

）。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
哲
学

に
つ
い
て
の
歴
史
上
唯
一
の
見
方
で
も
な
け
れ
ば
、
哲
学
の
本
質
を
的
確
に
捉
え

た
見
方
で
も
な
い
。

こ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
振
る
舞
い

を
取
り
上
げ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ア
テ
ナ
イ
の
裁
判
で
死
刑
判
決
を
受
け
た
ソ

ク
ラ
テ
ス
は
、
仲
間
か
ら
し
き
り
に
逃
亡
を
勧
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
ア
テ

ナ
イ
に
残
り
、
毒
杯
を
あ
お
っ
て
死
ん
だ
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
こ
の
行
動
の
う
ち

に
、
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
は
哲
学
的
主
張
の
適
否
を
生
活
と
は
独
立
に
判
断
で
き

る
と
い
う
現
代
的
な
哲
学
観
と
は
別
の
哲
学
観
を
見
て
取
っ
て
い
る
。
メ
ル
ロ
=

ポ
ン
テ
ィ
の
考
え
で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
こ
の
よ
う
な
最
期
を
選
ん
だ
の
は
、
真

理
は
そ
れ
を
自
分
の
う
ち
に
所
有
し
て
お
け
る
も
の
で
も
、
紙
の
上
に
書
き
留
め

ら
れ
、
そ
の
言
語
上
の
整
合
性
の
み
に
よ
っ
て
己
を
維
持
し
う
る
も
の
で
も
な

く
、
彼
の
生
き
方
全
体
を
通
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
彼
が
他
者
た
ち
と
結
ぶ
独
特

の
関
係
を
通
し
て
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
彼
の
考
え
の
た
め
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
、
哲
学
は
生
活
あ
る
い
は
他
者
た
ち

と
の
関
係
か
ら
切
り
離
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

結
論以

上
の
議
論
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
の
「
表
現
の
哲
学
」

の
特
徴
を
簡
潔
に
ま
と
め
よ
う
。
表
現
の
哲
学
は
、
主
知
主
義
哲
学
が
自
明
の
前

提
と
し
て
い
る
構
成
さ
れ
た
意
義
の
世
界
を
問
い
に
付
し
、
そ
れ
が
成
立
す
る
以

前
の
沈
黙
の
世
界
へ
と
遡
行
す
る
。
さ
ら
に
、
印
象
の
哲
学
が
こ
の
沈
黙
を
孤
独

の
う
ち
で
体
験
す
る
だ
け
で
満
足
す
る
の
に
対
し
て
、
表
現
の
哲
学
は
こ
の
沈
黙

を
行
為
を
通
し
て
他
者
た
ち
の
前
で
表
現
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
言
う
表
現
の
要
求
は
、
ど
の
よ
う
な
行
為
で
も
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で

は
な
い
。
表
現
の
要
求
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
自
己
、
真
理
、
他
者
と

い
う
三
つ
の
契
機
を
同
時
に
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
特
殊
か
つ
困
難
な
行
為
だ
け

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
行
為
は
、
思
想
を
単
に
言
葉
で
書
き
表
す
だ
け
で
は
実
現

さ
れ
ず
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
や
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
試
み
た
よ
う
に
、
生
活
上
の
態
度
決
定

に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
行
為
こ
そ
が
、

メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
の
考
え
る
真
正
の
哲
学
的
実
践
な
の
だ
。

（
１
）e. g. Siles i B

orras (2010); 

後
藤 (2011); 

吉
川 (2011); Jacobs (2013).

（
２
）
ア
ド
は「
日
常
的（quotidien

）」や「
習
慣
的（habituel

）」と
い
っ
た
形
容
詞
を「
科

学
の
世
界
」
に
対
置
さ
れ
る
「
知
覚
の
世
界
」
を
修
飾
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
る
こ

と
も
あ
る
（e. g. H

adot 1989: 346

）。
し
か
し
、
現
代
の
人
々
が
「
日
常
的
」
か
つ

「
習
慣
的
」
に
経
験
し
て
い
る
の
は
科
学
の
世
界
だ
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ

れ
は
誤
解
を
招
く
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
は
「
日
常
的
」
や
「
習
慣
的
」

と
い
っ
た
語
は
専
ら
科
学
の
世
界
を
修
飾
す
る
た
め
に
用
い
、
知
覚
の
世
界
を
修
飾

す
る
語
と
し
て
は
「
素
朴
」
あ
る
い
は
「
根
源
的
」
と
い
っ
た
語
を
用
い
る
。

（
３
）
以
下
で
取
り
上
げ
る
『
知
覚
の
現
象
学
』
の
言
語
論
は
、
佐
野 (2019) 

の
序
章

お
よ
び
第
三
章
で
よ
り
詳
し
く
論
じ
た
。

（
４
）
『
知
覚
の
現
象
学
』
の
序
論
で
、
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
は
対
象
の
「
意
義
」
と
し

か
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
対
象
の
ご
く
わ
ず
か
な
特
徴
し
か
認
知
し
な
い
経
験
的
で

二
次
的
な
知
覚
と
、
対
象
を
そ
の
も
の
と
し
て
眺
め
よ
う
と
す
る
創
造
的
で
原
初
的
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な
知
覚
を
区
別
し
て
い
る
（PhP, 69

）。
こ
の
区
別
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
実
践
的

知
覚
と
遊
離
し
た
知
覚
の
区
別
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
５
）
以
下
で
論
じ
る
「
小
説
と
形
而
上
学
」
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
川
崎 (2018) 

を

参
照
。

（
６
）
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
は
こ
こ
で
典
拠
を
挙
げ
て
い
な
い
が
、
た
と
え
ば
一
九
四
七

-四
八
年
の
リ
ヨ
ン
大
学
で
の
講
義
で
は
、
同
様
の
趣
旨
で
『
笑
い
』
の
一
節
が
引

か
れ
て
い
る
（U

AC
, 115

）。
ま
た
『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試

論
』
に
見
ら
れ
る
小
説
家
の
言
葉
に
つ
い
て
の
記
述
な
ど
も
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る

（B
ergson 1927:  99f.

）。

参
考
文
献
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献

メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
の
著
作
は
以
下
の
略
号
で
表
記
し
、
ス
ラ
ッ
シ
ュ
の
前
後
に
原
書
と

邦
訳
の
頁
数
を
記
し
た
。
文
献
が
複
数
巻
に
渡
る
場
合
は
頁
数
の
前
に
巻
数
を
記

し
た
。
外
国
語
文
献
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
拙
訳
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

私
た
ち
は
他
者
と
共
に
あ
る
。
他
者
た
ち
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
、
他
者
た
ち
の

中
で
育
ち
、
他
者
た
ち
と
共
に
暮
ら
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』

の
第
二
十
五
節
～
二
十
七
節
は
、
私
た
ち
の
こ
う
し
た
「
共
同
存
在
」
と
し
て
の

在
り
よ
う
を
解
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
展
開
し

た
議
論
は
、
解
釈
の
難
し
い
も
の
で
も
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
私
た
ち
は
日

常
的
に
は
他
者
た
ち
と
区
別
の
な
い
存
在
で
あ
り
、
誰
で
も
な
い
︿
ひ
と
﹀（das 

M
an

）
で
あ
る
と
述
べ
る
の
だ
が
、
そ
の
主
張
の
内
実
を
理
解
す
る
こ
と
は
容
易

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
が
こ
れ
か
ら
試
み
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
︿
ひ

と
﹀
論
の
内
実
を
精
確
に
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る（
注
１
）。

た
だ
し
、︿
ひ
と
﹀
を
巡
る
議
論
は
あ
く
ま
で
『
存
在
と
時
間
』
の
一
部
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
解
釈
に
際
し
て
は
同
書
の
他
の
箇
所
と
の
整
合
性
が
問
わ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
本
稿
で
は
と
り
わ
け
、︿
ひ
と
﹀
論
に
先
立
つ
「
周
囲
世
界
分
析
」

で
示
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
の
分
析
と
の
整
合
性
が
︿
ひ
と
﹀
論
解
釈
に
と
っ
て

問
題
に
な
り
得
る
こ
と
に
注
目
す
る
（
第
１
節
）。
と
こ
ろ
で
、︿
ひ
と
﹀
論
に
は

一
つ
の
有
力
な
解
釈
方
針
が
既
に
存
在
し
て
い
る
が
、
本
稿
の
見
立
て
で
は
、
そ

の
解
釈
方
針
で
は
︿
ひ
と
﹀
論
の
射
程
を
十
分
に
組
み
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
本
稿
で
は
、
そ
の
主
流
の
解
釈
方
針
が
抱
え
る
問
題
を
指
摘
し
、
よ
り
テ
ク

ス
ト
に
即
し
た
解
釈
の
た
め
の
要
請
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
第
２
節
）。

本
稿
は
最
終
的
に
、
行
為
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
を
読
み
直
す
こ
と
で

（
第
３
節
）、「
現
存
在
は
︿
ひ
と
﹀
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
の
正
し
い
理
解
が
手

に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
（
第
４
節
）。

１
． 

〈
ひ
と
〉
論
解
釈
の
難
し
さ

は
じ
め
に
、︿
ひ
と
﹀
論
の
解
釈
の
難
し
さ
が
ど
こ
に
懸
か
っ
て
い
る
の
か
を
、

簡
単
に
確
認
す
る
。

１
．
１ 

〈
ひ
と
〉
の
支
配

こ
こ
で
『
存
在
と
時
間
』
の
構
成
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
け
ば
、
同
書
第
一
部

は
私
た
ち
の
「
日
常
的
な
在
り
か
た
」
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
過
程
で
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
「
私
た
ち
は
日
常
的
に
「
誰
な
の
か
」」
と
い
う
問
い
を
立
て
、
そ
れ
に

「
私
た
ち
は
︿
ひ
と
﹀
で
あ
る
」
と
い
う
回
答
を
与
え
る
。

こ
の
回
答
を
理
解
す
る
こ
と
の
難
し
さ
は
、「︿
ひ
と
﹀
は
い
か
な
る
特
定
の
人

で
も
な
い
。
総
計
と
し
て
で
は
な
い
が
、
全
員
が
︿
ひ
と
﹀
で
あ
る
」（127

）、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
︿
ひ
と
﹀
論

高　

井　
　
　

寛
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「
現
存
在
が
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
他
者
た
ち
︹︿
ひ
と
﹀︺
が
現
存
在
か

ら
そ
の
存
在
を
奪
い
取
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」（126

）
と
い
っ
た
関
連
す
る
主

張
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、︿
ひ
と
﹀
と
い
う
誰
で
も
な
い
匿
名

的
な
「
他
者
た
ち
の
目
立
た
な
い
支
配
」（126

）
の
下
に
私
た
ち
は
置
か
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

私
た
ち
は
︿
ひ
と
﹀
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
主
張
を
理
解
す
る
た
め
に
解

釈
者
た
ち
が
選
ん
で
き
た
道
筋
の
一
つ
は
、
そ
れ
を
「
大
衆
社
会
批
判
」
の
よ
う

に
理
解
す
る
こ
と
だ
っ
た
が（
注
２
）、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
解
釈
は
テ
ク

ス
ト
内
的
な
整
合
性
に
問
題
を
抱
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
︿
ひ

と
﹀
論
に
先
立
つ
周
囲
世
界
分
析
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
私
た
ち
が
誰
か
に
操
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
一
人
の
行
為
主
体
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
を

論
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
私
た
ち
が
各
々
「
自
ら
の
存
在
を
問
題
」
と
し
、
各

人
の
「
世
界
」
を
生
き
つ
つ
合
目
的
な
行
為
を
積
み
重
ね
る
こ
と
は
、
私
た
ち
が

何
か
に
「
支
配
」
さ
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
と
は
一
見
し
て
整
合
し
な
い
の
で
あ

る
。

１
．
２ 

周
囲
世
界
分
析

こ
の
問
題
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
周
囲
世
界
分
析

の
内
容
を
概
観
す
る
。
な
お
、
以
下
に
示
す
見
取
り
図
の
限
り
で
言
え
ば
、
そ
れ

は
現
代
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
解
釈
に
お
い
て
殆
ど
共
通
理
解
と
な
っ
て
い
る
範
囲
を
超

え
な
い
も
の
で
あ
る（
注
３
）。

ま
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
私
た
ち
各
人
を
「
現
存
在
」
と
よ
び
、
そ
の
基
本
的
な

存
在
様
式
を
「
実
存
」
に
求
め
て
い
る
。
形
式
的
に
は
そ
れ
は
「
自
ら
の
存
在
に

お
い
て
自
ら
の
存
在
そ
の
も
の
が
問
題
で
あ
る
」
こ
と
を
指
す
が
（12

）、
そ
の

意
味
は
、
私
た
ち
が
自
分
に
と
っ
て
重
要
性
を
も
つ
事
柄
に
重
き
を
置
き
つ
つ
生

き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
集
約
さ
れ
る
。
あ
る
人
に
と
っ
て
は
、
大
学
教
員
で

あ
る
こ
と
や
社
会
的
に
立
派
な
人
間
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
「
問
題
で
あ
る
」。
こ

の
よ
う
に
「
実
存
」
の
規
定
は
、
自
ら
に
と
っ
て
重
要
な
生
・
生
活
の
在
り
よ
う

に
行
為
者
自
身
が
参
与
す
る
こ
と
を
指
す
。

他
方
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
世
界
の
中
で
具
体
的
に
遂
行
さ
れ
る
個
々
の
行
為

を
「
配
慮
的
気
遣
い
」
と
呼
ぶ
。
周
囲
世
界
分
析
で
は
道
具
の
使
用
が
行
為
の
範

例
と
し
て
分
析
さ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
着
手
点
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
私
た
ち
の
行
為
を
他
の
存
在
者
（
＝
手
許
の
も
の
）
と
の
関
わ
り
に
あ
る

も
の
と
し
て
一
貫
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

以
上
の
諸
概
念
を
用
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
私
た
ち
の
行
為
を
説

明
す
る
。
例
え
ば
、
あ
る
家
具
職
人
が
ハ
ン
マ
ー
を
用
い
る
と
き
、
職
人
は
そ
の

ハ
ン
マ
ー
を
「
何
か
の
た
め
の
も
の
」
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
職
人
は
、
釘
を

打
つ
た
め
の
も
の
、
板
を
留
め
る
た
め
の
も
の
と
し
て
、
ハ
ン
マ
ー
を
振
る
。
他

方
で
そ
う
し
た
諸
行
為
は
、
あ
る
全
体
的
な
文
脈
、
方
向
付
け
の
も
と
で
展
開

さ
れ
る
。
そ
こ
で
機
能
す
る
の
が
「
実
存
」
で
あ
る
。
職
人
は
、
職
人
で
あ
る
と

い
う
生
の
在
り
か
た
に
自
ら
の
重
要
性
を
賭
け
て
お
り
（
実
存
）、
ハ
ン
マ
ー
を

振
っ
た
り
カ
ン
ナ
を
か
け
た
り
と
い
っ
た
諸
行
為
（
配
慮
的
気
遣
い
）
は
、「
自

ら
に
と
っ
て
問
題
で
あ
る
」
そ
の
自
己
の
存
在
を
中
心
に
組
織
化
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
と
き
、「
家
具
職
人
で
あ
る
」
と
い
う
自
己
の
存
在
は
、
個
々
の

行
為
の
目
的
で
も
、
諸
行
為
の
最
終
目
的
で
も
な
く
、
そ
こ
で
の
一
連
の
行
為
に

お
い
て
行
為
者
が
「
誰
と
し
て
」
行
為
を
積
み
重
ね
て
い
る
の
か
に
関
わ
っ
て
い

る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
の
「
問
題
で
あ
る
」
次
第
を
、
自
己
の
存
在
を
「
企
投
」

す
る
こ
と
（145

）
と
も
呼
ぶ
。
自
己
の
存
在
を
特
定
の
生
の
在
り
よ
う
に
「
企

投
」
し
つ
つ
、
私
た
ち
は
諸
行
為
を
全
体
に
導
い
て
い
る
。
こ
れ
が
、
周
囲
世
界

分
析
の
示
す
行
為
論
の
概
要
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
行
為
に
つ
い
て
の
描
像
が
「︿
ひ
と
﹀
に
支
配
さ
れ
て
い
る
」
と
い

う
主
張
と
相
性
が
悪
い
こ
と
は
見
て
取
り
や
す
い
。
私
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自

己
を
生
き
、
自
分
自
身
を
未
来
へ
と
「
企
投
」
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
何
か

の
支
配
を
受
け
る
こ
と
と
は
両
立
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

２
．
規
範
性
解
釈

こ
の
よ
う
に
、︿
ひ
と
﹀
論
の
主
張
は
周
囲
世
界
分
析
の
行
為
論
と
す
ぐ
さ
ま

整
合
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
整
合
性
の
問
題
を
解
決
す
る
有

力
な
解
釈
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
研
究
者
の
間
に
は
既
に
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
そ
れ

を
「
規
範
性
解
釈
」
と
呼
ぶ
が
、
現
代
の
研
究
者
た
ち
の
多
く
が
こ
の
規
範
性

解
釈
を
支
持
し
て
い
る（
注
４
）。
し
か
し
、
本
稿
の
見
立
て
で
は
、
規
範
性
解
釈
は

︿
ひ
と
﹀
論
の
射
程
を
組
み
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
節
で
は
、
規
範
性
解

釈
の
概
要
を
確
認
し
た
の
ち
、
そ
の
問
題
を
指
摘
し
、
本
稿
の
︿
ひ
と
﹀
論
解
釈

が
満
た
す
べ
き
条
件
を
更
に
明
確
に
す
る
。

２
．
１ 

規
範
性
解
釈
の
概
要

本
稿
が
規
範
性
解
釈
と
呼
ぶ
の
は
、
行
為
に
課
せ
ら
れ
る
規
範
の
存
在
に
注
目

し
て
︿
ひ
と
﹀
論
を
解
釈
す
る
試
み
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
世
界
の
存
在
者

や
行
為
の
も
つ
意
味
の
究
極
的
な
源
泉
を
公
共
性
に
求
め
た
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の

諸
研
究
（D

reyfus 1991

等
）
の
影
響
の
も
と
、
カ
ー
マ
ン
（C

arm
an 2003

）
や

サ
ー
ボ
ン
（C

erbone 2008

）
ら
へ
と
反
復
・
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
解
釈
方
針
で

あ
る
と
整
理
で
き
る
。
そ
の
う
ち
以
下
で
本
稿
が
検
討
す
る
の
は
、
比
較
的
新
し

く
、
ま
た
規
範
性
解
釈
の
特
徴
を
よ
く
示
す
、
ル
ー
ズ
の
研
究
（R

ouse 2013

）

で
あ
る
。

ル
ー
ズ
は
、
周
囲
世
界
分
析
の
議
論
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
か
ら
、︿
ひ
と
﹀

論
解
釈
を
開
始
す
る
。「
哲
学
教
師
で
あ
る
こ
と
」
が
自
ら
に
と
っ
て
重
要
で
あ

る
行
為
者
を
例
に
と
り
つ
つ
、
ル
ー
ズ
は
、
哲
学
教
師
と
し
て
為
さ
れ
る
諸
行
為

が
「
社
会
的
な
規
範
の
網
の
目
」（R

ouse 2013, 420

）
に
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と

に
注
目
す
る
。
哲
学
教
師
な
ら
ば
、
学
生
に
分
か
り
や
す
く
授
業
を
す
べ
き
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
は
効
率
よ
く
黒
板
を
使
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
黒
板
は
、
文

字
を
書
く
べ
き
も
の
で
あ
り
、
叩
い
て
音
を
出
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、

教
師
は
真
摯
に
学
生
に
対
応
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
べ
き
」
を
支
配
す
る

の
は
、
社
会
的
に
共
有
さ
れ
た
規
範
で
あ
る
と
ル
ー
ズ
は
主
張
す
る
。「
こ
の
社

会
的
な
規
範
が
、（
⋮
）
人
が
教
師
で
あ
る

0

0

0

た
め
に
な
す
べ
き

0

0

0

こ
と
の
全
て
を
支

配
し
て
い
る
」（R

ouse 2013, 420

）
の
で
あ
り
、
哲
学
教
師
は
、
教
師
と
し
て

行
為
す
る
た
び
そ
の
規
範
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

重
要
な
の
は
、
そ
う
し
た
「
教
師
な
ら
ば
⋮
の
よ
う
に
す
べ
き
」
の
規
範
性

が
、
公
共
的
な
次
元
か
ら
そ
の
効
力
を
得
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
こ
の
見
解
に

お
い
て
は
、
規
範
性
の
源
泉
は
熟
慮
す
る
個
人
に
よ
る
反
省
的
な
自
己
意
識
と
い

う
内
的
領
域
に
は
な
い
。
そ
の
源
泉
は
そ
の
外
に
あ
る

0

0

0

0

0

0

。
そ
れ
は
私
た
ち
の
共
有

さ
れ
た
世
界
と
い
う
公
共
的
な
領
域
で
あ
る
」（R

ousse 2013, 420

）。
そ
れ
が

広
く
共
有
さ
れ
た
規
範
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
、
公
共
的
な
規
範
（
べ
き
）
に
力

を
与
え
る
。
誰
か
の
個
人
的
な
思
い
と
は
独
立
に
、
言
わ
ば
匿
名
の
「
み
ん
な
」

が
そ
う
言
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
う
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
今
や
明
ら
か
な

よ
う
に
、
私
た
ち
の
行
為
が
こ
う
し
た
「
匿
名
的
で
公
共
的
な
規
範
」
に
従
っ
て

い
る
次
第
を
、︿
ひ
と
﹀
に
よ
る
支
配
と
し
て
ル
ー
ズ
は
解
釈
す
る
。︿
ひ
と
﹀
の

概
念
は
、
私
た
ち
の
行
為
に
課
せ
ら
れ
る
「
社
会
規
範
の
機
能
を
指
し
示
す
た

め
」（R

ousse 2013, 433

）
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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２
．
２ 

規
範
性
解
釈
の
問
題

以
上
の
よ
う
な
規
範
性
解
釈
は
、
周
囲
世
界
分
析
と
も
整
合
し
、
私
た
ち
の
日

常
の
経
験
に
も
即
し
て
い
る
点
で
優
れ
た
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、
規
範
性
解
釈

に
は
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
規
範
性
解
釈
が
考
え
る
よ
り

も
遥
か
に
強
い
主
張
を
︿
ひ
と
﹀
に
つ
い
て
展
開
す
る
か
ら
で
あ
る
。

現
存
在
が
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
他
者
た
ち
が
現
存
在
か
ら
そ
の
存
在
を

奪
い
取
っ
て
い
る
。
他
者
た
ち
の
恣
意
が
、
現
存
在
の
日
常
的
な
存
在
の
諸
可
能

性
を
意
の
ま
ま
に
し
て
い
る
。（126

）

規
範
性
解
釈
は
、
ひ
と
が
あ
る
存
在
の
仕
方
S
に
重
き
を
置
い
て
い
る
こ
と
を

所
与
の
も
の
と
し
た
う
え
で
（
例
：
哲
学
教
師
）、
S
と
し
て
ど
の
よ
う
な
諸
行

為
を
為
す
べ
き
か
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
為
さ
れ
る
べ
き
か
、
と

い
う
社
会
規
範
が
公
共
的
な
匿
名
性
の
下
に
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
「︿
ひ
と
﹀

の
支
配
」
と
し
て
解
釈
す
る
。
し
か
し
右
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
行
為
者
が
ど
の
よ

う
な
自
己
の
あ
り
方
（
S
＝
諸
可
能
性
）
へ
と
自
ら
を
「
企
投
」
す
る
の
か
と
い

う
、
S
そ
の
も
の
の
水
準
が
︿
ひ
と
﹀
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
曰
く
、
私
た
ち
が
ど
こ
へ
と
自
ら
を
「
企
投
」
す
る
の
か
は
、「︿
ひ

と
﹀
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
」（193

）
の
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
規
範
性
解
釈
は
︿
ひ
と
﹀
論
の
解
釈
と
し
て
不
十
分
で
あ

る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
︿
ひ
と
﹀
の
概
念
で
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
大
工

で
あ
る
な
ら
、
教
師
で
あ
る
な
ら
、
と
い
う
こ
と
を
所
与
の
も
の
と
し
た
、
具
体

的
な
行
為
に
課
せ
ら
れ
る
規
則
の
次
元
で
は
な
く
、
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
生
き

る
こ
と
を
「
問
題
」
だ
と
見
な
す
か
、
と
い
う
私
た
ち
の
自
己
の
存
立
そ
の
も
の

に
関
わ
る
次
元
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

３
．
存
在
で
き
る
こ
と
の
行
為
論

こ
れ
ま
で
の
本
稿
の
議
論
か
ら
、︿
ひ
と
﹀
論
の
解
釈
の
た
め
の
二
つ
の
基
準

が
取
り
出
さ
れ
た
。
ま
ず
︿
ひ
と
﹀
論
は
、
周
囲
世
界
分
析
と
整
合
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
︿
ひ
と
﹀
論
は
、
単
に
行
為
に
課
せ
ら
れ
る
規
範
の
問
題

以
上
に
、
私
た
ち
の
自
己
の
「
企
投
」
の
水
準
に
関
わ
っ
て
い
る
。
本
稿
の
以
降

の
課
題
は
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
す
適
切
な
︿
ひ
と
﹀
論
解
釈
を
提
示
す
る
こ

と
で
あ
る
。

３
．
１ 

没
入

そ
の
た
め
の
最
初
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
本
稿
は
︿
ひ
と
﹀
の
概
念
と
密
接
に

関
連
す
る
一
つ
の
概
念
に
注
目
す
る
。
そ
れ
は
「
没
入
（A

ufgehen

）」
の
概
念

で
あ
る
。
例
え
ば
あ
る
箇
所
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
現
存
在
は
配
慮
的
に
気
遣
わ

れ
た
世
界
へ
没
入
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
つ
ま
り
同
時
に
他
者
た
ち
に
関
わ
る
共

に
あ
る
存
在
に
没
入
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
自
分
自
身
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、

日
常
的
な
互
い
に
共
に
あ
る
こ
と
と
し
て
の
存
在
を
引
き
受
け
て
し
ま
っ
て
い
る

の
は
、
誰
か

0

0

」（125

）
と
問
い
、
こ
れ
に
︿
ひ
と
﹀
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
私
た
ち
が
︿
ひ
と
﹀
で
あ
る
こ
と
を
「
世
界
へ
の
没

入
」
と
い
う
事
象
に
結
び
付
け
て
い
る（
注
５
）。
こ
の
「
没
入
」
の
概
念
は
、
と
こ

ろ
で
周
囲
世
界
分
析
で
初
め
に
示
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
た
め
、「
没
入
」
に
つ
い

て
の
正
し
い
理
解
を
得
る
こ
と
は
、︿
ひ
と
﹀
論
の
解
釈
に
と
っ
て
明
ら
か
に
有

益
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
本
節
で
は
、
こ
の
概
念
を
糸
口
と
し
つ
つ
、
ま
た
こ
の

概
念
を
中
心
に
置
い
て
周
囲
世
界
分
析
を
読
み
直
す
と
い
う
課
題
に
取
り
組
む
。

さ
て
、「
没
入
」
の
事
象
の
最
も
簡
潔
な
説
明
は
、
次
の
箇
所
に
現
れ
る
。

現
存
在
が
さ
し
あ
た
り
「
自
分
自
身
」
を
見
出
す
の
は
、
そ
れ
が
従
事
し
、
用
い
、
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期
待
し
、
避
け
る
そ
の
当
の
も
の

0

0

0

0

に
お
い
て
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
さ
し
あ
た
り
配
慮

的
に
気
遣
わ
れ
た
周
囲
世
界
的
に
手
許
に
あ
る
も
の
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。（119

）

先
に
見
た
通
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
私
た
ち
の
行
為
を
二
つ
の
水
準
に
分
け
て
説

明
し
て
い
る
。
一
つ
は
「
配
慮
的
気
遣
い
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
個
々
の
行
為
に
相

当
す
る
。
も
う
一
つ
が
「
企
投
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
自
ら
に
と
っ
て
重
要
性
を
持

つ
自
己
の
生
の
在
り
か
た
へ
と
自
ら
を
参
与
さ
せ
る
働
き
を
指
す
。
そ
し
て
後
者

が
前
者
の
諸
行
為
を
導
き
、
関
連
付
け
、
全
体
的
な
文
脈
を
そ
れ
ら
に
与
え
る
の

で
あ
っ
た
。
上
の
引
用
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
日
常
的
な
行
為
の
遂
行
に
際
し
て
、

私
た
ち
は
も
っ
ぱ
ら
自
分
が
い
ま
何
に
よ
っ
て
何
を
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点

か
ら
の
み
自
己
を
理
解
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

例
え
ば
、
仕
事
場
で
作
業
す
る
職
人
が
い
た
と
し
て
、
そ
の
職
人
は
ど
の
よ
う

な
自
己
理
解
の
も
と
で
行
為
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、「
私
は

今
ハ
ン
マ
ー
を
振
っ
て
い
る
」
と
か
「
部
品
を
組
み
立
て
て
い
る
」
と
か
で
あ
ろ

う
。
そ
の
職
人
は
、
確
か
に
職
人
と
し
て

0

0

0

0

0

行
為
し
て
い
る
。
し
か
し
行
為
に
熱
中

す
る
さ
な
か
に
、「
自
分
は
職
人
と
し
て
行
為
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
こ
と
を
意

識
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
こ
れ
が
、「
没
入
」
の
概
念
が
ま
ず
は
指
し
て

い
る
事
態
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
個
々
の
行
為
を
一
つ
ず
つ
成
功
さ
せ
る
こ
と
に

注
力
し
て
お
り
、
自
分
が
「
誰
」
と
し
て
行
為
し
て
い
る
の
か
と
い
う
「
企
投
」

の
水
準
は
、
行
為
者
に
と
っ
て
は
ふ
つ
う
明
示
化
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

「
没
入
」
が
こ
う
し
た
事
態
を
指
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
私
た
ち
の
日
常
の
経
験

に
確
か
に
適
う
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
行
為
の
説
明
が
先
に
見
た
よ
う
に
二

つ
の
水
準
か
ら
成
り
立
つ
の
な
ら
、
こ
こ
に
は
微
妙
な
問
題
が
生
じ
る
。
そ
れ

は
、
行
為
者
に
明
示
的
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
も
の
へ
と
自
己
を
「
企
投
す
る
こ

と
」
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
実
現
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

３
．
２ 

存
在
で
き
る
こ
と

こ
の
問
題
は
、
既
存
の
解
釈
者
た
ち
の
「
企
投
」
理
解
を
参
照
す
る
こ
と
で
、

よ
り
見
え
や
す
く
な
る
。
こ
れ
ま
で
解
釈
者
た
ち
は
、
こ
の
「
企
投
」
を
「
実
践

的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
や
「
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」
の
概
念
に
よ
っ
て
理
解
し
よ

う
と
し
て
き
た（
注
６
）。
し
か
し
、
先
に
見
た
よ
う
に
私
た
ち
が
「
没
入
」
し
て
お

り
、
誰
と
し
て
行
為
す
る
の
か
と
い
う
「
企
投
」
の
水
準
が
行
為
者
に
と
っ
て
明

示
化
さ
れ
な
い
ま
ま
に
留
ま
る
な
ら
、
そ
う
し
た
諸
概
念
は
本
来
あ
ま
り
解
釈
に

適
し
て
い
な
い
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
は
、
本
人
に
と
っ

て
の
明
示
性
が
ふ
つ
う
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
日
本
の
研
究
者
た
ち
が
特
に
注
意
し
て
き
た
問
題
で
も
あ
る
。
例
え

ば
門
脇
は
、「
企
投
」
を
「
現
存
在
の
諸
可
能
性
へ
の
全
面
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
」（
門
脇2002,152

）
と
し
て
説
明
し
つ
つ
、
そ
れ
は
明
示
的
な
自
己
意
識
で

は
な
く
「
不
確
定
に
企
投
さ
れ
た
可
能
性
」（
門
脇2002,164

）
だ
と
付
言
す
る
。

池
田
も
ま
た
、
現
代
の
行
為
者
性
理
論
の
一
つ
の
参
照
軸
で
あ
る
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン

の
「
計
画
」（B

ratm
an 2006

）
と
は
異
な
り
（
池
田2011, 86

）、
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
「
企
投
」
は
行
為
者
に
企
図
さ
れ
る
よ
り
も
「
世
界
内
存
在
す
る
限
り
、
課
せ

ら
れ
て
い
る
も
の
」（
池
田2011,87

）
だ
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
、
行
為
者
に
と
っ
て
明
示
化
さ
れ
な
い
「
企
投
」
の
本
性
を
理
解
す

る
に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
問
題
の
「
企
投
」
を
「
理
解
（Verstehen

）」
と
呼
び

（143, 144

）、
あ
る
種
の
自
己
理
解
と
し
て
そ
れ
を
定
式
化
し
よ
う
と
し
て
い
る

点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
と
き
、「
理
解
」
の
語
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
説

明
に
導
入
す
る
眼
目
は
、「
理
解
」
と
い
う
語
に
「
で
き
る
」
の
含
意
が
含
ま
れ

て
い
る
点
に
求
め
ら
れ
る
。
曰
く
、「
実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
理
解
に
お
い

て
為
さ
れ
う
る
こ
と
は
、（
⋮
）
実
存
す
る
こ
と
と
し
て
の
存
在
す
る
こ
と
で
あ

る
。
理
解
の
う
ち
に
実
存
論
的
に
存
し
て
い
る
の
は
、
存
在-

で
き
る
こ
と（Sein-
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können

）
と
し
て
の
現
存
在
の
存
在
の
仕
方
で
あ
る
」（143

）。

例
え
ば
「
彼
女
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
理
解
し
て
い
る
」
と
い
う
文
は
、
彼
女
が
フ

ラ
ン
ス
語
の
読
み
書
き
や
会
話
が
で
き
る
こ
と
を
表
す
。
同
様
に
、「
企
投
」
と

い
う
名
の
自
己
関
係
を
「
理
解
」
と
し
て
名
指
す
こ
と
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
私

た
ち
が
特
定
の
自
己
の
生
の
在
り
か
た
へ
と
自
ら
を
参
与
さ
せ
、
そ
れ
を
中
心
に

し
て
諸
行
為
を
組
織
立
て
て
実
現
す
る
在
り
さ
ま
を
「
存
在
で
き
る
こ
と
」
か
ら

特
徴
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
職
人
が
仕
事
場
で
「
職
人
と
し
て
」
行

為
し
て
い
る
、
つ
ま
り
、
そ
こ
で
為
さ
れ
る
諸
々
の
行
為
が
「
一
人
の
仕
事
人
と

し
て
」
の
諸
行
為
で
あ
る
と
言
え
る
の
は
、
そ
こ
で
そ
の
行
為
者
が
仕
事
人
で
あ

る
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
考
え
て
い

る
。こ

の
と
き
、
あ
る
行
為
者
が
何
か
を
存
在
で
き
る
こ
と
は
、
端
的
な
事
実
の
問

題
で
あ
り
、
行
為
者
の
心
の
在
り
か
た
（
反
省
や
自
己
同
一
化
）
に
依
存
し
な

い
。
そ
の
点
で
、
こ
れ
は
「
没
入
」
の
事
象
と
整
合
す
る
。
職
人
が
気
に
懸
け
る

の
は
個
々
の
行
為
の
帰
趨
の
み
だ
が
、
と
は
い
え
職
人
は
、
そ
こ
で
職
人
と
し
て

存
在
で
き
て
い
る
限
り
で
、
職
人
で
あ
る
こ
と
へ
と
自
己
を
「
企
投
」
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

３
．
３ 

存
在
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と

周
囲
世
界
分
析
を
こ
う
し
た
「
で
き
る
」
の
観
点
か
ら
読
み
解
く
こ
と
は
、
重

要
な
視
座
を
も
た
ら
す
。
ま
ず
、
池
田
も
触
れ
て
い
た
通
り
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
私
た

ち
の
「
企
投
」
に
所
与
性
を
認
め
て
い
る
。
現
存
在
は
「（
⋮
）
自
ら
自
身
を
そ

の
つ
ど
す
で
に
企
投
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」（145

）
の
で
あ
る
。
こ
の
所
与
性

は
、
問
題
の
「
で
き
る
」
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
か
ら
特
徴

づ
け
て
い
る
こ
と
と
関
連
す
る
。
曰
く
、
私
た
ち
は
「
有
意
義
性
と
親
し
ん
で
い

る
」（87

）。「
有
意
義
性
」
の
詳
し
い
解
釈
を
展
開
す
る
余
裕
は
本
稿
に
は
な
い

が
、
こ
こ
で
は
概
ね
、
職
人
な
ら
職
人
、
貴
族
な
ら
貴
族
と
し
て
振
舞
う
こ
と
に

関
連
す
る
諸
事
情
の
総
体
を
指
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
例
え
ば
、
貴
族
で

あ
る
こ
と
に
と
っ
て
は
、
従
者
と
の
距
離
の
取
り
方
や
、
服
装
、
食
卓
の
座
る
位

置
な
ど
が
重
要
性
を
持
つ
。
そ
こ
で
「
貴
族
と
し
て
」
の
世
界
の
有
意
義
性
に

「
親
し
む
」
と
は
、
自
分
の
立
つ
べ
き
場
所
、
座
る
べ
き
椅
子
、
身
に
付
け
る
べ

き
服
装
、
作
る
べ
き
表
情
な
ど
が
学
習
さ
れ
る
過
程
を
指
し
て
い
る
と
言
え
る
。

部
屋
に
入
っ
た
と
き
、
誰
の
近
く
の
、
ど
の
椅
子
に
座
り
、
ど
の
よ
う
に
応
対
す

べ
き
か
と
い
う
、
貴
族
と
し
て
振
舞
う
た
め
に
関
連
性
の
高
い
こ
と
が
理
解
で
き

る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
親
し
み
」
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
「
で
き
る
」
は
支
え
ら
れ
て
い

る
。
貴
族
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
行
為
者
は
、
生
ま
れ
落
ち
た
家
で
自

然
に
育
つ
中
で
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
「
貴
族
ら
し
く
し
な
さ
い
」
と
い
う
叱

責
を
受
け
る
こ
と
で
、
貴
族
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
と
き
、

な
お
そ
の
行
為
者
が
貴
族
と
し
て
の
自
ら
の
存
在
へ
と
自
己
を
「
企
投
」
し
て
い

る
と
言
え
る
の
は
、
そ
の
行
為
者
が
や
は
り
貴
族
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
に
は
違

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
従
者
が
自
分
の
前
で
帽
子
を
と
ら
な
い
と
き
、

半
歩
後
ろ
を
歩
く
は
ず
の
女
性
が
自
分
の
前
を
歩
い
て
い
る
と
き
、
そ
の
貴
族
は

狼
狽
し
、
状
況
を
た
だ
そ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
貴
族
と
し
て
存
在
す
る

こ
と
が
そ
の
行
為
者
に
と
っ
て
重
要
で
あ
り
、
貴
族
ら
し
く
振
舞
お
う
と
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る（
注
７
）。

先
に
挙
げ
た
「
企
投
」
の
所
与
性
は
、
以
上
の
文
脈
か
ら
理
解
可
能
と
な
る
。

私
た
ち
は
、
生
ま
れ
落
ち
た
国
の
文
化
に
慣
れ
親
し
み
、
教
育
を
受
け
、
生
き
て

い
く
だ
け
で
、
日
本
人
ら
し
く
、
あ
る
い
は
男
ら
し
く
行
為
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
く
。
こ
れ
ら
は
、
私
た
ち
が
望
ん
で
企
図
し
た
こ
と
で
あ
る
よ
り
む
し
ろ
、
で
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き
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
が
目
の
前
の
行
為
に
注
力
し
「
没

入
」
し
て
い
る
と
き
、
私
た
ち
の
行
為
は
す
で
に
そ
う
し
た
「
で
き
る
」
の
文
脈

に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る（
注
８
）。

４
．〈
ひ
と
〉

前
節
で
は
、︿
ひ
と
﹀
と
「
没
入
」
の
概
念
的
結
び
つ
き
を
出
発
点
に
、
周
囲

世
界
分
析
を
「
存
在
で
き
る
こ
と
の
行
為
論
」
と
し
て
再
解
釈
し
た
。
最
後
に
、

そ
の
成
果
を
基
に
︿
ひ
と
﹀
論
を
読
み
解
く
。

４
．
１ 

〈
ひ
と
〉
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

私
た
ち
は
︿
ひ
と
﹀
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
を
理
解
す
る
た
め
に
考
え
る
べ
き

は
、
私
た
ち
が
何
を
存
在
で
き
て
い
る
の
か
、
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
考
え
る

こ
と
は
、
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
環
境
で
生
き
て
い
る
／
生
き
て
き
た
の
か
、
を

問
う
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
私
た
ち
が
何
か
を
で
き
る
よ
う
に

な
る
と
は
、
あ
る
特
定
の
環
境
の
な
か
で
学
習
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
だ
か
ら

で
あ
る
。

私
た
ち
の
社
会
に
は
、
道
具
を
は
じ
め
と
し
て
様
々
な
も
の
が
あ
り
、
ま
た
制

度
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
存
在
者
た
ち
は
、
初
め
か
ら
い
わ
ば
「
自
然
に
」
存
在
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ら
と
の
適
切
な
関
わ
り
方
ま
で
含
め

て
、
特
定
の
生
の
在
り
か
た
を
前
提
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
幼

少
期
以
来
与
え
ら
れ
続
け
る
「
女
の
子
用
／
男
の
子
用
」
の
服
飾
や
玩
具
、
公
共

設
備
は
、
全
て
の
人
が
バ
イ
ナ
リ
ー
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
生
き
る
こ
と
を
前
提
と
す

る
。
ス
ー
パ
ー
に
並
ぶ
生
肉
や
自
宅
の
調
理
台
は
肉
食
の
文
化
を
前
提
と
し
、
ま

た
動
物
と
人
間
の
道
徳
的
地
位
を
厳
し
く
峻
別
す
る
価
値
観
の
下
で
生
き
る
生
活

を
前
提
と
す
る
。
私
た
ち
の
多
く
は
、
そ
う
し
た
環
境
に
親
し
む
こ
と
で
、
バ
イ

ナ
リ
ー
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
生
き
、
さ
ら
に
は
女
ら
し
く
／
男
ら
し
く
生
き
、
平
均

的
な
食
生
活
を
営
む
近
代
人
を
生
き
る
こ
と
が
、
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
と

き
、
私
た
ち
が
「
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
」
生
の
在
り
か
た
は
、
そ
の
社
会

の
中
で
の
「
ふ
つ
う
の
生
き
方
」
と
合
致
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、「
現
存
在
が
日
常
的
に
は
そ
れ
の
た
め
に
存
在
す
る

︿
ひ
と
で
あ
る
自
己
﹀
が
有
意
義
性
の
指
示
連
関
を
分
節
化
し
て
い
る
」（129

）。

私
た
ち
を
取
り
囲
む
存
在
者
は
、
特
定
の
平
均
的
な
生
き
方
を
前
提
に
デ
ザ
イ
ン

さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
有
意
義
性
に
「
親
し
む
」
こ
と
で
、
私
た
ち
「
現
存
在

は
︿
ひ
と
で
あ
る
自
己
﹀
と
し
て
の
自
己
自
身
に
親
し
ん
で
い
く
（
⋮
）」（129

）

の
で
あ
る
。

前
節
の
冒
頭
で
確
認
し
た
、︿
ひ
と
﹀
と
「
没
入
」
の
結
び
つ
き
の
内
実
は
、

今
や
明
ら
か
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、︿
ひ
と
﹀
と
し
て
の
生
を
前
提
に
デ
ザ
イ
ン

さ
れ
た
諸
存
在
者
の
も
と
で
上
手
く
や
っ
て
い
く
な
か
で
、
意
図
せ
ず
︿
ひ
と
﹀

で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
︿
ひ
と
﹀
で
あ
る
の
で
あ
る
。

４
．
２ 

終
わ
り
に
：
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
〈
ひ
と
〉
論

本
稿
の
以
上
の
︿
ひ
と
﹀
論
解
釈
は
、︿
ひ
と
﹀
に
つ
い
て
の
そ
の
他
の
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
主
張
と
も
整
合
す
る
。
ま
ず
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
私
た
ち
は
日
常
的
に

お
互
い
の
行
為
の
帰
趨
を
気
に
懸
け
、
他
者
に
後
れ
を
と
ら
な
い
よ
う
気
を
揉

ん
で
い
る
と
し
、
そ
れ
を
「
隔
た
り
を
在
る
こ
と
（A

bständigkeit

）」
と
呼
ぶ

（126
）。
こ
れ
は
、
世
界
の
諸
存
在
者
の
な
か
で
「
上
手
く
や
っ
て
い
く
こ
と
」

に
執
心
す
る
「
没
入
」
と
も
関
連
す
る
論
点
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
隔
た
り
を
在

る
こ
と
」
の
結
果
、
私
た
ち
は
「
他
者
た
ち
の
支
配
」（126

）
を
受
け
る
こ
と
に

な
る
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
述
べ
る
が
、
そ
の
実
質
は
、
私
た
ち
が
誰
も
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
な
「
平
均
的
な
在
り
か
た
」（127

）
へ
と
自
己
を
「
企
投
」
す
る
よ
う
に
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な
る
こ
と
で
あ
る
（127

）。
私
た
ち
が
自
然
と
で
き
る
よ
う
に
な
る
（
な
る
よ
う

に
さ
せ
ら
れ
る
）
の
は
、
当
た
り
前
に
前
提
さ
れ
て
い
る
平
均
的
な
︿
ひ
と
﹀
と

し
て
の
在
り
か
た
な
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
こ
の
「
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
の

プ
ロ
セ
ス
と
、「
で
き
る
」
の
維
持
に
は
、
不
断
に
「
均
一
化
」（127

）
の
圧
力

が
働
く
。
こ
れ
は
、
上
手
く
で
き
な
い
／
し
よ
う
と
し
な
い
主
体
に
対
す
る
社
会

の
側
か
ら
の
絶
え
ざ
る
圧
力
や
排
除
と
し
て
実
現
さ
れ
る
。
バ
イ
ナ
リ
ー
な
ジ
ェ

ン
ダ
ー
を
生
き
ら
れ
な
い
／
生
き
な
い
主
体
や
、
経
済
的
に
自
立
で
き
な
い
／
し

な
い
主
体
は
、︿
ひ
と
﹀
び
と
の
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
が
、
本
稿
に
よ
る
︿
ひ
と
﹀
論
解
釈
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、︿
ひ
と
﹀
の

た
め
に
作
ら
れ
た
世
界
に
「
親
し
む
」
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
で
、︿
ひ
と
﹀
に

な
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
明
示
的
に
選
ん
だ
生
の
形
で
は
な
い
が
、
現

に
そ
の
よ
う
に
在
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
私
た
ち
自
身

の
生
、
ま
た
私
た
ち
自
身
の
行
為
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、︿
ひ
と
﹀
に
よ
る
支

配
に
は
強
要
も
思
想
教
化
も
不
要
で
あ
る
。
そ
の
事
態
は
、
私
た
ち
各
人
の
行
為

者
と
し
て
の
自
律
性
（
＝「
企
投
」）
と
問
題
な
く
両
立
す
る
の
で
あ
る
。
以
上

が
本
稿
に
よ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
︿
ひ
と
﹀
論
解
釈
で
あ
る
。

【
注
】

１
）
以
下
本
稿
に
お
い
て
、
特
に
注
釈
の
な
い
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., Tübingen: 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
。

２
）
国
内
で
あ
れ
ば
（
渡
邉2010

）
や
（
岡
田2007

）
等
が
、
そ
う
し
た
解
釈
を
採
用

し
て
い
る
。

３
）
例
え
ば
（B

lattner 2006

）
や
（G

olob 2014

）、（
門
脇2002

）
な
ど
、
入
門
書
か

ら
専
門
書
ま
で
の
多
く
の
研
究
が
、
以
下
本
稿
第
２
節
に
示
す
限
り
で
は
、
本
稿
と

同
様
の
解
釈
を
採
用
し
て
い
る
。

４
）
現
在
の︿
ひ
と
﹀論
研
究
の
到
達
点
を
示
す（Schm

id and Tonhauser 2017

）で
も
、

︿
ひ
と
﹀論
を
読
み
解
く
解
釈
者
の
多
く
が
、
こ
の
規
範
性
解
釈
を
受
け
入
れ
て
い
る
。

５
）︿
ひ
と
﹀
と
「
没
入
」
を
結
び
付
け
る
記
述
は
他
に
も
複
数
あ
る
（113-114, 175-

176

等
）

６
）
例
え
ば
（G

olob 2014

）
や
（Pederson 2015

）
は
典
型
的
に
そ
う
し
た
解
釈
を
示

し
て
い
る
。

７
）『
存
在
と
時
間
』
第
17
節
は
、
こ
う
し
た
、
行
為
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
を
き
っ
か
け

と
し
て
自
分
に
何
が
で
き
て
い
た
の
か
に
行
為
者
自
身
が
気
づ
く
よ
う
に
な
る
と
い

う
経
験
を
論
じ
て
い
る
。

８
）
本
稿
同
様
「
で
き
る
」
に
注
目
し
つ
つ
周
囲
世
界
分
析
を
論
じ
た
も
の
に
（Figal 

2003

）
が
あ
る
。
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０
．
は
じ
め
に

ア
ロ
ン
・
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
ノ
エ
マ
概
念
の
解
釈
に

つ
い
て
、
そ
の
妥
当
性
が
長
ら
く
議
論
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
主
題
を
め
ぐ
る
議

論
の
蓄
積
の
な
か
に
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
=フ
ェ
レ
ス
ダ
ー
ル
論
争
と
し
て
知
ら

れ
る
も
の
が
あ
る［
注
１
］。
そ
こ
で
は
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
の
ノ
エ
マ
解
釈
と
フ
ェ

レ
ス
ダ
ー
ル
の
ノ
エ
マ
解
釈
の
ど
ち
ら
が
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
と
し
て
よ
り
適
切
な

も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ッ

サ
ー
ル
解
釈
の
妥
当
性
の
検
討
に
と
ど
ま
ら
な
い
問
い
を
掲
げ
る
論
者
も
い
る
。

Sm
ith and M

cIntyre (1982) 

や D
rum

m
ond (1990) 

ら
は
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ

の
ノ
エ
マ
理
解
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
の
視
点
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
内
在
的
な
観

点
か
ら
も
強
く
批
判
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
特
に D

rum
m

ond (1990) 

に
よ
る
批
判
を
取
り
上
げ［
注
２
］、
そ
の
内
容
を
吟
味
し
た
う
え
で
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ

チ
の
テ
ク
ス
ト
を
も
と
に
し
た
応
答
を
行
い
、
そ
の
見
解
の
擁
護
を
試
み
る
。

本
論
の
中
心
的
な
主
題
は
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
が
そ
の
独
特
な
ノ
エ
マ
理
解
の

も
と
で
展
開
す
る
、
対
象
の
同
一
性
の
意
識
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
私
た
ち
は
目
の
前
に
あ
る
一
冊
の
本
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
持
つ

こ
と
が
で
き
る
。
表
紙
を
真
正
面
か
ら
見
据
え
た
り
、
開
い
て
な
か
の
記
述
に
目

を
通
し
た
り
、
か
ば
ん
の
な
か
に
背
表
紙
の
凹
凸
を
探
り
当
て
た
り
す
る
。
そ
れ

ら
の
経
験
の
成
立
に
寄
与
し
て
い
る
感
覚
的
な
刺
激
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で

あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
私
た
ち
は
そ
れ
ら
の
経
験
が
い
ず
れ
も
同
じ
対
象
に
つ
い

て
の
経
験
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
を
持
た
な
い
。
こ
の
と
き
、
多
様
な
経
験
を
通
じ

て
、
同
じ
対
象
に
つ
い
て
の
意
識
が
成
立
し
て
い
る
と
言
え
る
。
知
覚
経
験
に
お

け
る
対
象
の
同
一
性
の
意
識
は
、
認
知
的
に
付
加
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ

は
、
二
つ
の
経
験
が
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
類
似
し
て
い
た
り
、
共
通
の
要
素
を
含

ん
で
い
た
り
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
私
た
ち
が
経
験
に
後
か
ら
付
け
加
え
る
も
の

で
は
な
い
。
知
覚
経
験
に
お
い
て
、
対
象
は
あ
ら
か
じ
め
他
の
経
験
の
う
ち
に
も

現
れ
う
る
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
同
一
性
の
意
識
を
グ
ー

ル
ヴ
ィ
ッ
チ
が
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
が
本
論
の
主
題
で
あ

る
。本

論
は
次
の
よ
う
に
進
行
す
る
。
第
一
節
で
は
、
対
象
の
同
一
性
の
意
識
に

関
す
る
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
の
説
明
を
確
認
す
る
。
第
二
節
で
は
、D

rum
m

ond 
(1990) 

に
お
け
る
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
批
判
を
検
討
す
る
。
第
三
節
で
は
、
グ
ー
ル

ヴ
ィ
ッ
チ
の
テ
ク
ス
ト
を
も
と
に
こ
の
批
判
へ
の
応
答
を
試
み
る
。
最
後
に
、
結

論
と
今
後
の
研
究
の
指
針
を
示
し
て
、
本
論
を
締
め
く
く
る
。

グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
に
お
け
る
対
象
の
同
一
性

│
│
ド
ラ
モ
ン
ド
の
批
判
に
応
答
す
る

田　

村　

正　

資
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１
．
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
る
同
一
性
の
意
識
の
説
明

グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
る
同
一
性
の
意
識
に
つ
い
て
の
説
明
は
、『
構
成
的

現
象
学
の
素
描
』
や
『
意
識
の
領
野
』
と
い
っ
た
著
作
の
う
ち
に
見
出
さ
れ

る
。
議
論
の
見
通
し
を
よ
く
す
る
た
め
に
、
本
論
で
は
主
に
『
意
識
の
領
野
』

（G
urw

itsch 2010, 
以
下 FC

）
の
第
四
部
「
現
象
学
的
な
知
覚
理
論
」 （FC

, 195-
298

）
の
議
論
を
扱
う［
注
３
］。

グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
個
々
の
知
覚
経
験
は
、
い
ず
れ
も
本
質
的
に
一

面
的
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
知
覚
経
験
の
対
象
は
つ
ね
に
あ
る
パ
ー
ス
ペ

ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
、
一
面
的
な
現
れ
を
介
し
て
現
前
し
て
い
る
。
同
時
に
、
知
覚
経

験
の
対
象
は
他
の
面
か
ら
も
現
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
対
象
と
し
て
経
験
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
知
覚
経
験
が
一
面
的
な
も
の
で
あ
る
一
方
で
、
そ
こ
で
現

前
す
る
対
象
は
そ
の
一
面
的
な
現
れ
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
グ
ー

ル
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
知
覚
経
験
の
う
ち
に
は
、
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
、
直

接
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
が
そ
こ
に
含
意
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
言
う
。
そ

こ
で
或
る
現
れ
を
或
る
対
象
の
一
面
的
な
現
れ
に
し
て
い
る
の
は
、
知
覚
経
験
に

含
意
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
含
意
さ
れ
て
い
る
の
は
、
同
じ
対

象
の
異
な
る
現
れ
へ
の
「
参
照
」
で
あ
る （FC

, 196

）。

対
象
の
一
面
的
な
現
れ
の
経
験
に
、
異
な
る
現
れ
へ
の
参
照
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
は
偶
然
的
な
事
実
で
は
な
い
。
い
か
な
る
参
照
も
伴
わ
な
い
現
れ
は
、
単
な

る
視
覚
的
幻
影
で
あ
っ
て
、
他
の
経
験
に
お
い
て
も
与
え
ら
れ
う
る
よ
う
な
対
象

の
現
れ
に
は
決
し
て
な
り
え
な
い［
注
４
］。
と
こ
ろ
が
、
経
験
の
な
か
で
構
成
さ
れ

る
対
象
は
、
他
の
経
験
に
お
い
て
も
与
え
ら
れ
う
る
よ
う
な
仕
方
で
、
つ
ね
に
一

面
的
に
経
験
さ
れ
て
い
る
。
参
照
が
含
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
対
象
が
他
の
知
覚
経

験
の
う
ち
に
も
現
れ
う
る
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
る
た
め
の
条
件
と
な
っ
て
い

る
。

グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
知
覚
経
験
に
お
い
て
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
対
象
の
現

れ
と
、
そ
の
経
験
の
う
ち
で
参
照
さ
れ
た
他
の
現
れ
へ
の
参
照
を
ひ
っ
く
る
め

て
、「
知
覚
的
ノ
エ
マ
」
と
呼
ぶ
（FC

, 264-265

）［注
５
］。

知
覚
的
ノ
エ
マ
は
、
多
様
な
知
覚
経
験
を
通
じ
て
同
定
さ
れ
る
対
象
そ
の
も
の

と
は
異
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
個
別
の
経
験
を
超
越
す

る
対
象
そ
れ
自
体
を
、
無
数
の
知
覚
的
ノ
エ
マ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
調
和
的
な

シ
ス
テ
ム
と
み
な
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
者
が
存
在
論
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
個
々
の
ノ
エ
マ
は
、
他
の
現
れ
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
数

の
ノ
エ
マ
か
ら
な
る
シ
ス
テ
ム
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
参
照
か
ら
な

る
領
域
の
こ
と
を
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
な
ら
っ
て
「
内
的
地

平
」
と
呼
ぶ
（FC

, 264-265

）。

内
的
地
平
は
、
あ
ら
か
じ
め
は
っ
き
り
と
し
た
仕
方
で
与
え
ら
れ
て
い
な
く
て

も
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
参
照
さ
れ
る
現
れ
に
は
、
一
定
の
タ
イ
プ
化
が
あ
ら

か
じ
め
施
さ
れ
て
い
る
。
自
分
が
よ
く
知
ら
な
い
対
象
の
知
覚
で
あ
っ
て
も
、
た

と
え
ば
そ
れ
が
或
る
構
造
的
な
パ
タ
ー
ン
を
持
っ
た
建
造
物
と
し
て
知
覚
さ
れ
て

い
る
限
り
、
対
象
の
見
え
な
い
、
知
ら
れ
て
い
な
い
側
面
の
現
れ
も
曖
昧
な
仕
方

で
参
照
さ
れ
て
い
る
（FC

, 266-267

）。
ま
た
、
曖
昧
で
あ
る
か
ど
う
か
に
関
わ

ら
ず
、
い
ま
経
験
さ
れ
て
い
る
対
象
の
あ
ら
ゆ
る
現
れ
が
、
現
在
の
経
験
に
お
い

て
網
羅
的
に
参
照
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
同
じ
対
象
に
つ
い
て
の
知
覚
経

験
が
進
行
す
る
の
に
合
わ
せ
て
、
参
照
を
介
し
て
結
び
つ
い
た
知
覚
的
ノ
エ
マ
の

シ
ス
テ
ム
は
際
限
な
く
拡
張
し
て
い
く
（FC

, 207-208

）。

グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
は
知
覚
的
ノ
エ
マ
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
最
初
に
確
認
し
た
対
象
の
同
一
性
の
意
識
の
説
明
も
、
こ
の
枠
組
み
の
な
か

で
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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２
．
ド
ラ
モ
ン
ド
に
よ
る
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
批
判

前
節
で
は
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
が
ど
の
よ
う
に
同
一
性
の
意
識
の
説
明
を
行
っ

て
い
た
の
か
、
知
覚
的
ノ
エ
マ
に
着
目
し
な
が
ら
確
認
し
た
。
本
節
で
は
、
こ
の

議
論
に
対
す
る D

rum
m

ond (1990) 

の
批
判
を
詳
細
に
検
討
す
る
。
彼
の
グ
ー

ル
ヴ
ィ
ッ
チ
批
判
は
、「
時
間
性
」
と
「
多
様
性
」
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
読

み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
の
知
覚
的
ノ
エ
マ
に
お
け

る
、
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
地
平
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
区
別
に

関
わ
る
。
そ
し
て
後
者
は
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
る
内
的
地
平
の
捉
え
方
に
関

わ
っ
て
い
る
。

２
．
１
．
時
間
性

ま
ず
は
、
ド
ラ
モ
ン
ド
に
よ
る
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
解
釈
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

彼
は
再
三
に
わ
た
っ
て
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
る
知
覚
経
験
の
分
析
が
「
部

分
-
全
体
」
の
枠
組
み
に
収
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
問
題
だ
と
指
摘
し
て
い
る

（D
rum

m
ond 1990: 95-98

）［
注
６
］。
前
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ

に
よ
れ
ば
、
同
一
の
も
の
と
し
て
同
定
可
能
な
対
象
が
個
々
の
経
験
の
な
か
で
与

え
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
知
覚
的
ノ
エ
マ
は
内
的
地
平
を
介
し
て
、
無
数
の

ノ
エ
マ
か
ら
な
る
シ
ス
テ
ム
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ

チ
は
現
れ
の
多
様
性
と
対
象
の
同
一
性
の
対
立
を
、
ノ
エ
マ
と
対
象
そ
れ
自
体
が

部
分
と
全
体
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
の
だ
と
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
部
分
︲
全
体
の
関
係
に
基
づ
い
て
対
象
を
現
れ
の
シ
ス
テ
ム
へ

と
還
元
す
る
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
の
立
場
は
、「
対
象
と
は
事
物
の
あ
ら
ゆ
る
可
能

な
現
れ
か
ら
な
る
（
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
）
理
念
」
と
み
な
す
「
現
象
学
的
現

象
主
義
」
で
あ
る
（D

rum
m

ond 1990: 152

）。

グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
の
知
覚
的
ノ
エ
マ
は
、
も
っ
ぱ
ら
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
現

れ
と
他
の
現
れ
へ
の
参
照
か
ら
な
る
。
現
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
一
視
さ
れ
る
ノ
エ
マ

が
対
象
の
部
分
で
あ
り
、
ノ
エ
マ
が
連
な
っ
た
も
の
が
対
象
そ
れ
自
体
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
個
別
の
経
験
を
超
越
す
る
対
象
そ
れ
自
体
は
、
無
数
の
現
れ
か
ら

な
る
理
念
的
な
シ
ス
テ
ム
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、
部
分
︲
全
体
の
枠
組

み
か
ら
帰
結
す
る
超
越
的
な
対
象
の
理
解
で
あ
る
。

ド
ラ
モ
ン
ド
は
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
が
分
析
す
る
「
全
体
」
は
、
本
来
は
時
間

的
な
過
程
で
あ
る
は
ず
の
知
覚
経
験
か
ら
抽
象
さ
れ
た
静
的
な
構
造
で
あ
る
と

指
摘
す
る
。
だ
が
、
同
一
的
な
対
象
の
知
覚
経
験
は
時
間
的
に
展
開
さ
れ
、
統

合
さ
れ
て
い
く
ひ
と
つ
の
過
程
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
分
析
は
時
間
的
な
観
点
を

抜
き
に
し
て
は
成
立
し
え
な
い
。
そ
の
理
由
を
ド
ラ
モ
ン
ド
は
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。「
直
接
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
地
平
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
の
静
的

な
区
別
、
つ
ま
り
対
象
の
色
々
な
側
面
や
ア
ス
ペ
ク
ト
の
現
前
と
不
在
に
つ
い

て
の
区
別
は
、
時
間
的
に
拡
張
さ
れ
た
知
覚
経
験
か
ら
し
か
導
か
れ
え
な
い
」

（D
rum

m
ond 1990: 151

）。
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

知
覚
的
ノ
エ
マ
の
う
ち
に
区
別
さ
れ
た
二
つ
の
領
域
、
す
な
わ
ち
、
直
接
与
え
ら

れ
て
い
る
も
の
と
、
可
能
な
他
の
現
れ
へ
の
空
虚
な
志
向
と
の
関
係
は
、
時
間
性

と
い
う
観
点
を
抜
き
に
し
て
は
理
解
で
き
な
い
。
ド
ラ
モ
ン
ド
自
身
は
こ
れ
以
上

詳
細
に
展
開
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
主
張
は
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

ひ
と
つ
の
対
象
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、「
い
ま
与
え
ら
れ
て
い
る
」
現
れ
と
、

「
か
つ
て
与
え
ら
れ
て
い
た
」
あ
る
い
は
「
い
ず
れ
与
え
ら
れ
う
る
」
他
の
現
れ

が
互
い
に
区
別
で
き
る
よ
う
な
仕
方
で
参
照
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま

り
、
互
い
に
連
な
っ
て
シ
ス
テ
ム
を
形
成
す
る
知
覚
的
ノ
エ
マ
の
あ
い
だ
に
は
、

時
間
的
な
様
相
の
差
異
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
っ
た
観
点
を

抜
き
に
し
て
し
ま
え
ば
、
か
つ
て
別
の
仕
方
で
現
れ
て
い
た
も
の
と
同
じ
も
の
が

現
在
の
知
覚
経
験
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
い
ま
与
え
ら
れ
て
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い
る
も
の
が
将
来
の
経
験
に
お
い
て
も
別
の
仕
方
で
与
え
ら
れ
う
る
、
そ
う
い
う

対
象
の
経
験
を
記
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
直
接
与
え
ら
れ
て
い

る
も
の
と
内
的
地
平
の
う
ち
に
含
意
さ
れ
る
も
の
の
区
別
が
成
立
す
る
た
め
に

は
、
諸
々
の
経
験
を
統
合
し
て
ひ
と
つ
の
対
象
に
つ
い
て
の
知
覚
過
程
と
す
る
よ

う
な
時
間
性
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
対
象
の
経
験
は
「
部

分
︲
全
体
」
構
造
に
先
立
っ
て
時
間
的
な
構
造
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

２
．
２
．
多
様
性

時
間
性
の
議
論
に
お
い
て
は
、
対
象
の
経
験
が
「
部
分
︲
全
体
」
の
枠
組
み
に

先
立
っ
て
時
間
的
構
造
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

た
。
ド
ラ
モ
ン
ド
は
さ
ら
に
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
る
内
的
地
平
の
特
徴
付
け

に
異
議
を
唱
え
て
い
る
。

グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
に
お
い
て
、
部
分
に
対
す
る
全
体
と
し
て
の
知
覚
的
ノ
エ
マ

の
シ
ス
テ
ム
は
、
決
し
て
現
実
に
は
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
理
念
的
な
性
格
を

帯
び
て
い
る
（FC

, 219

）。
実
際
、
私
た
ち
は
原
理
的
に
有
限
な
経
験
し
か
持
つ

こ
と
が
で
き
ず
、
対
象
の
あ
ら
ゆ
る
現
れ
を
実
際
に
経
験
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
の
現
れ
の
シ
ス
テ
ム
全
体
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
え
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
全
体
の
一
部
分
を
把
握
し
て
い
る
、
と
い
う
意
識
を

私
た
ち
は
知
覚
経
験
に
お
い
て
持
つ
。
実
際
に
は
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
全
体

を
、
現
在
の
経
験
を
通
し
て
把
握
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
横

断
す
る
同
一
性
の
意
識
で
あ
る
。
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
は
こ
の
同
一
性
の
意
識
を
、

知
覚
的
ノ
エ
マ
の
地
平
的
な
参
照
構
造
か
ら
説
明
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
に

し
た
が
え
ば
、
同
一
的
な
対
象
を
把
握
す
る
経
験
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
も
っ
ぱ

ら
、
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
現
れ
と
、
地
平
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
他
の
現
れ
へ

の
参
照
の
み
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ド
ラ
モ
ン
ド
は
、
こ
の
よ
う
な
説
明
は
対
象
そ
れ
自
体
の
経

験
の
記
述
と
し
て
は
不
適
切
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
る
内

的
地
平
の
記
述
は
、
感
覚
的
に
は
与
え
ら
れ
え
な
い
概
念
的
な
も
の
や
価
値
的
な

も
の
が
知
覚
的
ノ
エ
マ
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
捉
え

損
な
っ
て
い
る
。
同
一
的
な
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
る
対
象
の
経
験
を
論
じ
る
際

に
考
慮
す
べ
き
い
く
つ
も
の
多
様
性
の
う
ち
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
は
現
れ
の
多
様

性
し
か
考
え
て
い
な
い
（D

rum
m

ond 1990: 156

）。
で
は
、
知
覚
経
験
に
お
い

て
対
象
そ
れ
自
体
の
経
験
を
捉
え
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
多
様
性
が
考
慮
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
主
と
し
て
他
の
経
験
内
容
と
の
因
果
的
な

関
係
の
多
様
性
で
あ
り
、
ま
た
後
天
的
に
学
習
さ
れ
る
文
化
的
な
コ
ー
ド
の
多
様

性
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
（D

rum
m

ond 1990: 158

）。
そ
れ
ら
は
、
決
し
て
感

覚
的
に
直
接
与
え
ら
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
が
、
地
平
的
に
与
え
ら
れ
て
対
象
の

経
験
を
賦
活
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
な
ぜ
同
一
的
な
対
象
の
意
識
が
こ
う
し
た
多
様
性
を
伴
っ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
、
ド
ラ
モ
ン
ド
は
十
分
な
説
明
を
与
え
て
い
な

い
。
そ
こ
で
、
簡
単
に
彼
の
議
論
を
補
足
し
て
み
よ
う
。
議
論
の
要
点
は
、
実
際

に
与
え
ら
れ
た
現
れ
を
い
く
ら
寄
せ
集
め
て
も
、
対
象
そ
れ
自
体
を
構
成
す
る
の

に
は
不
十
分
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
の
論
じ
る
地
平
的
な

参
照
は
、
つ
ね
に
未
完
結
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
閉
じ
た
全
体
と
な
る
こ
と
は
な

い
。
も
し
、
参
照
を
介
し
て
全
体
を
網
羅
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
の

で
あ
れ
ば
、
決
し
て
実
際
に
は
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
全
体
を
構
成
す
る
た
め

に
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
法
則
的
な
把
握
が
必
要
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
対
象
そ

れ
自
体
が
変
化
す
る
よ
う
な
場
合
（
別
の
も
の
と
組
み
合
わ
さ
っ
た
り
、
分
裂
し

た
り
す
る
な
ど
）
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
変
化
の
な
か
で
保
持
さ
れ
た
り
放
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棄
さ
れ
た
り
す
る
同
一
性
の
意
識
は
、
因
果
的
な
関
係
や
文
化
的
な
背
景
の
な
か

で
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
し
ば
し
ば
視
覚
的
な
モ
ー

ド
に
特
化
し
て
論
じ
ら
れ
る
対
象
の
知
覚
経
験
は
、
冒
頭
の
「
本
」
の
例
で
も
挙

げ
た
よ
う
に
、
複
数
の
モ
ー
ド
に
わ
た
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
異
な
る
モ
ー
ド
の
「
現
れ
」
が
同
じ
対
象
に
つ
い
て
の
も

の
と
し
て
与
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、
視
覚
的
な
も
の
が
聴
覚
的
な
も
の
、
触
覚
的

な
も
の
と
ど
ん
な
因
果
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
る
の
か
、
そ
れ
が
ど
ん
な
触
り
心

地
で
ど
ん
な
音
を
出
す
の
か
な
ど
に
つ
い
て
の
、
法
則
的
な
把
握
が
必
要
と
な
る

だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
対
象
の
同
一
性
の
意
識
を
説
明
す
る
た
め
に

は
、
現
れ
の
多
様
性
以
外
の
要
素
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。

３
．
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
る
応
答

前
節
で
は
、
ド
ラ
モ
ン
ド
の
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
批
判
を
「
時
間
性
」
と
「
多
様

性
」
と
い
う
観
点
か
ら
整
理
し
た
。
本
節
で
は
、
こ
れ
ら
の
批
判
に
対
し
、
グ
ー

ル
ヴ
ィ
ッ
チ
の
テ
ク
ス
ト
を
も
と
に
応
答
を
試
み
る
。

３
．
１
．
時
間
性

ド
ラ
モ
ン
ド
は
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
の
分
析
が
部
分
︲
全
体
の
図
式
に
収
ま
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
分
析
が
時
間
性
を
欠
い
た
静
的
な
も
の

に
な
っ
て
い
る
と
批
判
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、『
意
識
の
領
野
』
に
お
い

て
、
時
間
的
な
過
程
と
し
て
の
知
覚
経
験
と
そ
の
動
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
も

詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ド
ラ
モ
ン
ド
は
見
逃
し
て
い
る
。

グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
第
一
節
で
も
検
討
し
た
『
意
識
の
領
野
』
第
四
部
の
な

か
で
、
知
覚
経
験
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
一
面
的
な
現
れ
を
、
時
間
的
な
観
点
か

ら
も
未
完
結
な
も
の
と
し
て
特
徴
付
け
て
い
る
。
私
た
ち
が
個
別
の
経
験
を
超
越

す
る
対
象
を
把
握
し
て
い
る
と
き
、「
個
別
の
知
覚
経
験
そ
れ
ぞ
れ
が
ひ
と
つ
の

過
程
の
一
段
階
と
し
て
、
す
な
わ
ち
統
一
的
な
過
程
の
う
ち
に
組
み
込
ま
れ
る

も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
て
い
る
」（FC

, 200

）。
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
或
る
対

象
に
つ
い
て
の
個
別
の
経
験
が
、
過
去
あ
る
い
は
未
来
の
経
験
と
結
び
つ
く
よ
う

な
時
間
的
性
格
を
あ
ら
か
じ
め
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
十
分
認
識

し
て
い
た
。
彼
は
、
参
照
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
経
験
の
構
造
の
な
か
に
、
そ
れ

自
身
で
完
結
す
る
こ
と
な
く
、
過
去
や
未
来
の
経
験
と
結
び
つ
い
て
い
く
時
間

的
性
格
を
見
出
し
、「
知
覚
の
現
象
学
的
研
究
に
お
い
て
は
、
静
的
な
観
点
と
動

的
な
観
点
が
互
い
に
補
完
し
あ
う
」（FC

, 287

）
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
グ
ー
ル

ヴ
ィ
ッ
チ
の
こ
う
し
た
記
述
は
、
知
覚
的
ノ
エ
マ
の
あ
い
だ
に
「
か
つ
て
与
え
ら

れ
て
い
た
」、「
い
ず
れ
与
え
ら
れ
う
る
」
あ
る
い
は
「
現
に
与
え
ら
れ
て
い
る
」

と
い
っ
た
時
間
的
な
様
相
の
区
別
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
彼
が
考
え
て
い

た
こ
と
の
証
拠
と
み
て
い
い
だ
ろ
う［
注
７
］。
対
象
の
同
一
性
の
意
識
を
構
成
す
る

動
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
知
覚
経
験
の
「
相
互
確
証
」

（FC
, 283

）
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

相
互
確
証
と
は
、
曖
昧
さ
を
伴
っ
て
参
照
さ
れ
て
い
た
現
れ
が
実
際
の
経
験
の

う
ち
で
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
そ
の
現
れ
を
参
照
し
て
い
た
経
験

を
よ
り
確
か
ら
し
い
も
の
に
す
る
と
同
時
に
、
当
の
経
験
も
ま
た
確
か
ら
し
い
も

の
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
参
照
さ
れ
た
現
れ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
後
続
の

経
験
の
う
ち
で
充
実
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
同
定
す
る
綜
合
（synthesis of 

identification

）」（FC
, 283

）
の
プ
ロ
セ
ス
が
進
行
す
る
。「
知
覚
さ
れ
る
事
物
の

同
一
性
の
意
識
は
、
当
の
シ
ス
テ
ム
を
形
成
す
る
多
様
な
知
覚
の
相
互
確
証
を
経

験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
」（FC

, 283

）。
対
象
に
つ
い
て
の
個
々

の
知
覚
経
験
は
、
全
体
と
し
て
の
知
覚
過
程
を
構
成
す
る
一
段
階
と
し
て
与
え
ら
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れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
連
続
的
な
相
互
確
証
に
よ
っ
て
「
同
定
す
る
綜
合
」

を
遂
行
し
、
対
象
の
同
一
性
を
構
成
す
る
と
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
は
考
え
て
い
る
の

で
あ
る
。

あ
ら
た
め
て
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
の
テ
ク
ス
ト
を
検
討
し
て
み
る
と
、
彼
は
ド
ラ

モ
ン
ド
の
批
判
を
退
け
る
よ
う
な
説
明
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
グ
ー

ル
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、「
部
分
︲
全
体
」
の
枠
組
み
を
応
用
し
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、

知
覚
過
程
の
時
間
的
な
性
格
に
つ
い
て
も
詳
し
く
論
じ
て
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、

現
在
の
知
覚
経
験
は
つ
ね
に
、
時
間
的
に
伸
び
広
が
っ
た
未
完
結
な
過
程
の
一
部

と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
た
と
え
こ
の
議
論
が
ド
ラ
モ
ン
ド
の
第
一
の

批
判
を
免
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
第
二
の
批
判
を
免
れ
る
も
の
に
は
な
っ
て
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
実
際
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
理
念
的
な

全
体
を
構
成
す
る
原
理
は
ま
だ
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次

は
「
多
様
性
」
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
批
判
へ
の
応
答
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ

う
。

３
．
２
．
多
様
性

第
二
の
批
判
の
要
点
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ

る
地
平
の
記
述
に
は
、
実
際
の
経
験
を
対
象
そ
れ
自
体
の
把
握
へ
と
綜
合
す
る
契

機
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
綜
合
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
現
れ
の
多
様
性
と
は
異

な
っ
た
多
様
性
を
地
平
の
う
ち
に
包
括
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ

ら
は
、
決
し
て
直
接
に
は
与
え
ら
れ
え
な
い
が
、
経
験
の
地
平
に
含
ま
れ
る
よ
う

な
も
の
だ
と
ド
ラ
モ
ン
ド
は
考
え
て
い
る
。

こ
の
批
判
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
は
対
象
そ
れ
自
体
の
把
握

を
構
成
す
る
よ
う
な
、
現
れ
の
多
様
性
以
外
の
契
機
を
一
切
考
え
て
い
な
い
こ
と

に
な
る
。
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
に
は
確
か
に
そ
の
よ
う
な
ふ
し
が
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
ド
ラ
モ
ン
ド
が
述
べ
る
よ
う
な
多
様
性
を
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
が
現
れ
の

多
様
性
の
う
ち
に
す
で
に
含
意
さ
せ
て
い
た
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点

を
確
認
し
て
、
本
論
で
の
応
答
を
締
め
括
る
こ
と
と
し
よ
う
。

注
目
す
べ
き
は
、
参
照
さ
れ
る
現
れ
の
未
規
定
性
で
あ
る
。
内
的
地
平
に
含
ま

れ
る
諸
々
の
参
照
が
一
定
の
タ
イ
プ
化
を
施
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
が
考
え
て
い
た
点
に
は
さ
き
ほ
ど
も
触
れ
た
。
こ
の
タ
イ
プ
化

は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
の
か
、
そ
れ
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
参
照
さ
れ
る

現
れ
の
未
規
定
性
に
つ
い
て
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
は
対
象
へ
の
「
親
し
み
」（FC

, 
229

）
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
述
べ
る
。

経
験
の
う
ち
に
入
り
込
む
未
規
定
性
の
度
合
い
は
、
対
象
へ
の
親
し
み
の
度
合

い
に
よ
っ
て
変
化
す
る 

（FC
, 229

）。
こ
れ
は
、
現
在
の
経
験
に
お
い
て
は
空
虚

な
仕
方
で
志
向
さ
れ
て
い
て
も
、
実
際
に
充
実
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
現
れ
へ
の
参

照
で
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
参
照
の
内
実
が
変
化
す
る
こ
と
を
指
し
て
い

る
。
或
る
対
象
を
眺
め
る
と
き
、
そ
の
背
面
を
す
で
に
見
た
こ
と
が
あ
る
な
ら

ば
、
参
照
さ
れ
る
背
面
の
現
れ
は
よ
り
規
定
的
な
も
の
と
な
る
が
、
ま
だ
そ
の
背

面
を
見
た
こ
と
が
な
い
対
象
で
あ
れ
ば
、
参
照
さ
れ
る
現
れ
は
よ
り
多
く
の
未
規

定
性
を
含
む
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
特
徴
付
け
は
い
ま
だ
、

理
念
的
な
対
象
の
未
完
結
性
を
補
完
す
る
も
の
に
は
な
り
え
な
い
。
で
は
、
こ
の

な
か
に
「
親
し
み
」
と
は
異
な
る
原
理
を
読
み
込
む
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

そ
の
望
み
も
か
な
り
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
決
定
的
な
の
は
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ

チ
が
「
未
規
定
性
と
は
規
定
可
能
性
の
謂
い
で
あ
る
」（FC

, 274

）
と
述
べ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
内
的
地
平
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
未
規
定
性
が
、
い
ず
れ
も
実

際
の
経
験
に
よ
っ
て
規
定
可
能
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
そ

こ
に
直
接
的
に
は
経
験
し
え
な
い
が
、
全
体
を
構
成
す
る
原
理
と
な
り
う
る
よ
う

な
多
様
性
が
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。
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残
念
な
が
ら
、『
意
識
の
領
野
』
及
び
そ
の
補
遺
と
し
て
読
む
こ
と
の
で
き
る

遺
稿
『
周
縁
的
意
識
』
の
う
ち
に
、
上
述
の
批
判
に
応
じ
る
よ
う
な
議
論
を
見

つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
が
グ
ー
ル

ヴ
ィ
ッ
チ
の
テ
ク
ス
ト
を
も
と
に
ド
ラ
モ
ン
ド
の
批
判
に
応
答
で
き
る
の
は
こ
こ

ま
で
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

４
．
お
わ
り
に

以
上
が
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
の
テ
ク
ス
ト
を
も
と
に
し
た
ド
ラ
モ
ン
ド
へ
の
応

答
で
あ
る
。
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
は
ド
ラ
モ
ン
ド
に
よ
る
批
判
の
一
部
を
退
け
る
こ

と
は
で
き
る
が
、
す
べ
て
の
批
判
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
の
が
本

論
の
結
論
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
に
代
わ
っ
て
、
そ
の
議

論
を
修
正
す
る
た
め
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
は
、
ド

ラ
モ
ン
ド
に
よ
る
批
判
の
前
提
で
あ
る
「
因
果
性
の
よ
う
な
法
則
的
な
多
様
性
が

経
験
の
う
ち
で
直
接
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」（cf. D

rum
m

ond 1990: 
156

）
と
い
う
考
え
を
退
け
る
こ
と
で
あ
る
。

も
し
か
り
に
、
ド
ラ
モ
ン
ド
が
言
う
よ
う
に
、
知
覚
経
験
の
内
的
地
平
に
は
決

し
て
直
接
に
は
与
え
ら
れ
な
い
因
果
性
の
よ
う
な
法
則
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
認

め
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
法
則

は
、
カ
ン
ト
的
な
ア
プ
リ
オ
リ
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
認
識
の
枠
組
み
を
な
し
て
い

る
か
、
あ
る
い
は
諸
々
の
経
験
を
通
じ
て
二
次
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
の
い
ず

れ
か
で
あ
る
、
と
。
前
者
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
因
果
性
の
構
成
な
ど
は
問
題
に
な

ら
な
い
。
後
者
で
あ
れ
ば
、
知
覚
経
験
の
一
次
的
な
特
徴
と
し
て
対
象
の
同
一
性

の
意
識
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
現
象
学
的
に
対
象
の
同
一
性
の
意
識
を
構
成
す
る

課
題
が
放
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
さ
き
の
よ
う

な
二
者
択
一
を
離
れ
て
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
の
枠
組
み
を
整
合
的
に
解
釈
し
な
が

ら
ド
ラ
モ
ン
ド
の
批
判
を
退
け
る
可
能
性
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
因

果
性
の
よ
う
な
法
則
や
概
念
的
な
も
の
が
直
観
的
に
与
え
ら
れ
う
る
の
だ
と
考
え

る
道
で
あ
る
。
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
る
構
成
的
現
象
学
の
延
長
線
上
で
、
こ
の

よ
う
な
立
場
を
突
き
詰
め
て
検
討
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
る
こ
と
に
触
れ

て
、
本
論
を
締
め
括
る
こ
と
と
し
よ
う
。

５
．
注
釈

［
注
１
］M

arcelle (2010) 

は
、Føllesdal (1969) 

に
端
を
発
す
る
こ
の
論
争
史
を
手
際

よ
く
ま
と
め
て
い
る
。M

arcelle

は
そ
の
な
か
で
、
長
く
対
立
さ
せ
ら
れ
て
き
た
グ
ー

ル
ヴ
ィ
ッ
チ
と
フ
ェ
レ
ス
ダ
ー
ル
の
立
場
は
両
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
付
け
て

い
る
。

［
注
２
］D

rum
m

ond (1990) 

の
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
批
判
に
言
及
し
て
い
る
最
近
の
文

献
に
は B

arber (2018) 

な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
記
述
は
ド
ラ
モ
ン
ド

の
主
張
の
確
認
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（B

arber 2018: 282-283

）。

［
注
３
］
『
構
成
的
現
象
学
の
素
描
』
で
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
國
領
（
二
〇
一
八
）
が

事
物
の
統
一
性
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。

［
注
４
］
知
覚
さ
れ
る
対
象
が
持
つ
特
徴
は
、
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
現
れ
に
還
元

で
き
る
も
の
で
は
な
い
。M

cK
enna (1981) 

は
こ
の
論
点
を
「
現
出
的
不
十
全
性

（apparential inadequacy

）」
と
呼
び
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
=フ
ェ
レ
ス
ダ
ー
ル
論
争

に
も
言
及
し
な
が
ら
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

［
注
５
］
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
が
論
争
的
で
あ
っ
た
の
は
、
理
念
的

な
意
味
と
し
て
定
義
さ
れ
る
ノ
エ
マ
を
、
知
覚
的
な
与
件
と
し
て
も
扱
う
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
た
点
に
あ
る
。D

reyfus (1972) 

は
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
が
知
覚
的
ノ
エ

マ
を
感
覚
的
な
現
れ
と
同
一
視
し
て
い
る
と
考
え
、
ノ
エ
マ
を
感
覚
的
に
は
決
し
て
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与
え
ら
れ
な
い
抽
象
的
な
意
味
と
し
て
解
釈
す
るFøllesdal(1969)

と
の
対
立
を
指
摘

し
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
両
者
の
立
場
の
対
立
が
広
く
議
論
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。

［
注
６
］Sm

ith and M
cIntyre (1982) 

も
ま
た
同
様
の
点
を
取
り
上
げ
て
、
グ
ー
ル

ヴ
ィ
ッ
チ
の
理
論
的
矛
盾
を
指
摘
し
て
い
る
。
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に

な
ら
い
、
ノ
エ
マ
を
理
念
的
な
意
味
の
次
元
に
属
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
だ
が
、

知
覚
的
ノ
エ
マ
と
対
象
の
関
係
を
部
分
︲
全
体
の
枠
組
み
の
な
か
で
理
解
し
よ
う
と

す
る
と
、
全
体
と
し
て
の
対
象
そ
れ
自
体
が
実
在
し
て
い
な
い
の
に
も
関
わ
ら
ず
、

そ
の
部
分
で
あ
る
知
覚
的
ノ
エ
マ
が
経
験
の
う
ち
で
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
矛
盾
が

生
じ
る
（Sm

ith and M
cIntyre 1982: 158-159

）。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
対
象
と
ノ
エ

マ
の
関
係
に
内
在
す
る
矛
盾
を
暴
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
が
対
象

の
実
在
性
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
ま
で
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
の
点
に
関
し
て
彼
ら
の
議
論
は
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
論
で

と
り
あ
げ
る D

rum
m

ond (1990) 

は
、
彼
ら
の
問
題
意
識
を
引
き
受
け
つ
つ
、
異
な

る
仕
方
で
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
を
批
判
し
て
い
る
。

［
注
７
］
グ
ー
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
る
時
間
性
の
議
論
は
、
遺
稿
と
な
っ
た
『
周
縁
的
意

識
』
の
う
ち
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（G

urw
itsch 2010: 459

）。
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は
じ
め
に

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』（
以
下
『
時
間
講
義
』）
の

受
容
史
を
考
え
る
う
え
で
避
け
て
と
お
る
こ
と
の
で
き
な
い
哲
学
者
が
い
る
。
イ

ヴ
ォ
ン
ヌ
・
ピ
カ
ー
ル
（
一
九
二
〇

一
九
四
三
）
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
=ポ
ン

テ
ィ
と
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
の
も
と
で
哲
学
を
学
ん
だ
彼
女
は
、
一
九
四
一
年
に

「
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
時
間
」
と
題
す
る
論
文
を
執
筆
し
、
こ

れ
は
彼
女
の
死
後
、
ヴ
ァ
ー
ル
の
手
に
よ
っ
て
雑
誌
『
デ
ウ
カ
リ
オ
ン
』
の
創
刊

号
（
一
九
四
六
年
）
に
掲
載
さ
れ
る
。
こ
の
論
文
の
主
な
目
的
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル

の
『
時
間
講
義
』
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
を
比
較
検
討
に
あ
り
、
と

り
わ
け
『
時
間
講
義
』
の
な
か
に
「
時
間
の
弁
証
法
（dialectique du tem

ps
）」

の
問
題
を
読
み
取
る
と
い
う
彼
女
の
着
想
は
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
後
に
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
ピ
カ
ー
ル
の
論
文
が
「
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
や
リ
ク
ー
ル
、
デ
リ

ダ
の
読
み
方
を
予
示
し
て
い
る
」(1)

と
述
べ
る
こ
と
に
な
る
。

ピ
カ
ー
ル
は
デ
リ
ダ
の
思
想
形
成
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
思
想
家
と
し

て
近
年
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る

(2)

。
事
実
、
デ
リ
ダ
は
一
九
五
三

一
九
五
四
年

の
学
位
論
文
『
フ
ッ
サ
ー
ル
哲
学
に
お
け
る
発
生
の
問
題
』（
以
下
『
発
生
の
問

題
』）
の
な
か
で
ピ
カ
ー
ル
の
論
文
を
援
用
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
時
間
講
義
』

を
「
弁
証
法
」
の
視
点
か
ら
読
み
解
こ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
彼
女
の
論

文
は
初
期
デ
リ
ダ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
の
着
想
源
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
つ
つ
あ

る
が
、
そ
の
一
方
で
「
弁
証
法
」
を
め
ぐ
る
両
者
の
視
点
や
立
場
の
違
い
は
必
ず

し
も
明
確
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
ピ
カ
ー
ル
と
デ
リ
ダ
に
お
け
る

「
時
間
の
弁
証
法
」
の
概
念
の
内
実
を
「
時
間
意
識
と
客
観
的
時
間
の
関
係
」
の

問
題
と
の
関
連
か
ら
検
討
す
る
こ
と
で
、『
時
間
講
義
』
を
経
由
し
て
両
者
が
そ

れ
ぞ
れ
ど
こ
へ
向
か
お
う
と
し
た
の
か
を
考
察
す
る
。

１　
「
時
間
の
弁
証
法
」
を
め
ぐ
る
ピ
カ
ー
ル
と
デ
リ
ダ

ま
ず
、
議
論
の
方
向
性
を
明
確
に
し
よ
う
。
ピ
カ
ー
ル
も
デ
リ
ダ
も
と
も
に

「
時
間
の
弁
証
法
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
る
と
は
い
え
、
両
者
で
は
着
眼
点

も
強
調
点
も
異
な
る
た
め
、
想
定
さ
れ
て
い
る
事
柄
に
は
か
な
り
の
違
い
が
あ

る
。
そ
の
一
因
と
し
て
、
先
行
研
究
で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
の
態
度

の
違
い
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

論
文
「
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
時
間
」
の
主
眼
は
、「
今
の
流

れ
」
と
い
う
通
俗
的
な
時
間
表
象
へ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
か
ら
、
意
識
流
を
基

軸
に
時
間
意
識
の
分
析
を
進
め
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
論
を
擁
護
す
る
こ
と
に
あ

時
間
の
弁
証
法

│
│
フ
ッ
サ
ー
ル﹃
時
間
講
義
﹄を
め
ぐ
る
ピ
カ
ー
ル
と
デ
リ
ダ
│
│松　

田　

智　

裕
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る
。
ピ
カ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
意
識
流
を
と
お
し
て
、
原
印
象
・
把

持
・
予
持
が
相
互
に
連
動
し
、
多
様
化
し
な
が
ら
も
ひ
と
つ
の
連
続
体
と
し
て
統

一
さ
れ
る
「
創
造
的
な
綜
合
」（TH

H
, 18

）
と
し
て
の
時
間
を
思
考
し
た
の
で
あ

り
、
こ
の
点
で
彼
の
時
間
論
は
「
今
の
流
れ
」
と
い
う
通
俗
的
な
時
間
表
象
に
対

す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
に
収
ま
ら
な
い
射
程
を
も
つ
。
他
方
で
、
現
存
在
の
脱

自
的
な
時
間
化
の
な
か
に
本
来
性
へ
の
移
行
を
見
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
試
み
は
、
現

存
在
の
隠
れ
た
本
質
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
「
一
種
の
純
化
作
業
」（TH

H
, 10

）

で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
彼
女
は
、
意
識
流
を
多
様
化
と
統
一
か
ら
な
る
時
間
の
プ
ロ

セ
ス
と
し
て
思
考
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
ほ
う
が
、
時
間
の
記
述
と
し
て
は
真
正
だ

と
考
え
る
。
こ
う
し
た
ピ
カ
ー
ル
の
解
釈
に
つ
い
て
、
デ
リ
ダ
は
「
フ
ッ
サ
ー
ル

に
お
け
る
時
間
性
の
弁
証
法
的
特
徴
を
適
切
に
強
調
し
て
い
る
」（PG

, 123n39

）

と
高
く
評
価
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
彼
女
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
解
釈
に
つ
い
て
は
、

「
弁
証
法
を
時
間
性
の
存
在
論
な
い
し
存
在
の
時
間
性
の
な
か
に
基
礎
づ
け
る
」

（ibid.

）
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
試
み
が
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
疑
念
を
呈
し
て

も
い
る
。
ラ
ウ
ル
・
モ
ア
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
彼
が
こ
う
述
べ
た
背
景
に
は
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
に
依
拠
し
て
「
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
改
造
」
を
行
う
と
い
う
問
題
意
識

が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う

(3)

。
こ
の
見
解
に
し
た
が
う
な
ら
、
ピ
カ
ー
ル
が
フ
ッ

サ
ー
ル
時
間
論
の
枠
組
み
の
な
か
で
弁
証
法
を
思
考
し
た
の
に
対
し
、
デ
リ
ダ
は

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
側
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
時
間
論
を
再
考
す
る
こ
と
で
、「
時
間
の
弁

証
法
」
を
思
考
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
ピ
カ
ー
ル
と
デ
リ
ダ
の
立
場
の
違
い
は
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
に

対
す
る
態
度
の
違
い
に
集
約
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
は
思

え
な
い
。
た
し
か
に
、『
発
生
の
問
題
』
の
な
か
で
デ
リ
ダ
は
ピ
カ
ー
ル
に
対
し

て
、『
存
在
と
時
間
』
の
試
み
を
正
当
に
評
価
し
て
い
な
い
と
反
論
し
て
は
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
も
っ
て
、
デ
リ
ダ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
視
点
に
立
っ
て

フ
ッ
サ
ー
ル
を
読
み
直
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
デ

リ
ダ
に
お
い
て
「
時
間
の
弁
証
法
」
は
あ
く
ま
で
「
時
間
性
の
現
象
学
の
掘
り
下

げ
」（PG

, 256

）
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
に
と
っ

て
弁
証
法
は
『
時
間
講
義
』
の
な
か
に
潜
む
本
質
的
な
問
題
な
の
で
あ
り
、
こ
れ

を
踏
ま
え
る
な
ら
、「
時
間
の
弁
証
法
」
を
め
ぐ
る
ピ
カ
ー
ル
と
デ
リ
ダ
の
違
い

も
フ
ッ
サ
ー
ル
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
す
る
態
度
の
違
い
と
し
て
で
は
な
く
、
フ
ッ

サ
ー
ル
解
釈
の
戦
略
の
違
い
と
し
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う

(4)

。

と
こ
ろ
で
、「
時
間
意
識
と
客
観
的
時
間
の
関
係
」
の
問
題
は
、
ピ
カ
ー
ル
と

デ
リ
ダ
に
お
け
る
弁
証
法
概
念
の
差
異
を
測
る
た
め
の
有
力
な
手
が
か
り
と
な
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
周
知
の
と
お
り
、『
時
間
講
義
』
は
、
意
識
の
内
在
的
時
間

が
い
か
に
し
て
客
観
的
時
間
を
構
成
す
る
か
を
記
述
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る

が
、
こ
れ
は
ピ
カ
ー
ル
と
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
重
要
な
論
点
に
な
る
。
事
実
、
ピ

カ
ー
ル
は
時
間
意
識
の
な
か
に
弁
証
法
の
構
造
を
見
た
後
、
縦
の
志
向
性
と
横
の

志
向
性
と
い
う
主
題
を
と
お
し
て
時
間
意
識
と
客
観
的
時
間
の
関
係
を
考
察
し
、

そ
こ
か
ら
意
識
と
事
物
の
「
サ
ン
ク
ロ
ニ
ス
ム
（synchronism

e

）」
を
問
題
に

し
よ
う
と
す
る
。
他
方
で
デ
リ
ダ
は
、
彼
女
の
解
釈
を
踏
ま
え
て
時
間
意
識
の
な

か
に
弁
証
法
の
構
造
を
見
い
だ
し
つ
つ
、
受
動
的
綜
合
や
ヒ
ュ
レ
ー
の
問
題
を
経

由
し
て
時
間
意
識
と
客
観
的
時
間
の
関
係
を
取
り
あ
げ
、
そ
こ
に
「
歴
史
的
生
成

（genèse historique

）」
の
契
機
を
見
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
ピ
カ
ー
ル
と
デ
リ

ダ
は
、
時
間
意
識
の
な
か
に
弁
証
法
を
読
み
取
る
と
い
う
点
で
は
立
場
を
共
有
し

な
が
ら
も
、「
時
間
意
識
と
客
観
的
時
間
の
関
係
」
に
関
し
て
は
、
異
な
る
方
向

へ
と
向
か
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
こ
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
両
者
の
差
異
を
ど
う

考
え
る
べ
き
か
。

以
下
で
は
ま
ず
、
ピ
カ
ー
ル
の
『
時
間
講
義
』
解
釈
を
確
認
し
な
が
ら
、
彼
女

が
「
時
間
の
弁
証
法
」
と
「
時
間
意
識
と
客
観
的
時
間
の
関
係
」
を
ど
う
捉
え
て
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い
た
の
か
を
考
察
し
（
二
節
）、
次
に
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
の
デ
リ
ダ
の
見

解
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
（
三
節
）。

２ 

意
識
の
時
間
と
事
物
の
時
間
の
サ
ン
ク
ロ
ニ
ス
ム

ピ
カ
ー
ル
は
、『
時
間
講
義
』
の
な
か
で
フ
ッ
サ
ー
ル
が
語
っ
た
「
時
間
野

（Zeitfeld

）」
の
問
題
に
注
目
し
て
い
る
。「
時
間
野
」
は
個
々
の
今
が
そ
れ
ぞ
れ

過
去
と
未
来
を
「
時
間
の
庭
」
と
し
て
有
す
る
と
い
う
厚
み
あ
る
現
在
を
指
す
が

（vgl. H
ua. X

, 35f.

）、
彼
女
は
こ
れ
を
「
現
前
野
（cham

p de présence

）」
と
言

い
換
え
た
う
え
で
、
そ
こ
に
弁
証
法
の
問
題
を
読
み
取
り
、「
時
間
意
識
と
客
観

的
時
間
の
関
係
」
を
問
題
に
す
る
。
そ
こ
で
議
論
の
前
提
と
し
て
ま
ず
、
ど
の
よ

う
な
点
で
現
前
野
が
弁
証
法
の
構
造
を
も
つ
の
か
を
、（
１
）
原
印
象
と
把
持
の

相
互
媒
介
、（
２
）
未
来
、（
３
）
多
様
性
と
統
一
の
綜
合
と
し
て
の
時
間
、
の
三

点
を
中
心
に
簡
単
に
概
観
し
て
お
き
た
い
。

（
１
）
周
知
の
と
お
り
、
原
印
象
は
把
持
的
変
様
が
始
ま
る
た
め
の
「
源
泉
点
」

（H
ua. X

, 29

）
だ
が
、
ピ
カ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
把
持
か
ら
隔
絶
し
た
純
粋

な
今
で
は
な
い
。『
時
間
講
義
』
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
原
印
象
は
「
そ
れ
だ
け

で
は
な
に
も
の
で
も
あ
り
え
な
い
抽
象
物
」
で
あ
り
、「
非–

今
と
連
続
的
に
媒

介
し
あ
う
」
か
ら
で
あ
る
（H
ua. X

, 40

）。
ピ
カ
ー
ル
の
考
え
で
は
、
こ
の
こ
と

は
、
原
印
象
と
把
持
の
相
互
媒
介
的
な
関
係
性
を
示
し
て
い
る
。
原
印
象
は
把
持

的
変
様
の
起
点
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
今
と
し
て
現
れ
る
の
は
そ
れ
が
「
ま
っ
た

く
連
続
的
な
仕
方
で
先
行
す
る
諸
瞬
間
と
結
び
つ
く
こ
と
で
今
で
あ
る
こ
と
を
や

め
る
」（TH

H
, 17

）
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
原
印
象
は
把
持
の
起
点
で
あ
り
な

が
ら
、
把
持
と
の
関
係
に
お
い
て
は
じ
め
て
今
た
り
う
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で

両
者
は
「
互
い
を
要
求
し
あ
い
、
生
み
だ
し
あ
う
」（TH

H
, 18

）。
こ
う
し
て
彼

女
は
、
原
印
象
と
把
持
の
相
互
媒
介
を
現
前
野
の
な
か
に
見
る
。

（
２
）
現
前
野
の
問
題
は
ま
た
、「
フ
ッ
サ
ー
ル
が
現
在
に
素
朴
な
特
権
を
与
え

て
い
な
い
」（TH

H
, 19

）
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
現
前
野
に
お
い
て
意
識
は
、
以

前
の
今
に
向
か
う
過
去
志
向
を
も
つ
と
と
も
に
新
た
な
今
に
向
か
う
未
来
志
向

（
予
持
）
を
も
ち
、
彼
女
は
予
持
が
「
到
来
し
つ
つ
あ
る
も
の
︹
⋮
︺
に
つ
い
て
、

あ
り
あ
り
と
構
成
さ
れ
統
一
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
意
識
の
渇
望
︹avidité

︺」（TH
H

, 
20

）
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
点
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
同
様
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お

い
て
も
未
来
は
大
き
な
位
置
を
占
め
る
が
、
前
者
が
将
来
か
ら
出
発
し
て
時
間
化

を
思
考
し
た
の
に
対
し
、
後
者
の
場
合
、
不
断
に
発
現
す
る
新
た
な
今
を
志
向
す

る
現
在
か
ら
出
発
し
て
未
来
は
思
考
さ
れ
る

(5)

。

（
３
）
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
未
来
の
身
分
は
、
意
識
流
が
多
様
性
と
統
一
の
綜

合
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。『
時
間
講
義
』
の
第
三
八
節
で
語
ら
れ
る
よ
う

に
、
原
印
象
は
意
識
の
流
れ
の
な
か
で
次
々
と
産
出
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
そ

れ
ぞ
れ
「
か
つ
て
の
原
感
覚
、
か
つ
て
の
今
意
識
の
経
過
様
態
の
連
続
的
な
系

列
」（H

ua. X
, 78

）
を
も
つ
。
つ
ま
り
、
新
た
な
原
印
象
の
産
出
と
以
前
の
今
の

把
持
系
列
は
一
緒
に
共
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ピ
カ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
そ

こ
に
あ
る
の
は
、
新
た
な
今
の
出
現
と
過
去
へ
の
沈
降
が
同
居
す
る
「
同
時
性

（sim
ultanéité

）」
で
あ
る

(6)

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
各
々
の
今
が
把
持
さ
れ
る
こ

と
で
ひ
と
つ
の
連
続
体
と
し
て
統
一
さ
れ
、
不
断
に
新
た
な
今
が
産
出
さ
れ
る

に
応
じ
て
そ
の
つ
ど
多
様
化
す
る
「
連
続
と
非
連
続
、
多
様
性
と
統
一
の
綜
合
」

（TH
H

, 25

）
と
し
て
の
時
間
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
ピ
カ
ー
ル
は
、
現
前
野
の
な
か
に
原
印
象
・
把
持
・
予
持
が
相
互

に
連
動
す
る
弁
証
法
的
な
時
間
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
て
い
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
議

論
は
「
時
間
意
識
と
客
観
的
時
間
の
関
係
」
と
ど
う
関
わ
る
の
か
。
彼
女
は
、
縦

の
志
向
性
と
横
の
志
向
性
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
こ
の
問
題
を
考
察
し
て
い
る
。

周
知
の
と
お
り
、『
時
間
講
義
』
に
お
い
て
縦
の
志
向
性
と
横
の
志
向
性
は
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「
把
持
の
二
重
の
志
向
性
」
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
前
者
は
多
様
な
時
間
客
観

に
向
か
う
意
識
側
の
諸
々
の
作
用
を
、
把
持
を
と
お
し
て
ひ
と
つ
に
統
一
す
る

意
識
の
自
己
構
成
を
指
す
の
に
対
し
、
後
者
は
そ
れ
ら
客
観
を
ひ
と
つ
の
連
続

体
に
統
合
す
る
対
象
の
統
一
を
指
す
（vgl. H

ua. X
, 83

）。
こ
の
二
つ
の
志
向

性
に
つ
い
て
、
ピ
カ
ー
ル
が
ま
ず
注
目
す
る
の
は
横
の
志
向
性
で
あ
る
。
横
の

志
向
性
は
「
超
越
的
な
諸
客
観
の
綜
合
的
で
構
成
的
な
結
合
」（TH

H
, 27

）
を

示
し
て
い
る
が
、
彼
女
は
こ
の
志
向
性
が
客
観
的
時
間
の
構
成
と
不
可
分
で
あ

る
点
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
、
横
の
志
向
性
は
「
外

的
把
持
」
と
も
呼
ば
れ
、
こ
の
把
持
は
多
様
な
現
出
を
と
お
し
て
同
一
の
対
象

を
志
向
す
る
こ
と
で
、「
客
観
的
時
間
を
構
成
す
る
」（H

ua. X
, 118

）。
ピ
カ
ー

ル
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
様
々
な
継
起
的
現
象
を
横
切
っ
て

0

0

0

0

0

同
定
さ
れ
う
る

理
念
的
統
一
」（TH

H
, 27

）
が
客
観
的
時
間
で
あ
り
、
横
の
志
向
性
の
「
横

（quer/ transversal

）」
と
い
う
言
い
回
し
も
、
多
様
な
現
出
を
「
横
切
っ
て
（à 

travers

）」
同
一
の
対
象
が
現
れ
る
と
い
う
特
徴
に
由
来
す
る
（cf. TH

H
, 27

）。

も
っ
と
も
、
ピ
カ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
横
の
志
向
性
を
対
象
の
側

に
、
縦
の
志
向
性
を
意
識
の
側
に
振
り
分
け
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
志
向
性

を
互
い
に
無
関
係
な
二
つ
の
秩
序
と
考
え
た
わ
け
で
は
な
い
。『
時
間
講
義
』
で

語
ら
れ
る
よ
う
に
、
縦
と
横
の
志
向
性
は
「
ひ
と
つ
の
同
じ
事
象
の
二
つ
の
面

の
よ
う
に
互
い
に
絡
み
あ
う
」（H

ua. X
, 83

）。
こ
の
一
節
に
依
拠
し
て
彼
女
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
課
題
が
、
縦
の
志
向
性
と
横
の
志
向
性
の
相
互
関
係
を
と
お
し
て

時
間
意
識
と
客
観
的
時
間
が
互
い
に
対
応
す
る
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

「
い
か
な
る
仕
方
で
認
識
は
存
在
に
達
す
る
の
か
」（TH

H
, 28

）
と
い
う
古
典
的

な
問
い
に
答
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。

で
は
、
縦
の
志
向
性
と
横
の
志
向
性
、
時
間
意
識
と
客
観
的
時
間
は
ど
う
対
応

し
て
い
る
の
か
。
ピ
カ
ー
ル
が
着
目
す
る
の
は
、『
時
間
講
義
』
第
四
三
節
お
よ

び
補
遺
X
で
あ
る
。
そ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
意
識
の
内
在
的
な
時
間
と
客
観
的

時
間
の
対
応
関
係
を
、「
呈
示
（D

arstellung

）」
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
多
様
な
時
間
位
相
を
も
つ
個
々
の
意
識
は
そ
れ
に
対
応
す

る
個
々
の
現
出
の
時
間
位
置
を
呈
示
し
、
そ
し
て
多
様
な
時
間
位
置
を
も
つ
個
々

の
現
出
は
そ
れ
に
対
応
す
る
事
物
の
時
間
位
置
を
呈
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、

「
現
象
学
的
時
間
の
充
実
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
点
と
と
も
に
、
充
実
さ
れ
た
客
観

的
時
間
の
点
が
呈
示
さ
れ
る
」（H

ua. X
, 93

）。
こ
う
し
た
意
識
の
内
在
的
時
間

と
客
観
的
時
間
の
対
応
関
係
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
両
者
は
互
い
に
合
致
す
る
は
ず

で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
議
論
の
な
か
に
ピ
カ
ー
ル
は
、
意
識
の
時
間
と
客
観
的

時
間
と
が
互
い
に
連
動
す
る
「
共
時
間
性
（contem

poranéité

）」
を
見
て
い
る
。

彼
女
の
考
え
で
は
、「
内
在
の
時
間
と
超
越
の
時
間
は
、
い
わ
ば
相
平
行
す
る
二

つ
の
線
の
う
え
で
同
じ
速
さ
で
流
れ
て
い
く
」（TH

H
, 34

）、
つ
ま
り
意
識
の
時

間
と
客
観
的
時
間
は
相
互
に
同
じ
リ
ズ
ム
で
進
展
し
て
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
、
問
題

な
の
は
、「
知
覚
に
し
か
妥
当
し
な
い
法
則
」
を
事
物
の
時
間
に
押
し
つ
け
る
の

で
は
な
く
、
時
間
意
識
と
客
観
的
時
間
と
い
う
「
異
な
る
二
つ
の
次
元
に
同
じ
法

則
を
見
い
だ
す
こ
と
」（ibid.

）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
客
観
的
時

間
は
、
時
間
意
識
と
相
関
す
る
内
在
的
な
時
間
客
観
（
現
出
）
と
対
応
関
係
に
あ

る
事
物
の
時
間
を
意
味
す
る

(7)

。

こ
う
し
て
ピ
カ
ー
ル
は
、『
時
間
講
義
』
に
お
け
る
「
呈
示
」
の
問
題
に
、
事

物
の
時
間
が
「
私
の
意
識
、
あ
ら
ゆ
る
意
識
の
そ
れ
で
も
あ
る
よ
う
な
根
本
的
な

リ
ズ
ム
」（TH

H
, 35

）
に
あ
わ
せ
て
進
ん
で
い
く
場
面
を
見
て
と
る
。
彼
女
に

よ
れ
ば
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
「
純
粋
意
識
の
原
初
的
な
時
間
と
時
間
を
共
に
す
る

︹synchrone

︺
様
々
な
客
観
の
時
間
」（TH

H
, 36

）
と
し
て
の
サ
ン
ク
ロ
ニ
ス
ム

で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
「
第
二
の
種
類
の
同
時
性
」（ibid.

）
を
も
示
し
て
い
る
。

「
第
二
の
種
類
」
と
い
う
の
は
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
な
新
た
な
今
の
出
現
と
過
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去
へ
の
沈
降
が
共
在
す
る
現
前
野
の
「
同
時
性
」
と
は
違
い
、
時
間
意
識
と
客
観

的
時
間
が
同
じ
リ
ズ
ム
で
進
展
す
る
と
い
う
「
共
時
間
性
」
と
い
う
意
味
で
の

「
同
時
性
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
意
識
と
客
観
が
「
共
時
間
性
と
い
う
形
式

の
も
と
で
」（ibid.
）
同
じ
リ
ズ
ム
で
進
展
す
る
時
間
が
、
ピ
カ
ー
ル
に
お
け
る

『
時
間
講
義
』
の
弁
証
法
的
解
釈
の
帰
結
と
な
る
。

３ 

ヒ
ュ
レ
ー
、
受
動
的
総
合
、
歴
史
的
生
成

以
上
を
踏
ま
え
、
次
に
デ
リ
ダ
の
『
時
間
講
義
』
解
釈
の
検
討
に
移
ろ
う
。

『
発
生
の
問
題
』
の
な
か
で
彼
は
、
ピ
カ
ー
ル
と
同
じ
く
、「
こ
の
理
念
的
な
今
も

ま
た
非
-今
か
ら
完
全
に
異
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
非–

今
と
連
続
的
に
媒
介
し

あ
う
」
と
い
う
『
時
間
講
義
』
の
一
節
に
依
拠
し
て
、「
そ
れ
ゆ
え
、
根
源
的
で

構
成
的
な
今
は
︹
⋮
︺「
非–

今
」
と
の
連
続
性
に
お
い
て
し
か
絶
対
的
で
は
な

い
」（PG

, 123

）
と
述
べ
る
。
そ
の
直
後
に
ピ
カ
ー
ル
の
論
文
へ
の
参
照
が
促
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
デ
リ
ダ
は
、
原
印
象
と
把
持
の
弁
証
法
的
な
関
係
に

つ
い
て
は
、
彼
女
の
解
釈
を
踏
襲
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
原
印
象
と
把
持
の
弁
証
法
を
糸
口
と
し
な
が
ら
も
、
デ
リ
ダ
は
ピ

カ
ー
ル
と
ま
っ
た
く
異
な
る
方
向
へ
と
進
む
。
と
い
う
の
も
、『
発
生
の
問
題
』

に
お
い
て
彼
は
、
原
印
象
と
把
持
の
相
互
媒
介
を
「
受
動
的
に
受
け
と
ら
れ
る

「
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
」」（PG

, 121

）
に
結
び
つ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
彼
は
「
時
間
の
弁
証
法
」
を
受
動
的
綜
合
や
ヒ
ュ
レ
ー
と
い
っ
た
主
題
と
の

関
係
で
考
察
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
時
間
意
識
と
客
観
的
時
間
の

関
係
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
受
動
的
綜
合
と

ヒ
ュ
レ
ー
を
中
心
に
デ
リ
ダ
の
議
論
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
彼
が
着
目
す
る
の
は
、
原
印
象
の
身
分
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
原
印

象
は
そ
れ
自
身
で
自
発
的
に
産
出
さ
れ
る
感
覚
与
件
で
あ
り
、
こ
の
与
件
は
意
識

の
産
物
で
は
な
く
、「
意
識
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
で
生
成
し
た
も
の
、
感
受
さ
れ

た
も
の
」（H

ua. X
, 100

）
で
あ
る
。
こ
れ
を
意
識
は
、
今
位
相
と
し
て
措
定
す

る
こ
と
で
生
気
づ
け
る
（beseelen

）。
と
こ
ろ
で
、『
時
間
講
義
』
の
補
遺
V
の

な
か
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
統
握
に
よ
る
生
気
づ
け
の
作
用
と
感
覚
与
件
が
同
時
に

生
じ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
統
握
作
用
が
働
く
前
に
感
覚
与
件
は
す
で
に
構
成
さ

れ
て
い
る
の
か
と
問
う
（vgl. H

ua. X
, 110

）。
こ
の
問
い
に
対
し
て
彼
は
、
統

握
が
始
ま
る
前
に
感
覚
与
件
は
構
成
さ
れ
て
お
り
、「
統
握
が
始
ま
る
と
き
に
は

感
覚
与
件
の
一
部
は
す
で
に
経
過
し
て
お
り
、
な
ん
と
か
把
持
的
に
受
け
取
ら
れ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」（ebd.

）
と
考
え
る
。

こ
う
し
た
議
論
を
受
け
て
、
デ
リ
ダ
は
「
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
一
五
年
後
に

着
手
さ
れ
る
受
動
的
発
生
の
問
題
が
す
で
に
告
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」

（PG
, 121

）
と
問
う
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
上
述
の
議
論
に
お
い
て
問
題
と
な

る
の
は
、
統
握
の
生
気
づ
け
に
先
立
っ
て
「
す
で
に
綜
合
さ
れ
て
い
る
客
観
そ

の
も
の
」（PG

, 122

）
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
意
識
の
生
気
づ
け
作
用
の

素
材
と
な
る
非
志
向
的
な
基
体
（substrat

）
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
意

識
を
超
越
す
る
実
在
的
・
物
質
的
な
な
に
か
で
は
な
く
、
意
識
に
内
在
し
な
が
ら

も
「
志
向
性
に
よ
っ
て
生
気
づ
け
ら
れ
る
に
先
立
っ
て
、
す
で
に
し
て
ひ
と
つ
の

体
験
」（PG

, 153

）
で
あ
り
、
統
握
を
支
え
る
「
構
成
的
な
原
動
力
そ
の
も
の
」

（ibid.

）
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
、
統
握
の
生
気
づ
け
に
よ
る
対
象
構
成
を
「
現
象

学
的
に
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
」
と
、
そ
し
て
受
動
的
な
次
元
で
生
じ
る
対
象
構
成

を
「
存
在
論
的
に
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
」
と
呼
ん
だ
う
え
で
（cf. PG

, 120

）、
把

持
を
媒
介
と
し
て
示
さ
れ
る
感
覚
与
件
の
問
題
の
な
か
に
受
動
的
綜
合
の
萌
芽
を

見
る
。

と
こ
ろ
で
、
彼
は
ヒ
ュ
レ
ー
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、「
現
象
学
的
な
根
源
性
は

自
分
で
は
な
い
も
の
と
の
弁
証
法
的
な
関
係
を
保
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
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（PG
, 121

）
と
問
う
て
い
る
。
こ
こ
で
「
現
象
学
的
な
根
源
性
」
は
意
識
の
統
握

作
用
を
指
し
、「
自
分
で
は
な
い
も
の
」
は
意
識
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
で
生
じ
る

感
覚
与
件
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
デ
リ
ダ
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
統
握
作

用
と
感
覚
的
ヒ
ュ
レ
ー
と
が
本
質
的
に
相
互
的
な
関
係
性
（
弁
証
法
）
の
う
ち
に

あ
る
と
う
い
こ
と
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
は
意
識
に
よ
っ
て

生
気
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
意
味
付
与
さ
れ
た
対
象
と
し
て
現
れ
る
。
他
方
で
、

ヒ
ュ
レ
ー
が
ノ
エ
シ
ス–
ノ
エ
マ
関
係
に
先
立
っ
て
す
で
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か

ら
こ
そ
、
意
識
は
そ
れ
に
意
味
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
統

握
の
作
用
と
ヒ
ュ
レ
ー
は
互
い
に
補
完
し
あ
う
関
係
に
あ
る
の
で
あ
り
、
デ
リ
ダ

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
現
象
学
的
に
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
」
と
「
存
在
論
的
に
ア

プ
リ
オ
リ
な
綜
合
」
と
が
共
属
関
係
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
（cf. PG

, 121

）。

デ
リ
ダ
は
、
こ
の
共
属
関
係
を
「
根
源
的
時
間
と
客
観
的
時
間
の
綜
合
」（PG

, 
123

）
と
も
呼
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
統
握
作
用
と
ヒ
ュ
レ
ー
の
相
互
関
係
は
、
内

在
的
時
間
と
客
観
的
時
間
の
そ
れ
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
な
ぜ

ヒ
ュ
レ
ー
は
客
観
的
時
間
に
結
び
つ
く
の
か
。『
発
生
の
問
題
』
の
な
か
で
彼
は

『
経
験
と
判
断
』
第
三
六
節
を
参
照
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
を
考
察
し
て
い
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
自
我
の
意
味
付
与
作
用
の
基
盤
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
与

え
ら
れ
て
い
る
感
覚
の
場
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
多
種
多
様
な
個
物
が
共
存
し
て
い

る
。
時
間
意
識
は
そ
れ
ら
を
ま
と
ま
り
あ
る
持
続
統
一
と
し
て
直
観
す
る
が
、
そ

の
た
め
に
は
多
様
な
個
物
が
受
動
的
に
あ
ら
か
じ
め
統
一
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（vgl. EU

, 182f.

）。
受
動
的
に
な
さ
れ
る
多
様
な
個
物
の
時
間
の
統
一

は
、「
知
覚
体
験
の
主
観
的
な
時
間
の
対
象
的
意
味
と
共
属
す
る
客
観
的
時
間
」

（EU
, 183

）
に
お
け
る
統
一
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
時
間
意
識
に
よ
る
能
動
的
な

構
成
に
先
立
ち
、
多
様
な
対
象
が
ま
と
ま
り
あ
る
統
一
と
し
て
端
的
に
与
え
ら
れ

て
い
る
。
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
「
意
識
が
必
要
と
し
、
あ
ら

か
じ
め
構
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
意
識
に
現
れ
る
客
観
的
時
間
」（PG

, 200

）
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
客
観
的
時
間
は
受
動
的
に
す
で
に
統
一
さ
れ
て
い
る
多
様
な

感
覚
と
不
可
分
な
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
彼
が
、「
時
間
意
識
と
客
観
的
時
間
の

関
係
」
を
意
識
の
意
味
付
与
の
時
間
と
そ
れ
に
先
立
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
感
覚

与
件
の
時
間
と
の
相
互
関
係
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
客
観
的
時
間
は
世
界
や
間
主
観
性

の
問
題
と
不
可
分
で
も
あ
る
。『
経
験
と
判
断
』
に
お
い
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
客
観
的
時
間
、
客
観
的
な
存
在
、
客
観
的
な
も
の
と
い
う
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
の

規
定
は
、
私
に
と
っ
て
の
存
在
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
他
人
に
と
っ
て
の
存
在
で

も
あ
る
」（EU

, 184

）。
そ
の
た
め
、
意
味
付
与
に
先
立
つ
感
覚
の
場
を
問
う
こ

と
は
、
個
々
の
主
観
的
活
動
が
営
ま
れ
る
場
と
し
て
の
世
界
を
問
う
こ
と
で
も
あ

る
。
も
っ
と
も
、
デ
リ
ダ
の
考
え
で
は
、
こ
の
世
界
は
意
味
付
与
に
先
行
す
る

実
在
的
な
基
体
で
あ
る
と
同
時
に
、「
そ
こ
に
基
礎
を
も
つ
様
々
な
明
証
性
の
無

限
性
に
開
か
れ
て
い
る
可
能
性
」（PG

, 186

）
で
も
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ

ば
、
世
界
は
個
々
の
主
観
的
活
動
の
歴
史
的
連
鎖
の
な
か
で
そ
の
つ
ど
規
定
さ
れ

て
お
り
、
今
後
も
無
限
に
規
定
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
と
い
う
可
能
性
の
地
平
そ
の

も
の
で
あ
る
（vgl. EU

, 46

）。
ゆ
え
に
、
世
界
に
は
過
去
の
活
動
の
連
鎖
の
な

か
で
生
じ
た
様
々
な
形
成
物
が
沈
殿
し
て
お
り
、
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は

前
も
っ
て
与
え
ら
れ
る
世
界
の
時
間
形
式
で
あ
る
客
観
的
時
間
が
「
自
我
が
そ
の

唯
一
の
源
泉
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
歴
史
的
生
成
に
よ
っ
て
弁
証
法
的
に
産
出
さ
れ

る
」（PG

, 201

）
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
歴
史
的
生
成
が
弁
証

法
的
な
産
出
の
運
動
と
さ
れ
て
い
る
点
に
留
意
し
よ
う
。
一
方
で
、
世
界
は
個
々

の
主
観
的
活
動
の
歴
史
的
・
間
主
観
的
な
連
鎖
の
な
か
で
そ
の
つ
ど
規
定
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
現
れ
る
。
他
方
で
、
そ
れ
ら
の
活
動
は
そ
れ
に
先
だ
っ
て
す
で
に

与
え
ら
れ
て
い
る
基
体
を
起
点
と
す
る
。
つ
ま
り
、
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
「
歴
史
的
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生
成
」
と
は
、
主
観
と
世
界
が
互
い
に
互
い
を
生
み
だ
し
あ
う
運
動
で
あ
り
、
こ

の
点
で
、
彼
は
「
時
間
の
弁
証
法
」
を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
発
生
的
歴
史
の
問
題
に
つ

な
げ
て
思
考
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

４　

結
論

ま
と
め
よ
う
。
ピ
カ
ー
ル
は
『
時
間
講
義
』
で
語
ら
れ
る
時
間
野
（
現
前
野
）

の
な
か
に
原
印
象
と
把
持
の
相
互
媒
介
や
同
時
性
の
構
造
を
見
て
と
り
、
さ
ら
に

縦
の
志
向
性
と
横
の
志
向
性
の
関
係
を
経
由
す
る
こ
と
で
、「
時
間
意
識
と
客
観

的
時
間
の
関
係
」
を
意
識
と
事
物
の
「
サ
ン
ク
ロ
ニ
ス
ム
」
と
し
て
思
考
し
て
い

た
。
こ
れ
に
対
し
、
デ
リ
ダ
は
ピ
カ
ー
ル
の
解
釈
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら

統
握
作
用
に
先
立
つ
ヒ
ュ
レ
ー
の
契
機
を
強
調
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
客
観
的

時
間
や
世
界
、
間
主
観
性
の
問
題
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
統
握
と
感
覚
与
件
、

意
識
と
実
在
、
自
我
と
世
界
と
が
相
互
に
作
用
し
あ
う
歴
史
的
な
生
成
を
思
考
し

よ
う
と
し
た
。
こ
こ
か
ら
、「
時
間
の
弁
証
法
」
を
め
ぐ
る
両
者
の
差
異
を
次
の

よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（1）
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
と
い
う
観
点
か
ら
見
る

な
ら
、
ピ
カ
ー
ル
が
あ
く
ま
で
『
時
間
講
義
』
の
枠
組
み
の
な
か
で
弁
証
法
を
思

考
し
て
い
る
の
に
対
し
、
デ
リ
ダ
は
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
の
発
生
的
現
象
学
の
視
点

を
『
時
間
講
義
』
に
投
影
す
る
仕
方
で
こ
れ
を
思
考
し
て
い
る
。
（2）
「
時
間
の
弁

証
法
」
概
念
の
内
実
と
い
う
点
で
は
、
ピ
カ
ー
ル
に
と
っ
て
そ
れ
は
同
じ
リ
ズ
ム

で
進
展
す
る
意
識
と
事
物
の
二
つ
の
時
間
性
の
綜
合
の
働
き
を
指
す
の
に
対
し

て
、
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
自
我
・
実
在
・
世
界
が
相
互
に
生
み
だ
し
あ
う

場
と
し
て
の
歴
史
的
な
時
間
化
で
あ
り
、「
時
間
と
歴
史
」
の
問
題
と
不
可
分
で

あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
現
象
学
受
容
に
お
け
る
デ
リ
ダ
の
位
置
づ
け
を
再

考
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
一
般
に
デ
リ
ダ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
は
、

メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
や
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
リ
ク
ー
ル
で
は
な
く
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
と

タ
オ
の
影
響
の
も
と
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
理
念
の
問
題
を
軸
に
弁
証
法
の
契

機
を
強
調
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る

(8)

。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
確
認

し
て
き
た
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
弁
証
法
は
、
理
念
だ
け
で
な
く
、
ヒ
ュ

レ
ー
や
受
動
性
、
世
界
と
い
っ
た
主
題
と
も
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
と
す
れ

ば
、
初
期
デ
リ
ダ
の
弁
証
法
思
想
は
ま
ず
も
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
発
生
的
現
象

学
を
独
自
に
捉
え
直
す
と
い
う
試
み
で
あ
り
、
理
念
の
問
題
も
ヒ
ュ
レ
ー
や
受
動

性
、
世
界
と
い
っ
た
主
題
と
同
様
に
、
こ
う
し
た
捉
え
直
し
の
途
上
で
焦
点
が
あ

て
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
試
み
る
際
に
、

彼
が
大
き
く
依
拠
し
て
い
た
ピ
カ
ー
ル
が
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
の
教
え
子
に
あ
た

る
哲
学
者
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
デ
リ
ダ
と
先
行
世
代
の
関
係
図
式
も
こ
れ

ま
で
と
は
別
の
仕
方
で
問
い
直
す
道
が
開
か
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
彼
の
思
想
形

成
を
考
え
る
う
え
で
不
可
欠
な
作
業
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

略
号

　
『
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
（H

usserliana

）』
か
ら
の
引
用
は
、H

ua.

の
略
号
と
と
も
に
巻

数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
本
文
中
に
記
し
た
。
そ
の
他
の
著
作

か
ら
の
引
用
は
、
以
下
の
略
号
と
と
も
に
頁
数
を
本
文
中
に
記
し
た
。

E
U

: Edm
und H

usserl, Erfahrung und U
rteil, H

am
burg, Felix M

einer, 1972.

PG
 : Jacques D

errida, Le problèm
e de la genèse dans la philosophie de H

usserl 

[1953-1954], Paris, PU
F, 1990.

T
H

H
 : Yvonne Picard, « Le tem

ps chez H
usserl et chez H

eidegger » [1946], rééd. 

Philosophie (no 100), Paris, M
inuit, 2009, p. 7-37.
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注(1)　

Em
m

anuel Levinas, En découvrant l'existence avec H
usserl et H

eidegger 

[1949], 2
e éd., Paris, V

rin, 1967, p. 156n2. 

(2)　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、D

aniel G
iovannangeli, Figure de la facticité, B

ruxelles, 

P.I.E. Peter Lang, 2010, p. 99-122

を
参
照
。

(3)　

C
f. R

aoul M
oati, D

errida et le langage ordinaire, Paris, H
erm

ann, 2014, p. 

38n48, 39n49.

(4)　
『
発
生
の
問
題
』の
な
か
で
デ
リ
ダ
は
、
弁
証
法
を
問
題
に
す
る
哲
学
的
立
場
を「
存

在
論
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
彼
は
自
ら
の
存
在
論
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
そ
れ
か
ら
区
別

し
て
お
り
（cf. PG

, 257n8

）、
こ
こ
か
ら
、
彼
に
と
っ
て
存
在
論
は
フ
ッ
サ
ー
ル
現

象
学
の
徹
底
化
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
つ
て
筆
者
は
彼
の
存

在
論
を
、『
時
間
講
義
』
で
語
ら
れ
る
「
自
己
現
出
」
や
「
反
省
」
の
問
題
と
の
関
連

か
ら
検
討
す
る
こ
と
で
、
ピ
カ
ー
ル
と
デ
リ
ダ
の
関
係
を
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
│

│ 

松
田
智
裕
、『
弁
証
法
、
戦
争
、
解
読　

前
期
デ
リ
ダ
思
想
の
展
開
史
』、
法
政
大

学
出
版
局
、
二
〇
二
〇
年
、
三
五
七
九
頁
。
な
お
本
論
文
は
、
こ
れ
と
一
部
重
な
る

内
容
も
あ
る
が
、
後
述
す
る
「
時
間
意
識
と
客
観
的
時
間
の
関
係
」
と
い
う
視
点
か

ら
『
時
間
講
義
』
を
め
ぐ
る
両
者
の
関
係
を
改
め
て
再
考
す
る
も
の
で
あ
る
。

(5)　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
が
詳
し
い
。
│
│ C

f. D
aniel G

iovannangeli, 

Figure de la facticité, op. cit., p. 112f.

(6)　

こ
こ
で
の
「
同
時
性
」
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
意
味
で
の
「
同
時
性

（G
leichzeitig

）」
で
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
ピ
カ
ー
ル
は
「
同
時
性
」
を

『
時
間
講
義
』
第
三
八
節
で
語
ら
れ
る
「
い
ち
ど
き
に
（Zugleich

）」
や
「
一
緒
に

（Zusam
m

en

）」
と
同
義
で
用
い
て
い
る
（TH

H
, 17n37, 25n62

）。

(7)　

こ
う
し
た
彼
女
の
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
は
、『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
い
て
空
間
的
共

存
と
時
間
的
継
起
の
総
合
を
時
間
野
（
現
前
野
）
の
な
か
に
見
た
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ

を
想
起
さ
せ
る
議
論
で
あ
る
。
│
│ C

f. M
aurice, M

erleau-Ponty, Phénom
énologie 

de la perception [1945], coll. « Tel », Paris, G
allim

ard, 1976, p. 315.

「
フ
ッ
サ
ー

ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
時
間
」
は
『
知
覚
の
現
象
学
』
の
刊
行
以
前
に
執
筆
さ

れ
て
い
る
た
め
、
彼
に
対
す
る
言
及
は
な
い
が
、
ピ
カ
ー
ル
が
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ

の
弟
子
に
あ
た
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
サ
ン
ク
ロ
ニ
ス
ム
の
問
題
も
彼
の
影
響
下

で
得
ら
れ
た
着
想
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

(8)　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
が
詳
し
い
。
│
│ 

荒
金
直
人
、「
デ
リ
ダ
の

『
発
生
の
問
題
』
に
於
け
る
弁
証
法
」、『
フ
ラ
ン
ス
哲
学
・
思
想
研
究
』
第
九
号
、
日

仏
哲
学
会
、
二
〇
〇
四
年
、
一
六
〇
頁
。

（
松
田
智
裕
・
ま
つ
だ　

と
も
ひ
ろ
・
立
命
館
大
学
）



129 ハイデガー『存在と時間』における「時間性への世界時間の帰属」について

序
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
に
捧
げ
ら
れ
た
膨
大
な
数
の
先
行
研
究
の

な
か
で
「
世
界
時
間
（W

eltzeit

）」
と
い
う
主
題
に
光
を
当
て
た
も
の
は
稀
で
あ

る
。
現
存
在
の
存
在
の
意
味
を
時
間
性
⑴

と
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
同
書

の
暫
定
課
題
を
軸
と
し
て
見
た
場
合
に
、
時
間
性
か
ら
の
通
俗
的
時
間
概
念
の
派

生
の
架
橋
と
い
う
役
割
を
担
う
世
界
時
間
の
分
析
は
周
辺
的
課
題
に
す
ぎ
な
い
と

い
う
外
観
が
生
じ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
世
界
時
間
に
多
少
な
り

と
も
注
意
を
向
け
る
論
者
た
ち
は
、
そ
れ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
時
間
性
論
に
お
い
て

ま
さ
に
中
心
的
だ
と
い
う
見
解
を
示
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
ベ
ル
ネ
は
「
脱
自

的
-地
平
的
時
間
性
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
全
分
析
の
潜
在
的
中
心
は
、
世

界
時
間
と
い
う
こ
の
難
解
な
概
念
で
あ
る
」（B

ernet 1987, p. 521

）
と
主
張
し

て
い
る
し
、
森
も
「『
世
界
時
間
-問
題
』
は
、
末
梢
的
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
現
象

学
的
時
間
概
念
一
般
が
有
意
味
で
あ
り
う
る
か
否
か
を
決
す
る
、
真
正
の
中
枢
的

テ
ー
マ
に
他
な
ら
な
い
」（
森 2018, p. 119

）
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
わ
れ

わ
れ
も
、
そ
こ
へ
と
至
る
理
路
に
相
違
は
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
見
解
を
共
有
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。
本
稿
の
課
題
は
、『
存
在
と
時
間
』
で
頻
出
す
る
「
世
界
時

間
は
時
間
性
に
属
し
て
い
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
解
釈
を
通
じ
て
、
同
書
の
時
間

性
論
に
お
け
る
世
界
時
間
の
中
心
的
な
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ

る
。こ

の
課
題
に
取
り
組
む
に
あ
た
り
、
わ
れ
わ
れ
が
当
該
テ
ー
ゼ
の
解
釈
を
経
由

す
る
の
は
、
時
間
性
と
世
界
時
間
と
の
関
係
に
つ
い
て
広
く
見
ら
れ
る
或
る
誤
解

を
解
く
た
め
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
世
界
時
間
を
時
間
性
か
ら
派
生
し

た
も
の
と
み
な
す
誤
解
で
あ
り
、
こ
の
誤
解
は
た
い
て
い
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け

る
時
間
性
か
ら
の
通
俗
的
時
間
概
念
の
派
生
が
、
ま
ず
時
間
性
か
ら
世
界
時
間

が
派
生
し
、
次
に
世
界
時
間
か
ら
通
俗
的
時
間
概
念
が
派
生
す
る
、
と
い
う
二
段

階
の
派
生
を
経
る
も
の
と
見
る
解
釈
―
―
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
「
二
段
階
派
生

説
」
と
呼
ぶ
―
―
を
土
台
と
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
誤
解
が
多
く
の
論
者
（e. g. 

B
lattner 1999, p. 164 f.; C

arm
an 2003, p. 169; M

assey 2015, p. 114

）
に
見
ら

れ
る
一
方
、
本
稿
が
示
し
た
い
の
は
、
世
界
時
間
は
、
時
間
性
か
ら
派
生
す
る
の

で
は
な
く
、
時
間
性
に
本
質
的
に
属
し
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

が
示
さ
れ
た
な
ら
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
時
間
性
論
に
お
け
る
世
界
時
間
の
中
心
的

な
位
置
づ
け
も
、
お
の
ず
と
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー﹃
存
在
と
時
間
﹄に
お
け
る「
時
間
性
への
世
界
時
間
の
帰
属
」に
つい
て

峰　

尾　

公　

也
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一
、
世
界
時
間
、
時
間
内
部
性
、
通
俗
的
時
間
概
念

は
じ
め
に
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
「
世
界
時
間
」⑵
と
い
う
術
語
が
指

し
て
い
る
も
の
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
同
書
の
第
二
編
第
六
章
に
お
い
て
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
術
語
を
、
現
存
在
が
非
本
来
的
時
間
性
（
予
期
し
保
持
す
る

現
在
化
）
に
基
づ
い
て
配
慮
し
て
い
る
時
間

4

4

4

4

4

4

4

4

を
指
す
も
の
と
し
て
導
入
し
て
い

る
（SZ, 406

）⑶
。
現
存
在
は
ふ
だ
ん
、
誰
か
と
会
話
し
た
り
、
予
定
を
立
て
た

り
、
時
間
を
計
測
し
た
り
す
る
と
き
な
ど
に
、
こ
の
世
界
時
間
を
配
慮
し
て
お

り
、
そ
の
場
合
に
「
い
ま
」「
そ
の
と
き
」「
あ
の
と
き
」
と
い
っ
た
言
葉
で
―
―

声
に
出
し
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
―
―
そ
れ
を
語
り
出
し
て
い
る
（ibid.

）。
こ

の
よ
う
な
世
界
時
間
は
ど
れ
も
「
⋮
し
て
い
る
時
間
」
で
あ
り
、
本
質
上
「
⋮
す

る
の
に
適
当
か
不
適
当
か
」
と
い
う
適
時
性
を
備
え
て
い
る
（SZ, 414

）。
ま
た

裏
返
し
て
見
る
と
、
現
存
在
は
世
界
時
間
を
「
⋮
す
る
た
め
に
」
と
い
う
目
的

連
関
に
お
い
て
配
慮
し
て
い
る
の
で
、
上
記
の
こ
と
を
、
世
界
時
間
は
本
質
上

「
有
意
義
性
（B

edeutsam
keit

）」
を
備
え
て
い
る
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で

き
る
（ibid.

）。
以
上
の
構
造
に
加
え
て
、
世
界
時
間
は
さ
ら
に
「
日
付
可
能
性

（D
atierbarkeit

）」「
緊
張
性
（G

espanntheit

）」「
公
共
性
（Ö

ffentlichkeit

）」

と
い
う
三
つ
の
構
造
を
備
え
て
い
る
（SZ, 416

）。
こ
れ
ら
の
構
造
を
次
の
一
例

に
よ
っ
て
具
体
化
さ
せ
て
お
こ
う
。
私
が
或
る
友
人
を
昼
食
に
誘
お
う
と
電
話
を

か
け
て
「
い
ま
何
を
し
て
い
ま
す
か
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
「
い
ま
仕
事
中
だ
」
と

返
っ
て
き
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
の
「
い
ま
」
は
、
私
に
と
っ
て
は
「
昼
食
を
と

る
の
に
適
当
な

4

4

4

時
間
」
だ
が
、
友
人
に
と
っ
て
は
「
昼
食
を
と
る
の
に
不
適
当
な

4

4

4

4

時
間
」
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
「
い
ま
」
は
、「
○
月
×
日
一
二
時
三
四
分
」
の
よ

う
に
特
定
で
き
る
「
日
付
可
能
性
」
や
、「
休
憩
中4

」
や
「
仕
事
中4

」
と
い
っ
た

よ
う
に
一
定
の
ス
パ
ン
を
も
つ
と
い
う
意
味
で
の
「
緊
張
性
」
や
、
通
話
者
双
方

に
と
っ
て
共
通
で
あ
る
と
い
う
「
公
共
性
」
を
備
え
て
い
る
。

次
に
、
世
界
時
間
が
『
存
在
と
時
間
』
の
時
間
性
論
の
な
か
で
担
っ
て
い
る
地

位
と
役
割
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
世
界
時
間
は
、
世
界
の
な
か
に
あ
る
の
で
は

な
く
、
世
界
に
属
し
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

（SZ, 414

）。
ま
た
世
界
時
間
は
、
時
間
の
一
種
で

は
な
く
、
世
界
の
時
間
規
定

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
り
、
現
存
在
の
時
間
規
定
で
あ
る
時
間
性
と

も
、
世
界
内
部
的
存
在
者
の
時
間
規
定
で
あ
る
時
間
内
部
性
と
も
、
範
疇
的
に
区

別
さ
れ
て
い
る
。
世
界
時
間
は
、
世
界
が
諸
存
在
者
の
世
界
内
部
性
を
構
成
す
る

の
と
並
行
的
に
、
諸
存
在
者
の
時
間
内
部
性
を
構
成
し
て
お
り
（SZ, 420

）、
ハ

イ
デ
ガ
ー
が
「
通
俗
的
時
間
概
念
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、
直
接
に
は
こ
の
時
間
内
部

性
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
（SZ, 404

）。
そ
の
た
め
彼
は
、
時
間
内
部
性
に
基
づ

く
通
俗
的
時
間
概
念
を
「
派
生
的
時
間
」
と
呼
ぶ
一
方
、
そ
れ
が
世
界
時
間
を
介

し
て
派
生
し
て
く
る
と
こ
ろ
の
時
間
性
を
「
根
源
的
時
間
」
と
名
づ
け
る
（SZ, 

329

）。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
間
性
論
に
お
い
て
世
界
時
間
は
、
時
間
性

（
根
源
的
時
間
）
と
通
俗
的
時
間
概
念
（
派
生
的
時
間
）
と
を
架
橋
す
る
役
割
を

担
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
の
う
え
で
今
度
は
、
こ
の
派
生
の
内
実
を
細
か
く
見
て
い
こ
う
。
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
と
っ
て
「
通
俗
的
時
間
概
念
」
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
時
間
論

の
伝
統
の
な
か
で
継
承
さ
れ
て
き
た
「
た
え
ず
『
眼
前
に
あ
る
』
過
ぎ
去
る
と

同
時
に
到
来
し
て
く
る
今
の
連
続
」
を
示
す
時
間
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
今

継
起
（Jetztfolge

）」
や
「
今
時
間
（Jetzt-Zeit

）」
と
い
っ
た
名
称
で
規
定
さ
れ

う
る
（SZ, 421 f.

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
間
概
念
の
成
立
は
、
現

存
在
が
世
界
時
間
に
関
し
て
行
な
う
特
定
の
解
釈

4

4

の
結
果
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
現

存
在
は
、
自
分
が
日
常
的
に
配
慮
し
て
い
る
世
界
時
間
を
、
そ
の
有
意
義
性
を
捨

象
し
つ
つ
解
釈
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
も
つ
先
述
の
諸
構
造
と
、
そ
の
根
底
に
あ

る
時
間
性
の
脱
自
的
-地
平
的
体
制
と
が
、
そ
こ
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
水
平
化

な
い
し
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
今
継
起
」
と
し
て
の
時
間
概
念
を
獲
得
す
る
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（SZ, 422
）。

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
水
平
化
な
い
し
隠
蔽
は
「
完
全
で
は
な

い
」（SZ, 425
）
た
め
、
時
間
性
が
世
界
時
間
や
通
俗
的
時
間
概
念
の
も
と
に
何

ら
か
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
「
日4

付
可
能
性

4

4

4

4

は
時
間
性
の
脱
自
的

4

4

4

体
制
の
反
映

4

4

で
あ
る
」（SZ, 408

）
し
、
今
継
起

と
し
て
の
時
間
に
特
徴
的
な
「
連
続
性
」
は
世
界
時
間
の
も
つ
「
緊
張
性
」
の

痕
跡
で
あ
る
し
、
こ
の
「
緊
張
性
」
は
と
言
え
ば
、
時
間
性
の
も
つ
「
伸
張
性

（Erstrecktheit

）」
の
痕
跡
で
あ
る
（SZ, 423

）。
さ
ら
に
、
時
間
の
い
わ
ゆ
る

「
不
可
逆
性
」
も
、
将
来
か
ら

4

4

4

4

時
熟
す
る
時
間
性
の
脱
自
的
体
制
の
痕
跡
だ
と
さ

れ
る
（SZ, 426

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
象
学
的
な
時
間
解
釈
は
、
時
間
性
の
脱
自

的
-地
平
的
体
制
が
そ
こ
で
は
た
だ
痕
跡
と
し
て
の
み
自
身
を
示
し
て
い
る
通
俗

的
な
時
間
解
釈
に
抗
し
て
、
そ
の
体
制
を
あ
る
が
ま
ま
に
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ

と
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
い
る
。

さ
て
、
通
俗
的
時
間
概
念
が
世
界
時
間
に
関
す
る
特
定
の
解
釈
に
よ
っ
て
派
生

し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
お
の
ず
と
、
世
界

時
間
も
ま
た
時
間
性
に
関
す
る
何
ら
か
の
解
釈
に
よ
っ
て
派
生
し
た
も
の
だ
と
い

う
推
測
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
実
際
、
次
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
記
述
は
ま
さ

に
こ
の
推
測
を
裏
付
け
る
よ
う
に
見
え
る
。

「
い
ま
」「
そ
の
と
き
」「
あ
の
と
き
」と
い
っ
た
言
葉
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
も
の︹
＝

世
界
時
間
︺
に
日
付
可
能
性
と
い
う
構
造
が
本
質
的
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
︹
＝
世
界
時
間
︺
が
、
自
己
解
釈
す
る
時
間
性
︹die sich auslegende 

Zeitlichkeit

︺に
由
来
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
最
も
基
本
的
な
証
拠
で
あ
る
。

（SZ, 408

）

す
る
と
、
ま
ず
時
間
性
は
世
界
時
間
へ
と
、
次
に
世
界
時
間
は
通
俗
的
時
間
概

念
へ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
或
る
解
釈
に
よ
っ
て
派
生
す
る
と
い
う
結
論
に
至
り
、
こ
れ

は
ま
さ
に
二
段
階
派
生
説
に
と
っ
て
好
都
合
な
結
論
に
見
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
結
論
に
は
次
の
よ
う
な
困
難
が
存
し
て
は
い
な
い
か
。
そ
れ
は

す
な
わ
ち
、
も
し
仮
に
、
ま
ず
時
間
性
が
そ
れ
単
体
で
時
熟
し
、
次
に
世
界
時
間

が
こ
の
時
間
性
か
ら
そ
の
自
己
解
釈
を
通
じ
て
派
生
し
て
く
る
と
す
る
と
、
時

間
性
は
根
源
的
に
は
世
界
時
間
か
ら
独
立
に
時
熟
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

が
、
そ
の
場
合
に
、
そ
の
よ
う
な
時
間
性
が
ど
う
し
て
存
在
一
般

4

4

の
意
味
た
り
う

る
の
か
が
分
か
ら
な
く
な
る
、
と
い
う
困
難
で
あ
る
。
現
存
在
の
時
間
性
が
、
自

己
の
存
在
の
意
味
の
み
な
ら
ず
、
自
己
以
外
の
存
在
者
の
存
在
の
意
味
を
も
な
し

て
い
る
と
主
張
で
き
る
の
は
、
こ
の
時
間
性
が
世
界
時
間
と
い
う
そ
の
被
解
釈
性

に
お
い
て
必
然
的
に
自
己
展
開
す
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
世
界
時

間
が
そ
う
し
た
存
在
者
へ
の
接
近
を
現
存
在
に
可
能
に
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い

の
か
。
し
て
み
る
と
、
世
界
時
間
は
た
だ
単
に
時
間
性
か
ら
派
生
す
る
わ
け
で
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
検
討
す
べ
く
、
次
節
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は

「
世
界
時
間
は
時
間
性
に
属
し
て
い
る
」
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ー
ゼ
の
解
釈

を
試
み
る
。

二
、
時
間
性
へ
の
世
界
時
間
の
帰
属

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
第
二
編
第
六
章
の
な
か
で
「
世
界
時
間
は
時

間
性
に
属
し
て
い
る
」
と
い
う
趣
旨
の
テ
ー
ゼ
を
繰
り
返
し
提
示
し
て
い
る
（cf. 

SZ, 405, 419, 420, 426

）。
こ
の
テ
ー
ゼ
の
解
釈
に
着
手
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず

は
そ
の
導
入
節
に
お
け
る
次
の
箇
所
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
な
同
章
の
課
題
を
確

認
し
て
お
く
。
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時
間
性
の
こ
れ
ま
で
の
︹
＝
第
五
章
ま
で
の
︺
性
格
づ
け
は
、
こ
の
現
象
の
す
べ

て
の
次
元
が
考
察
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
そ
も
そ
も
不
十
分
な
だ
け
で
な
く
、
根
本

的
に
隙
間
の
あ
る
︹lückenhaft

︺
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
時
間
性
そ
の
も
の

に
は
、
実
存
論
的
-時
間
的
な
世
界
概
念
と
い
う
厳
密
な
意
味
で
の
世
界
時
間
の
よ

う
な
も
の
が
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
帰
属
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
り
、

ま
た
な
ぜ
必
然
で
あ
る
の
か
が
理
解
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
り
、
存
在
者
が
「
そ
の
う
ち
で
」
現
わ
れ
て
く
る
通
俗
的
に
知
ら
れ
て
い
る
「
時

間
」
と
一
緒
に
こ
の
存
在
者
の
時
間
内
部
性
が
解
明
を
得
る
。（SZ, 405

）

こ
の
箇
所
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
直
前
の
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
に
な
さ
れ
た

時
間
性
に
か
か
わ
る
分
析
が
目
下
の
第
六
章
の
分
析
を
待
た
ず
に
は
「
隙
間
の
あ

る
」
も
の
で
あ
り
、
当
該
テ
ー
ゼ
の
論
証
が
ま
さ
に
こ
の
隙
間
を
埋
め
る
も
の
だ

と
主
張
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
判
明
す
る
の
は
、
こ
の
第
六
章
の
分
析
が
、
時
間

内
部
性
や
通
俗
的
時
間
概
念
と
い
っ
た
時
間
性
の
単
な
る
派
生
態
と
見
え
る
も
の

を
主
題
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
む
し
ろ
時
間
性
の
性
格
づ
け

4

4

4

4

4

4

4

4

へ
と
直
接
に
関
係
し
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
同
章
で
の
彼
の

課
題
は
、
当
該
テ
ー
ゼ
の
論
証
を
通
じ
て
時
間
性
の
性
格
づ
け
の
不
備
を
補
う
こ

と
に
あ
っ
た
と
解
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
当
該
テ
ー
ゼ
は
ど
の
よ
う
に
論
証
さ
れ
て
い
る
の
か
―
―
よ
り
厳

密
に
問
え
ば
、
時
間
性
へ
の
世
界
時
間
の
帰
属
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
り
、
ま

た
な
ぜ
必
然
で
あ
る
の
か
。
前
節
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
世
界
時
間
と
は
世

界
の
時
間
規
定
で
あ
る
と
述
べ
て
き
た
。
し
か
ら
ば
、
現
存
在
へ
の
世
界
の
帰
属

と
、
時
間
性
へ
の
世
界
時
間
の
帰
属
と
は
、
異
な
る
帰
属
で
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ

う
。
そ
の
場
合
に
こ
の
帰
属
は
、
商
品
に
対
す
る
値
札
の
関
係
の
よ
う
に
着
脱
可

能
な
帰
属
で
は
な
く
、
現
存
在
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
ま
た
時
間
性
が
時
熟
す
る

か
ぎ
り
必
然
的
に
成
立
す
る
超
越
論
的

4

4

4

4

⑷

帰
属
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
時
間

性
は
、
そ
の
脱
自
的
-地
平
的
体
制
に
基
づ
い
て
、
現
存
在
が
世
界
へ
と
超
越
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
よ
う
な
現
存
在
へ
の
世
界
の
超
越
論
的
帰
属
関
係

（
世
界
内
存
在
）
を
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
時
間
性
へ
の
世
界
時
間
の
超
越
論
的
帰
属

関
係
を
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
に
し
て
い
る
。
以
上
が
お
そ
ら
く
、「
世
界
時
間

は
、
時
間
性
の
脱
自
的
-地
平
的
体
制
に
基
づ
い
て
、
世
界
と
同
じ

4

4

超
越
を
も
つ
」

（SZ, 419

）
と
書
く
こ
と
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
言
わ
ん
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。こ

う
い
っ
た
次
第
だ
と
す
る
と
、
時
間
性
へ
の
世
界
時
間
の
帰
属
が
何
ら
か
の

「
派
生
」
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。『
存
在
と
時

間
』
の
な
か
に
は
実
際
、
時
間
性
か
ら
世
界
時
間
が
「
派
生
す
る
」
と
い
う
表

現
は
一
度
も
見
ら
れ
ず
、
時
間
性
が
世
界
時
間
を
「
時
熟
さ
せ
る
（zeitigen

）」

（SZ, 420, 436

）
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
時
間
性
は
、
そ
の
脱

自
的
-地
平
的
体
制
に
基
づ
い
て
、
自
身
と
世
界
時
間
と
を
つ
ね
に
一
緒
に
時
熟

さ
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
時
熟
し
た
世
界
時
間
は
、
ど
ん
な
主
観
よ
り
も

「
主
観
的
」
で
あ
り
ま
た
ど
ん
な
客
観
よ
り
も
「
客
観
的
」
で
あ
る
よ
う
な
も
の

と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
主
観
-客
観
関
係
に
存
在
論
的
に
先
立
っ
て
い
る
よ
う
な
現

存
在
の
世
界
内
存
在
と
い
う
根
本
体
制
を
時
間
性
と
一
緒
に

4

4

4

4

4

4

4

可
能
に
し
て
お
り
、

こ
の
意
味
で
ま
た
「
自
己
の
存
在
︹
＝
気
遣
い
︺
を
は
じ
め
て
︹
時
間
性
と
︺
一

緒
に
可
能
に
し
て
い
る
」（SZ, 419

）⑸
。
時
間
性
は
、
そ
れ
に
世
界
時
間
が
本

質
的
に
属
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
み
、
存
在
一
般
の
意
味

4

4

4

4

4

4

4

た
る
十
分
条
件
を
充
た

す
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
当
該
テ
ー
ゼ
の
論
証
に
あ
て
ら
れ
た
第
六
章
の
分

析
は
時
間
性
の
性
格
づ
け
の
不
備
を
補
う
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
も
し
本
当
に
時
間
性
に
世
界
時
間
が
本
質
的
に
属
し
て
お
り
、
し

か
も
「
時
間
性
が
本
質
上
、
三
つ
の
脱
自
態
の
統
一
に
お
い
て
時
熟
す
る
」（SZ, 
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329
）
の
だ
と
す
れ
ば
、
三
つ
の
脱
自
態
の
な
か
の
い
ず
れ
か
が
世
界
時
間
と
本

質
的
に
か
か
わ
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
脱
自
態
と
は
す
な
わ
ち
現
在

4

4

で

あ
る
。
現
在
は
、
気
遣
い
の
構
成
契
機
の
一
つ
で
あ
る
「
⋮
の
も
と
で
の
存
在
」

（
頽
落
性
）
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
（SZ, 327

）、
世
界
内
部
的
存
在
者
へ
の
接

近
を
現
存
在
に
可
能
に
し
て
い
る
脱
自
態
で
あ
る
（SZ, 346

）。
そ
の
一
方
で
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
、
世
界
時
間
が
「
世
界
内
部
的
存
在
者
の
可
能
性
の
条
件
」（SZ, 

419

）
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
た
。
そ
れ
な
ら
、
世
界
時
間
な
し
に
現
存
在
は
ど

う
や
っ
て
世
界
内
部
的
存
在
者
に
接
近
で
き
る
の
か
。
い
ま
や
、
わ
れ
わ
れ
は
次

の
よ
う
に
も
っ
と
厳
密
に
規
定
す
べ
き
で
あ
る
。
現
在
と
は
、
世
界
時
間
を
必
然

的
に
時
熟
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
包
摂
さ
れ
る
世
界
内
部
的
存
在
者
へ
の
接
近

を
現
存
在
に
可
能
に
す
る
脱
自
態
で
あ
る
と
。

以
上
、
時
間
性
は
つ
ね
に
三
つ
の
脱
自
態
の
統
一
に
お
い
て
時
熟
し
、
そ
の
な

か
の
一
つ
で
あ
る
現
在
が
世
界
時
間
を
必
然
的
に
時
熟
さ
せ
る
こ
と
を
示
し
て
き

た
。
現
存
在
は
ふ
だ
ん
、
現
在
に
優
位
を
置
く
非
本
来
的
時
間
性
に
お
い
て
世
界

時
間
を
配
慮
し
て
い
る
た
め
、
世
界
時
間
が
そ
こ
に
属
し
て
い
る
︿
将
来
に
優
位

を
置
く
時
間
性
﹀
の
実
相
に
つ
い
て
は
盲
目
な
ま
ま
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

時
間
性
が
つ
ね
に
自
身
を
隠
蔽
し
つ
つ
世
界
時
間
と
い
う
そ
の
被
解
釈
性
の
う
ち

に
痕
跡
を
残
す
と
い
う
仕
方
で
時
熟
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
痕

跡
だ
け
を
見
て
い
て
は
時
間
性
の
実
相
は
掴
め
な
い
と
主
張
す
る
た
め
、
か
か
る

痕
跡
は
時
間
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
そ
の
派
生
物
で
あ
る
か
の
よ
う
な
外
観
が
生

じ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
実
際
に
は
時
間
性
そ
の
も
の
の
構
成
契
機
を
な
し
て
い

る
。「
世
界
時
間
は
時
間
性
に
属
し
て
い
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
彼
が
言

わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
つ
ま
り
こ
う
い
う
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
二
段
階
派
生
説
へ
の
反
駁

前
節
ま
で
に
、「
世
界
時
間
は
時
間
性
に
属
し
て
い
る
」
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
テ
ー
ゼ
の
解
釈
を
通
じ
て
、
こ
の
帰
属
が
ま
さ
に
時
間
性
の
本
質
に
か
か
わ
っ

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
本
節
で
は
、
世
界
時
間
を
時
間
性
の
派
生

態
と
み
な
す
二
段
階
派
生
説
へ
の
反
駁
を
試
み
る
。
多
く
の
論
者
が
―
―
た
い
て

い
非
明
示
的
に
で
は
あ
る
が
―
―
こ
の
説
を
支
持
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
な
か

で
も
立
場
が
比
較
的
明
瞭
な
ブ
ラ
ッ
ト
ナ
ー
の
解
釈
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た

い
。ブ

ラ
ッ
ト
ナ
ー
は
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
時
間
観
念
論
』
の
な
か
で
、
世
界
時
間

を
時
間
性
の
「
派
生
態
」
な
い
し
「
変
様
態
」（B

lattner 1999, pp. 165 f., 173, 
231

）
と
み
な
し
、
か
つ
ま
た
『
存
在
と
時
間
』
第
二
編
第
六
章
の
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
課
題
を
「
根
源
的
時
間
性
か
ら
の
世
界
時
間
の
派
生
」（p. 164

）
に
あ
る
と
見

た
う
え
で
、
こ
の
派
生
の
失
敗
こ
そ
が
同
書
の
挫
折
を
引
き
起
こ
し
た
一
因
だ
と

い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
（p. 181

）。
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
見
て
、
こ
の
見
解

が
支
持
し
が
た
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
う
は
い
っ
て
も
ブ
ラ
ッ
ト
ナ
ー

が
「
派
生
」
と
い
う
言
葉
で
何
を
理
解
し
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
残
っ

て
い
る
。

ブ
ラ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
派
生
」
を
基
本
的
に
「
依
存
」

の
問
題
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
「
Ｙ
が
な
け
れ
ば
Ｘ
も
な
い
」
と
い
う
意
味
で

の
「
単
な
る
依
存
（sim

ple dependence

）」
と
、「
Ｙ
が
な
け
れ
ば
Ｘ
も
な
い

と
は
か
ぎ
ら
な
い
が
、
Ｙ
が
Ｘ
を
説
明
す
る
」
と
い
う
意
味
で
の
「
説
明
的
依

存
（explanatory dependence

）」
と
の
二
種
類
に
分
け
て
考
え
て
い
る
（cf. p. 

154

）。
彼
に
よ
れ
ば
、
時
間
性
か
ら
の
世
界
時
間
の
派
生
は
「
説
明
的
依
存
」
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
派
生
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
本
戦
略
は
次
の
よ
う
に

要
約
さ
れ
る
。
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ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
本
戦
略
は
、
根
源
的
時
間
性
が
通
俗
的
時
間
（
あ
る
い
は
よ
り

厳
密
に
は
、
通
俗
的
時
間
が
依
存
し
て
い
る
世
界
時
間
）
の
「
説
明
上
の
核
心
」

だ
と
述
べ
る
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
根
源
的
時
間
性
は
、
世
界
時
間
の
核
心
に
あ

る
、
ま
た
世
界
時
間
の
説
明
を
可
能
に
し
て
い
る
と
さ
れ
る
現
象
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。（p. 90
）

こ
の
よ
う
に
ブ
ラ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
世
界
時
間
は
時
間
性
に
説
明
的
に
依
存
し
て

お
り
、
通
俗
的
時
間
概
念
は
世
界
時
間
に
説
明
的
に
依
存
し
て
い
る
、
と
い
う
二

段
階
派
生
説
を
と
っ
た
う
え
で
、
非
連
続
的
な
時
間
性
が
世
界
時
間
の
も
つ
連
続

性
（
緊
張
性
）
を
説
明
で
き
て
い
な
い
と
い
う
点
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
戦
略
上
の

失
敗
を
指
摘
し
て
い
る
（cf. pp. 127, 181 ff.
）。

こ
う
し
て
見
る
と
、
ブ
ラ
ッ
ト
ナ
ー
の
解
釈
は
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
と
大
き
く
は

隔
た
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
ず
、
彼
は
「
派
生
」
と
い
う
言
葉
で
、
時

間
性
が
な
け
れ
ば
世
界
時
間
も
な
い
と
い
う
意
味
で
の
「
単
な
る
依
存
」
を
指
し

て
い
な
い
た
め
（p. 177

）、
わ
れ
わ
れ
が
前
節
で
除
外
し
て
き
た
よ
う
な
、
世
界

時
間
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
時
間
性
の
時
熟
の
可
能
性
を
想
定
し
て
は
い
な
い
。
さ

ら
に
、
彼
が
時
間
性
と
世
界
時
間
と
の
あ
い
だ
に
認
め
て
い
る
「
説
明
的
依
存
」

は
、
世
界
時
間
の
諸
構
造
が
時
間
性
の
脱
自
的
-地
平
的
体
制
か
ら
説
明
さ
れ
る

と
い
う
事
態
を
指
し
た
も
の
に
他
な
ら
ず
、「
世
界
時
間
の
ま
っ
た
き
構
造
は
時

間
性
か
ら
汲
み
取
ら
れ
る
」（SZ, 426

）
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
主
張
の
う
ち
に

こ
の
種
の
依
存
を
読
み
取
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
見
て
も
自
然
に
思

わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
世
界
時
間
の
連
続
性
（
緊
張
性
）
が
非
連
続
的
な
時
間
性
か
ら
説

明
で
き
な
い
と
い
う
点
に
関
し
て
は
ど
う
か
。
ブ
ラ
ッ
ト
ナ
ー
は
「
連
続
性
は
根

源
的
時
間
性
と
世
界
時
間
と
の
区
別
の
根
底
に
あ
る
も
の
だ
」（B

lattner 1999, 

p. 173

）
と
主
張
し
て
い
る
し
、
レ
ー
マ
ー
も
同
様
の
点
に
「
根
源
的
時
間
と
世

界
時
間
と
の
概
念
上
の
断
絶
」（R

öm
er 2010, p. 190

）
を
指
摘
し
て
い
る
。
た

し
か
に
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
脱
自
的
-地
平
的
時
間
性
は
、
現
存
在
の
そ

の
つ
ど
の
現
の
開
示
性
だ
け
を
構
成
し
て
お
り
（cf. SZ, 408

）、
或
る
現
か
ら
次

の
現
へ
の
継
起
を
構
成
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
⑹
。
そ
の
う
え
、
こ
の

継
起
を
説
明
す
る
と
さ
れ
る
「
伸
張
性
」
は
、
時
間
性
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る

と
さ
れ
る
歴
史
性
の
分
析
内
で
は
じ
め
て
明
確
に
主
題
化
さ
れ
て
お
り
（cf. SZ, 

373

）、
し
か
ら
ば
歴
史
性
の
根
源
た
る
時
間
性
が
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
こ
の
伸
張

性
を
引
き
出
し
て
く
る
の
か
は
不
明
瞭
な
ま
ま
で
あ
る
。
時
間
性
か
ら
世
界
時
間

の
諸
構
造
を
説
明
的
に
引
き
出
そ
う
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
試
み
は
、
こ
の
点
で

ま
さ
に
失
敗
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

け
れ
ど
も
ま
た
、
こ
う
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
世
界
時
間
の
も
つ
連
続

性
が
時
間
性
か
ら
説
明
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
時
間
が
時
間
性
に
こ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
連
続
性
を
説
明
的
に
付
け
加
え
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
。
こ
こ
に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
時
間
性
か
ら
の
歴
史
性
の
派
生

に
関
し
て
、
リ
ク
ー
ル
が
「
派
生
的
な
も
の
に
よ
る
根
源
的
な
も
の
の
充
実
化
」

（R
icœ

ur 1985, p. 109

）
と
呼
ん
だ
の
と
似
た
働
き
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
前
節
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、『
存
在
と
時
間
』
第
二
編
第
六
章
に
お

け
る
時
間
性
へ
の
世
界
時
間
の
帰
属
の
論
証
は
時
間
性
の
性
格
づ
け
へ
と
直
接
に

か
か
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
論
証
は
時
間
性
に
、
そ
れ
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
欠
い

て
い
る
連
続
性
と
い
う
構
造
を
付
け
加
え
る
こ
と
で
、
通
俗
的
時
間
概
念
の
説
明

原
理
と
し
て
隙
間
な
く
性
格
づ
け
ら
れ
た
時
間
性
を
提
示
す
る
の
で
は
な
い
か
。

時
間
性
が
世
界
時
間
を
説
明
す
る
の
み
な
ら
ず
、
世
界
時
間
も
ま
た
或
る
面
で
時

間
性
を
説
明
す
る
以
上
、
世
界
時
間
だ
け
が
時
間
性
に
一
方
的
に
依
存
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
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も
っ
と
も
、
以
上
の
こ
と
は
ブ
ラ
ッ
ト
ナ
ー
の
解
釈
へ
の
反
駁
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
彼
も
ま
た
「
根
源
的
時
間
性
と
世
界
時
間
と
は
互
い
に
必
要
と
し
合
っ

て
い
る
と
い
う
意
味
で
相
互
依
存
の
関
係
に
あ
る
」（B

lattner 1999, p. 177

）
と

述
べ
る
よ
う
な
場
合
に
、
こ
の
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
て
み

る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
解
釈
の
ど
の
点
を
反
駁
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
そ

れ
は
、
ブ
ラ
ッ
ト
ナ
ー
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
説
明
戦
略
を
二
段
階
の
派
生
か

ら
な
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
は
、
ブ
ラ
ッ
ト

ナ
ー
が
失
敗
と
み
な
し
て
い
る
こ
の
説
明
戦
略
が
、
果
た
し
て
本
当
に
ハ
イ
デ

ガ
ー
自
身
が
試
み
て
い
る
説
明
戦
略
な
の
か
ど
う
か
を
疑
っ
て
い
る
。
も
し
ハ
イ

デ
ガ
ー
が
世
界
時
間
を
時
間
性
か
ら
派
生
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
世

界
時
間
の
構
造
の
一
つ
（
連
続
性
）
が
時
間
性
か
ら
説
明
で
き
ず
、
む
し
ろ
世
界

時
間
が
時
間
性
に
そ
の
構
造
を
付
け
足
す
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
派
生
つ
ま
り
説

明
戦
略
の
失
敗
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
で
は
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
そ
こ
で
、
世
界
時
間
を
時
間
性
か
ら
派
生
さ
せ
よ
う
と
は
し
て
お
ら
ず
、

む
し
ろ
時
間
性
そ
の
も
の
の
説
明
の
た
め
に
世
界
時
間
の
分
析
を
援
用
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
彼
に
と
っ
て
、
世
界
時
間
は
時
間
性
へ
と
偶
有
的
に
で

は
な
く
本
質
的
に

4

4

4

4

属
し
て
お
り
、
そ
れ
と
切
り
離
さ
れ
て
は
時
間
性
そ
の
も
の
の

性
格
づ
け
が
不
十
分
な
ま
ま
に
留
ま
る
か
ら
で
あ
る
。

結
以
上
、
世
界
時
間
は
時
間
性
か
ら
派
生
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
本
質
的
に

属
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
き
た
。
時
間
性
は
、
世
界
時
間
と
切
り
離
さ
れ
て
は

時
熟
で
き
ず
、
存
在
一
般
の
意
味
も
な
し
え
な
い
。
む
し
ろ
時
間
性
は
、
そ
の
脱

自
的
-地
平
的
体
制
に
基
づ
い
て
、
つ
ね
に
自
身
を
世
界
時
間
と
一
緒
に
時
熟
さ

せ
る
の
で
あ
っ
て
、
時
間
性
が
通
俗
的
時
間
概
念
の
諸
構
造
が
そ
こ
か
ら
説
明
さ

れ
る
「
根
源
的
時
間
」
と
い
う
名
称
に
耐
え
う
る
の
は
、
世
界
時
間
と
の
こ
う
し

た
統
一
的
時
熟
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。

実
の
と
こ
ろ
、
以
上
の
こ
と
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ク
ス
ト
の
も
と
で
つ
ね
に
一

貫
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
論
点
に
関
す
る
彼
の
記
述
に
は
、
し
ば
し
ば

曖
昧
さ
が
見
ら
れ
、「
時
間
性
か
ら
世
界
時
間
が
派
生
す
る
」
と
い
う
解
釈
の
正

当
性
を
裏
付
け
る
よ
う
に
見
え
る
箇
所
⑺

す
ら
あ
る
。
と
は
い
え
こ
の
解
釈
は
、

『
存
在
と
時
間
』
で
繰
り
返
さ
れ
る
「
世
界
時
間
は
時
間
性
に
属
し
て
い
る
」
と

い
う
テ
ー
ゼ
と
両
立
し
が
た
く
、
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
テ
ー
ゼ
を
堅
く
保

持
す
る
こ
と
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
曖
昧
さ
を
解

消
す
る
こ
と
を
試
み
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
解
消
す
る
こ
と
で
、
世
界
時
間
が

ま
さ
に
彼
の
時
間
性
論
に
お
い
て
中
心
的
な
位
置
づ
け
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
を

明
確
化
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

凡
例

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
文
中
の
丸
括
弧
内
に
以
下
に
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す
略
号
・
頁

数
の
順
に
記
し
た
。
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森
一
郎
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
哲
学
の
可
能
性
―
―
世
界
・
時
間
・
政
治
』
法
政
大
学
出
版
局
、

2018

年

註⑴　

本
稿
で
は
、
付
加
形
容
詞
な
し
の
「
時
間
性
」
と
い
う
語
を
、
つ
ね
に
「
根
源
的

時
間
性
」を
指
す
も
の
と
し
て
使
用
す
る
。
そ
の
場
合
の「
根
源
的
時
間
性
」と
は「
本

来
的
時
間
性
／
非
本
来
的
時
間
性
」
へ
の
様
態
的
差
別
化
に
先
立
つ
「
脱
自
的
-地
平

的
時
間
性
」（
既
在
し
現
在
す
る
将
来
）
の
こ
と
を
指
す
。

⑵　

こ
の
語
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
著
作
中
に
も
見
ら
れ
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
れ
を
彼

独
自
の
意
味
で
使
用
し
て
い
る
。
両
者
の
用
法
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
次

の
レ
ー
マ
ー
の
指
摘
を
参
照
せ
よ
。「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
世
界
時
間
は
或
る
一
つ
の

主
観
な
い
し
間
主
観
的
共
同
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
世
界

時
間
に
よ
っ
て
は
、
現
存
在
の
存
在
が
世
界
内
存
在
と
し
て
総
じ
て
は
じ
め
て
可
能

に
な
る
」（R

öm
er 2010, p. 185

）。

⑶　

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
世
界
時
間
を
こ
の
よ
う
に
導
入
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を「
非

本
来
的
」
時
間
（
性
）
と
言
い
換
え
る
論
者
（e. g. D

ahlstrom
 1995, p. 113; H

eld 

2005 p. 16; M
assey 2015, p. 111

）
が
多
く
い
る
が
、
こ
の
言
い
換
え
は
誤
解
を
招

く
。
と
い
う
の
も
本
稿
が
示
す
よ
う
に
、
世
界
時
間
は
、
特
定
の
時
間
（
性
）
様
態

で
は
な
く
、
本
来
的
で
あ
れ
非
本
来
的
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
時
間
性
に
本
質
的
に
属

し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
森
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
世
界
時

間
の
時
熟
は
、
本
来
的
時
間
性
と
の
対
比
に
お
け
る
『
非
本
来
的
』
時
間
性
と
同
一

視
さ
れ
て
も
な
ら
な
い
」（
森 2018, p. 107

）。
こ
れ
は
、
世
界
時
間
の
時
熟
が
非
本

来
的
時
間
性
の
み
に
特
有
の
現
象
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
を
得
よ

う
。
こ
の
こ
と
を
、
た
と
え
ば
フ
ラ
イ
シ
ャ
ー
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
瞬

間
的
に
︹
＝
本
来
的
に
︺
実
存
し
て
い
る
現
存
在
も
、
と
に
か
く
配
慮
し
て
い
る
か

ぎ
り
、
世
界
時
間
の
時
熟
な
し
で
は
や
っ
て
い
け
な
い
」（Fleischer 1991, p. 57

）。

⑷　

こ
こ
で
の
「
超
越
論
的
」
と
い
う
語
の
使
用
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
論
文
「
根
拠
の

本
質
」
の
な
か
で
そ
れ
に
与
え
て
い
る
次
の
規
定
に
準
拠
す
る
。「
超
越
の
構
造
に
属

し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
世
界
概
念
は
一
つ
の
超
越
論
的
概
念
で
あ
る
。
超
越
論
的

と
い
う
こ
の
術
語
が
名
づ
け
て
い
る
の
は
、
超
越
に
本
質
的
に
属
し
て
お
り
、
自
身

の
内
的
可
能
性
を
超
越
か
ら
借
り
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
で
あ
る
」（W

G
, 35

）。

⑸　

原
文
は 
„dieses Sein erst m

it m
öglich m

acht

“ 

と
あ
り
、m

it

が
何
と
「
一
緒
に
」

を
指
し
て
い
る
か
は
解
釈
の
余
地
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
箇
所
を« rend tout 
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d ’abord possible, conjointem
ent avec la tem

poralité, cet être m
êm

e »

と
し
て
い
る

マ
ル
テ
ィ
ノ
訳
と
同
じ
解
釈
を
と
る
。

⑹　

脱
自
は
、
あ
く
ま
で
「
地
平
」
へ
の
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
だ
が
「
世
界
」
へ
の
、

現
存
在
の
脱
自
―
―
垂
直
的
な
運
動
性
（
超
越
性
）
の
表
現
―
―
で
あ
っ
て
、
或
る

現
か
ら
次
の
現
へ
の
水
平
的

4

4

4

な
移
行
性（
連
続
性
）に
つ
い
て
は
説
明
し
な
い
。
他
方
、

わ
れ
わ
れ
の
見
解
で
は
、
時
間
性
へ
の
世
界
時
間
の
帰
属
と
い
う
論
点
が
こ
れ
を
説

明
す
る
。

⑺　

た
と
え
ば
『
存
在
と
時
間
』
刊
行
直
後
の
講
義
「
現
象
学
の
根
本
諸
問
題
」
に
は
、

明
ら
か
に
世
界
時
間
の
こ
と
を
指
し
て
「
派
生
的
時
間
（abkünftige Zeit

）」
と
い
う

表
現
を
用
い
て
い
る
箇
所
（G

A
24, 383

）
や
、
世
界
時
間
に
「
時
間
性
か
ら
生
じ
た

（aus der Zeitlichkeit

）」
と
付
け
足
し
て
い
る
箇
所
（G

A
24. 384

）
が
あ
る
。

（
峰
尾
公
也
・
み
ね
お　

き
み
な
り
・
早
稲
田
大
学
）
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本
書
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
第
一
部
第
三
編
以
降
が
未
刊
に
終

わ
っ
た
経
緯
を
、
現
存
在
の
時
間
性
に
は
還
元
で
き
な
い
自
然
・
言
語
・
歴
史
の

問
題
に
起
因
す
る
も
の
と
捉
え
た
上
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
陥
っ
た
こ
の
困
難
を
引

き
受
け
超
克
す
べ
く
思
索
し
た
の
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
リ
ク
ー
ル
、
デ
リ
ダ
で
あ

る
と
い
う
主
張
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
部
か
ら
な
り
、
各
部
は
そ
れ
ぞ
れ

三
つ
の
章
か
ら
な
っ
て
い
る
。
第
一
部
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』

（
一
九
二
七
）、
と
り
わ
け
第
一
部
第
二
編
第
五
章
・
第
六
章
が
、
同
時
期
の
テ
ク

ス
ト
―
―
『
現
象
学
の
根
本
諸
問
題
』（
一
九
二
七
年
講
義
）、『
カ
ン
ト
の
純
粋
理

性
批
判
の
現
象
学
的
解
釈
』（
一
九
二
七
―二
八
年
冬
学
期
講
義
）、『
論
理
学
の
形

而
上
学
的
な
始
元
諸
根
拠
―
―
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
か
ら
出
発
し
て
』（
一
九
二
八
年
夏

学
期
講
義
）、『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』（
一
九
二
九
）
等
―
―
と
合
わ
せ
て

読
解
さ
れ
て
い
る
。
第
二
部
で
は
、
第
一
章
で
、
前
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
（『
存
在
か

ら
存
在
者
へ
』（
一
九
四
七
）、『
時
間
と
他
者
』（
一
九
四
八
）
等
）、
第
二
章
で
、

リ
ク
ー
ル
（『
過
ち
や
す
き
人
間
』（
一
九
六
〇
）、『
時
間
と
物
語
』（
一
九
八
三
―

八
五
）、『
他
者
の
よ
う
な
自
己
自
身
』（
一
九
九
〇
）
等
）、
第
三
章
で
、
前
期

デ
リ
ダ
（『
ハ
イ
デ
ガ
ー
：
存
在
の
問
い
と
歴
史
』（
一
九
六
四
―六
五
年
講
義
）、

「
ウ
ー
シ
ア
と
グ
ラ
ン
メ
ー
」（
一
九
六
八
）
等
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

超
克
者
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
の
中
断
を
、
歴
史
の
問
題
に
起
因
す
る
も
の

と
し
て
捉
え
る
と
い
う
本
著
の
着
想
自
体
は
、
デ
リ
ダ
の
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
』
講
義

（
上
記
）
を
連
想
さ
せ
る
。
た
だ
し
著
者
は
あ
く
ま
で
、
デ
リ
ダ
と
は
独
立
に
、

第
一
部
に
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
い
か
に
し
て
こ
の
問
題
に
お
い
て
ア
ポ
リ
ア
に

陥
っ
た
の
か
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ク
ス
ト
の
読
解
に
立
脚
し
つ
つ
、
示
そ
う
と

し
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
一
方
で
、
現
存
在
の
本
来
的
な
時
間
性
か
ら
時
間
内
部

性
（Innerzeitlichkeit

）
が
派
生
し
、
他
方
で
、
こ
の
同
じ
時
間
性
か
ら
歴
史
性

も
ま
た
演
繹
さ
れ
る
と
し
た
が
、
著
者
は
、
こ
の
よ
う
に
単
一
の
根
源
（
時
間

性
）
か
ら
他
の
も
の
（
時
間
内
部
性
や
歴
史
性
）
が
導
出
さ
れ
る
と
い
う
考
え

方
に
困
難
を
見
る
。
第
一
章
で
は
、
時
間
性
か
ら
の
時
間
内
部
性
の
派
生
、
第

二
章
で
は
、
時
間
性
か
ら
の
歴
史
性
の
演
繹
、
第
三
章
で
は
、
時
間
性
と
時
性

（Tem
poralität

）（
存
在
一
般
の
時
間
性
）
と
の
不
合
致
が
、
問
題
と
し
て
検
討
さ

れ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
、
死
へ
と
向
か
う
、
す
な
わ
ち
有
限
性
を
引
き
受
け
る

現
存
在
の
本
来
的
な
時
間
性
か
ら
こ
そ
、
自
然
科
学
的
、
伝
統
的
な
時
間
概
念
す

自
然
・
言
語
・
歴
史
│
│﹃
存
在
と
時
間
﹄の
限
界
と
彼
方

峰
尾
公
也
著﹃
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
時
間
性
の
哲
学
│
│
根
源
・
派
生
・
媒
介
﹄に
寄
せ
て

長　

坂　

真　

澄
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な
わ
ち
「
通
俗
的
時
間
概
念
」（
無
際
限
の
今
の
継
起
）
の
形
成
が
捉
え
直
さ
れ

る
。
こ
れ
を
説
明
す
る
に
あ
た
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ま
ず
、
時
間
性
か
ら
時
間

内
部
性
（
時
間
が
容
器
の
よ
う
に
あ
り
、
存
在
者
が
そ
の
内
部
に
あ
る
と
す
る
捉

え
方
）
が
派
生
し
、
こ
の
時
間
内
部
性
に
基
づ
い
て
い
る
の
が
通
俗
的
時
間
概
念

で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
時
間
性
か
ら
内
部
時
間
性
へ
の
派
生
の
説
明
の
途
上

で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
世
界
時
間
」
と
い
う
概
念
を
介
入
さ
せ
る
。
世
界
時
間
と

は
、
日
付
が
可
能
で
あ
り
、
伸
び
広
が
り
と
い
う
緊
張
を
持
っ
て
お
り
、
他
の

人
々
と
共
有
さ
れ
る
公
開
性
を
持
つ
時
間
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
Ｍ
・
ア
ー
ル
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
に
依
拠
し
つ
つ
、
著
者
は
、『
存

在
と
時
間
』
は
現
存
在
の
周
囲
世
界
の
内
部
で
出
会
わ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
み
の
自

然
を
問
題
と
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
上
で
、
し
か
し
「
自
然
は
人
間
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
の
ほ
う
が
自
然
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
」
る
と
す
る
「
素
朴
な
」
反
論
に
妥
当
性
を
認
め
る
（27

）。
計
測
可
能
な
時

間
は
、
現
存
在
の
時
間
性
の
み
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
根
源
的

自
然
に
も
根
を
下
ろ
し
て
」
い
る
（31

）。
こ
の
根
源
的
自
然
に
お
け
る
「
自
然

時
間
」（
太
陽
の
運
動
に
基
づ
き
時
計
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
時
間
）
を
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
世
界
時
間
へ
と
ま
ず
還
元
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
訴
え
る
の
だ
が
、
著

者
は
逆
に
こ
の
還
元
を
問
題
と
す
る
（30

）。

第
二
章
に
お
い
て
は
、
時
間
性
か
ら
歴
史
性
の
「
演
繹
」
が
検
討
の
対
象
と
さ

れ
る
。『
存
在
と
時
間
』
第
一
部
第
二
編
第
五
章
「
時
間
性
と
歴
史
性
」
を
読
解

し
つ
つ
、
著
者
は
、
歴
史
性
は
時
間
性
か
ら
の
み
説
明
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、

時
間
性
に
は
な
く
歴
史
性
に
の
み
あ
る
よ
う
な
性
格
が
あ
る
と
し
、
そ
れ
は
「
語

り
に
よ
る
伝
承
に
特
有
の
性
格
」（67

）
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
言
語
は
「
時
間

性
に
よ
る
統
一
的
な
基
礎
付
け
に
よ
っ
て
は
原
理
的
に
説
明
で
き
な
い
何
か
」
で

あ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
時
間
性
の
哲
学
の
盲
点
で
あ
る
と
さ
れ
る
（70

）。

第
三
章
で
は
、『
論
理
学
の
形
而
上
学
的
な
始
元
諸
根
拠
』
等
に
基
づ
き
、
時

間
性
と
時
性
と
の
ず
れ
が
検
討
の
対
象
と
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
現
存
在
と
時

間
性
の
連
関
の
問
い
か
ら
存
在
一
般
と
時
性
の
連
関
の
問
い
へ
の
移
行
に
お
い

て
、
基
礎
的
存
在
論
か
ら
メ
タ
存
在
論
へ
と
移
行
す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、『
存

在
と
時
間
』
に
お
い
て
は
、
世
界
は
す
で
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
メ
タ

存
在
論
に
お
い
て
は
、
い
か
に
し
て
世
界
が
現
存
在
の
自
己
と
統
一
さ
れ
、
世
界

内
存
在
が
構
成
さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
（85

）。
こ
こ
で
「
世
界
進
入
」
と

い
う
概
念
を
通
し
て
歴
史
の
問
題
が
現
れ
る
が
、
こ
の
歴
史
に
対
し
て
も
ま
た
、

時
間
（
現
存
在
の
世
界
へ
の
超
越
に
お
け
る
時
熟
）
が
先
行
し
て
い
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
（88

）、
著
者
は
こ
の
先
行
性
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
と
な
る
。

か
く
し
て
著
者
は
一
貫
し
て
、
自
然
・
言
語
・
歴
史
を
現
存
在
の
時
間
性
に
対

し
て
派
生
的
に
捉
え
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
反
論
す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
自
然
や
言

語
も
ま
た
、
時
間
性
と
と
も
に
存
在
了
解
を
可
能
に
し
て
い
る
（97

）。
ま
た
、

自
然
や
言
語
は
「
時
間
と
は
直
接
に
か
か
わ
り
の
な
い
も
の
」
で
あ
り
（117

）、

こ
れ
ら
は
時
間
性
と
い
う
単
一
の
根
源
へ
と
根
付
か
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す

る
。
自
然
や
言
語
は
、
根
源
的
歴
史
の
媒
介
に
よ
り
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、
時

間
性
と
時
性
の
あ
い
だ
に
あ
る
隙
間
は
、
根
源
的
歴
史
の
媒
介
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
埋
め
る
こ
と
が
で
き
る
―
―
そ
の
よ
う
に
著
者
は
示
唆
す
る
。
こ
の
時
間
性
と

時
性
の
隙
間
の
問
題
を
捉
え
る
た
め
に
、
さ
ら
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
哲
学
の

解
釈
が
検
討
さ
れ
る
。『
カ
ン
ト
』
書
の
読
解
か
ら
、
著
者
は
、
時
間
性
を
超
越

論
的
統
覚
（
根
源
的
自
発
性
）
の
根
底
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
時
性
を
純
粋
自
己

触
発
（
根
源
的
受
容
性
）
と
し
て
解
釈
し
、
こ
の
自
発
性
と
受
容
性
の
媒
介
を
す

る
の
が
、
根
源
的
歴
史
で
あ
る
と
主
張
す
る
（111

）。

以
上
、「
根
源
的
歴
史
」
な
る
概
念
の
導
入
の
必
要
性
が
訴
え
ら
れ
た
第
一
部

に
続
き
、
第
二
部
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
論
じ
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
こ
の
根
源
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的
歴
史
に
よ
る
媒
介
を
論
じ
る
哲
学
者
た
ち
こ
そ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
リ
ク
ー
ル
、

デ
リ
ダ
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
趣
旨
の
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。

ま
ず
第
一
章
で
、
前
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
「
対
決
」
す
る
著
者
と

し
て
論
じ
ら
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
現
存
在
の
時
間
の
時
熟
と
し
て
自

己
触
発
が
論
じ
ら
れ
る
の
に
対
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
他
人
か
ら
の
介
入
（
外
か

ら
の
働
き
か
け
）
を
語
る
。
そ
こ
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
派
生
的
で
あ
る
と
捉
え

る
人
間
同
士
の
関
係
の
場
、
す
な
わ
ち
歴
史
こ
そ
が
、
時
間
の
条
件
と
な
る
と
論

じ
ら
れ
る
（139

―141

）。

第
二
章
で
は
、
リ
ク
ー
ル
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
す
る
「
対
決
」
が
論
じ
ら
れ

る
。
リ
ク
ー
ル
は
『
時
間
と
物
語
』
に
お
い
て
、
時
間
内
部
性
と
歴
史
性
は
等
根

源
的
で
あ
る
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
反
論
し
、
日
付
可
能
性
、
伸
び
広
が
り
と
い

う
緊
張
、
公
開
性
が
な
け
れ
ば
、
歴
史
は
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
時
間
内
部
性
は

歴
史
性
の
前
提
な
の
だ
と
主
張
す
る
（149

）。
他
方
で
、
時
間
性
か
ら
歴
史
性
が

演
繹
さ
れ
る
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
主
張
に
も
リ
ク
ー
ル
は
反
対
す
る
。
歴
史
的

な
も
の
の
公
共
的
性
格
は
時
間
性
に
先
行
す
る
の
で
は
な
い
か
、
時
間
性
の
解
釈

そ
の
も
の
が
言
語
に
属
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
彼
は
問
い
か
け
、
時
間

内
部
性
が
歴
史
に
先
行
し
、
歴
史
性
が
時
間
性
に
先
行
す
る
可
能
性
を
喚
起
す

る
（150

）。
こ
こ
で
根
源
と
派
生
の
関
係
は
、
一
方
的
で
は
な
く
双
方
向
的
に

捉
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、『
過
ち
や
す
き
人
間
』
に
お
い
て
リ
ク
ー
ル

は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
を
批
判
し
、
超
越
論
的
構
想
力
を
、
感
性
と

悟
性
が
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
根
源
的
時
間
性
と
し
て
で
は
な
く
、
感
性
と
悟
性
を

物
語
的
に
媒
介
す
る
筋
立
て
の
働
き
と
し
て
捉
え
直
す
が
、
著
者
は
こ
の
筋
立
て

の
働
き
を
自
ら
の
語
る
根
源
的
歴
史
性
へ
と
結
び
付
け
る
（158

）。
さ
ら
に
こ

の
議
論
は
、『
他
者
の
よ
う
な
自
己
自
身
』 

に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
物
語
的
自
己

同
一
性
へ
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
。
時
間
性
の
時
熟
に
も
と
づ
い
て
自
己
性
の
成
立

を
論
じ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
し
て
、
リ
ク
ー
ル
が
、
筋
立
て
と
い
う
媒
介
に
よ
る

物
語
的
自
己
同
一
性
の
成
立
を
語
る
と
き
、
そ
こ
に
は
、
時
間
の
自
己
触
発
の
み

に
と
ど
ま
ら
な
い
、
異
他
的
な
も
の
の
媒
介
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る

（160

）。
最
後
に
、
第
三
章
で
は
、
前
期
デ
リ
ダ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
す
る
「
対
決
」
者

と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
デ
リ
ダ
は
、『
ハ
イ
デ
ガ
ー
』
講
義
に
お
い
て
、『
存
在

と
時
間
』
第
一
部
第
二
編
第
五
章
・
第
六
章
を
読
み
つ
つ
、 『
存
在
と
時
間
』
の

「
息
切
れ
」（
中
断
）
の
理
由
と
し
て
、
歴
史
性
を
時
間
性
に
根
付
く
も
の
と
し
て

説
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
歴
史
性
を
語
る
た
め
の
（
時
間
性
に
依
存
し
な
い
）
範

疇
が
欠
如
し
て
し
ま
う
こ
と
を
挙
げ
る
。
し
か
し
同
時
に
デ
リ
ダ
は
、
歴
史
性
だ

け
に
特
有
の
概
念
が
『
存
在
と
時
間
』
に
も
な
お
も
存
在
す
る
こ
と
に
着
目
す

る
。
そ
れ
が
、「
自
己
伝
承
」
と
い
う
概
念
で
あ
り
、
こ
れ
を
デ
リ
ダ
は
「
歴
史

的
綜
合
」
と
も
言
い
換
え
る
。
著
者
は
こ
の
箇
所
を
読
解
し
た
上
で
、
デ
リ
ダ

は
、「『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
時
間
性
へ
の
歴
史
性
の
根
付
き
と
い
う
前
提
に

反
し
て
」
歴
史
性
そ
の
も
の
の
根
源
的
性
格
を
強
調
し
て
い
る
の
だ
、
と
の
解
釈

を
提
示
す
る
（178

）。
著
者
に
よ
る
整
理
で
は
、
自
己
触
発
は
根
源
的
時
間
に
よ

る
綜
合
で
あ
る
の
に
対
し
、
自
己
伝
承
は
根
源
的
歴
史
に
よ
る
綜
合
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
さ
ら
に
、
根
源
的
歴
史
の
自
己
伝
承
が
「
差
延
」
と
名
指
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
と
著
者
は
主
張
し
（180

）、「
差
延
」
の
働
き
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
時
間
性

（「
性
起
」）
と
比
較
さ
れ
る
。
両
者
の
相
違
点
は
、（
一
）
差
延
は
単
一
の
根
源
で

は
な
い
こ
と
、（
二
）
差
延
は
痕
跡
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
、（
三
）
差
延
は
歴

史
と
か
か
わ
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
（191

―192

）。

か
く
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
リ
ク
ー
ル
、
デ
リ
ダ
の
三
者
は
、『
存
在
と
時
間
』

の
解
け
な
か
っ
た
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
、「
根
源
的
歴
史
」
こ
そ
を
語
っ
た
哲
学
者

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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以
上
が
本
著
の
大
略
的
な
見
取
り
図
で
あ
る
が
、
以
下
に
評
者
の
見
解
を
簡
単

に
記
し
た
い
。
確
か
に
我
々
は
、
自
然
・
言
語
・
歴
史
は
、
現
存
在
の
死
へ
の

先
駆
に
お
け
る
本
来
的
な
時
間
性
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
が
ち
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
素
朴
な
発
想
こ
そ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
打
ち
砕
く
も
の

な
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
か
つ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
歴
史
哲
学
』
講
義
（
一
八
二
二

―三
一
）
序
文
に
お
い
て
、
経
験
的
に
捉
え
ら
れ
る
歴
史
も
ま
た
、
歴
史
家
に
よ

る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
理
性
推
論
を
前
提
と
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
と
は
い
え
歴

史
家
の
反
省
に
よ
る
恣
意
的
な
歴
史
構
築
（「
反
省
的
歴
史
」）
か
ら
理
性
的
な
歴

史
（「
哲
学
的
歴
史
」）
を
区
別
す
る
た
め
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
歴
史
の
終
点
を
理
性

の
完
成
と
す
る
目
的
論
を
導
入
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ニ
ー
チ
ェ
は
「
生
に
対

す
る
歴
史
の
利
害
」（
一
八
七
四
）
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学

を
批
判
す
る
が
、
と
は
い
え
歴
史
家
の
叙
述
か
ら
独
立
し
て
存
在
す
る
か
の
よ
う

に
捉
え
ら
れ
る
「
客
観
的
歴
史
」
の
概
念
を
彼
が
嘲
笑
す
る
と
き
、
こ
こ
で
も
ま

た
、
主
体
の
生
か
ら
独
立
に
歴
史
の
存
在
を
措
定
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
は
共
有

さ
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
第
七
六
節
に
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の

語
る
記
念
碑
的
歴
史
（
行
為
を
鼓
舞
す
る
歴
史
）・
骨
董
的
歴
史
（
保
存
さ
れ
る

歴
史
）・
批
判
的
歴
史
（
超
克
さ
れ
る
歴
史
）
と
い
う
、
あ
く
ま
で
生
き
る
主
体

を
通
し
て
捉
え
ら
れ
る
歴
史
の
三
つ
の
捉
え
方
を
継
承
し
、
将
来
・
既
在
性
・
瞬

間
と
い
う
三
つ
の
脱
自
態
に
お
い
て
掴
み
取
ら
れ
る
も
の
と
し
て
実
存
論
的
に
捉

え
直
す
。
歴
史
的
事
象
は
、
現
存
在
の
時
間
性
以
前
に
実
在
し
た
も
の
と
し
て
前

提
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
現
存
在
が
自
ら
の
自
ら
に
対
す
る
伝
承
と
し
て
、
か
つ

て
あ
っ
た
可
能
性
を
自
ら
の
死
と
い
う
将
来
へ
と
向
か
っ
て
取
り
戻
す
と
き
、
そ

の
も
の
と
し
て
名
付
け
ら
れ
、
歴
史
と
し
て
誕
生
す
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
素

朴
に
「
根
源
的
歴
史
」
な
る
も
の
を
現
存
在
の
時
間
性
の
外
に
前
提
す
る
こ
と

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
以
前
、
さ
ら
に
は
そ
も
そ
も
カ
ン
ト

の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
以
前
へ
と
戻
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
リ
ク
ー
ル
、
デ
リ
ダ
が
、「
け
っ
し
て
現
在
に
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
過
去
」
を
語
ろ
う
と
し
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
著
者
は
言
う
。「
こ
の
過
去

は
︹
⋮
︺『
取
り
戻
し
（W

iederholung

）』
を
構
成
要
素
と
し
て
含
む
本
来
的
時

間
性
の
う
ち
に
は
場
所
を
も
た
な
い
。︹
⋮
︺
そ
れ
は
可
能
化
さ
れ
ざ
る
事
実
性
、

企
投
さ
れ
ざ
る
被
投
性
、
あ
る
い
は
引
き
受
け
ら
れ
ざ
る
遺
産
で
あ
り
、
要
す
る

に
『
存
在
と
時
間
』
が
分
析
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
も
の
で
あ
る
」（191

）。

し
か
し
、
そ
れ
が
取
り
戻
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
、

根
源
的
歴
史
が
「
あ
る
」、
と
素
朴
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
著

者
自
身
、
正
当
に
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
「
永
遠
や
無

限
性
は
現
存
在
の
有
限
性
か
ら
派
生
し
た
『
非
―有
限
性
（U

n-endlichkeit

）』
に

ほ
か
な
ら
ず
、
有
限
的
な
時
間
性
の
ほ
う
が
無
際
限
の
今
継
起
と
し
て
の
時
間
よ

り
も
根
源
的
で
あ
る
」（13

）
以
上
、
現
存
在
の
有
限
的
時
間
性
を
越
え
る
も
の
を

は
じ
め
か
ら
前
提
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
独
断
的
形
而
上
学
に
逆
行
す
る
こ
と
に

等
し
い
。
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
こ
そ
、
歴
史
性
を
時
間
性
に
根
付
け
る
こ
と
を

放
棄
せ
ず
に
、
な
お
も
歴
史
に
つ
い
て
語
る
必
要
が
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
ア

ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
の
箴
言
」（
一
九
五
七
）
に
お
い
て
「
痕
跡
（Spur

）」
概
念

を
導
入
す
る
の
は
、
取
り
戻
さ
れ
得
な
い
存
在
論
的
差
異
に
つ
い
て
な
お
も
語
る

た
め
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
痕
跡
は
、
有
限
性
の
中
で
こ
そ
刻
印
さ
れ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
リ
ク
ー
ル
、
デ
リ
ダ
も
ま
た
痕
跡
に
つ
い
て
語
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
彼
ら
が
有
限
な
時
間
性
の
外
に
歴
史
を
措
定
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ

歴
史
を
有
限
的
な
時
間
性
か
ら
語
る
こ
と
の
必
要
性
を
理
解
し
て
い
る
か
ら
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
帰
結
（
有
限
）
か
ら
そ
の
根
源
へ
と
遡
る
こ
と
に
不
可
避

的
に
伴
う
仮
象
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
仮
象
の
根
源
に
か
え
て
有
限
を
こ
そ
根
源

と
し
て
捉
え
る
と
き
、
痕
跡
概
念
は
要
請
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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著
者
が
言
う
よ
う
に
、「
現
存
在
が
い
よ
う
と
い
ま
い
と
、
自
然
な
い
し
自
然

時
間
は
あ
る
」（204

）
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
哲
学
者
た
ち
は
、
実
在
論

へ
と
逆
行
せ
ず
に
、
超
越
論
的
哲
学
と
い
う
困
難
な
隘
路
を
く
ぐ
り
抜
け
る
必
要

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
長
坂
真
澄
・
な
が
さ
か　

ま
す
み
・
早
稲
田
大
学
）
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研
究
書
と
い
う
も
の
の
成
功
基
準
の
ひ
と
つ
が
、
著
者
自
身
が
設
定
し
た
目
標

を
達
成
し
て
い
る
の
か
否
か
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
書
は
疑

い
な
く
成
功
し
た
研
究
書
で
あ
る
。
ま
た
、
書
物
と
い
う
も
の
の
成
功
基
準
の
ひ

と
つ
が
、
著
者
や
読
者
を
書
物
に
直
接
記
さ
れ
た
こ
と
以
上
の
何
か
を
見
た
り
、

考
え
た
り
す
る
為
の
道
を
切
り
拓
い
て
い
る
の
か
否
か
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、
本
書
は
書
物
と
し
て
も
成
功
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
本
書
評
で
は
、
こ
れ
ら
の
理
由
を
述
べ
る
も
の
と
し
た
い
。

ま
ず
、
著
者
自
身
が
ど
の
よ
う
な
目
標
設
定
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
か
を
確
認

す
る
。
本
書
の
第
一
の
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
か
つ
謙
虚
な
―
と
は
い
え
そ
の
達
成
に
は

忍
耐
を
要
求
す
る
―
目
標
は
、
公
刊
さ
れ
て
日
の
浅
い
資
料
の
読
解
と
紹
介
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
一
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
中
期

思
想
期
に
属
す
る
講
義
録
『
言
語
の
文
学
的
用
法
の
研
究
―
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・

フ
ラ
ン
ス
講
義
草
稿
（Recherches sur l'usage littéraire du langage. C

ours au 
C

ollège de France N
otes, 1953

）』（
以
下
「
文
学
的
用
法
」）
―
こ
れ
は
、
佐
野

も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
講
義
準
備
を
目
的
と
し
た
「
断
片
的
な
メ
モ
の
集
積
」
に

過
ぎ
ず
、
実
際
、
非
専
門
家
が
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
み
て
も
途
方
に
暮
れ
ざ
る
を

得
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
―
の
骨
の
折
れ
る
読
解
、
紹
介
作
業
を
お
こ
な
う
こ

と
が
本
書
の
第
一
の
目
標
で
あ
る
。
著
者
の
解
釈
の
根
幹
に
あ
る
テ
ー
ゼ
は
、
メ

ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
文
学
論
が
示
す
も
の
と
は
、「
書
く
こ
と
」
は
、
そ
れ
自
身

が
、
様
々
な
分
裂
や
対
立
を
抱
え
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
「
生
き
る
こ
と
」
の
「
統

合
」
へ
の
終
わ
り
の
な
い
―
あ
る
い
は
完
全
な
調
和
な
き
統
合
へ
の
―
試
み
で
あ

り
、「
行
為
」
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
（vi.

）。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
「
書
く
こ

と
」
に
根
ざ
し
た
「
言
語
の
用
法
」
は
、
職
業
作
家
と
い
う
限
ら
れ
た
人
々
の
み

が
従
事
す
る
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
表
現
」
と
し
て
の
言
語
の
本

質
を
な
す
も
の
だ
と
さ
れ
る
（pp.211-212

）。
第
二
の
、
そ
し
て
よ
り
根
本
的

と
い
え
る
著
者
の
目
標
は
、
そ
の
よ
う
な
新
資
料
の
読
解
を
背
景
と
す
る
こ
と
で

「
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
全
体
に
つ
い
て
の
従
来
の
理
解
を
刷
新
す
る
こ
と
」

に
あ
る
（vi.

）。
す
な
わ
ち
、「
言
語
」
と
い
う
観
点
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
初
期

思
想
か
ら
「
文
学
的
用
法
」
に
至
る
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
思
想
展
開
の
一
貫
性

を
新
た
な
観
点
か
ら
示
す
こ
と
が
本
書
の
第
二
の
目
標
で
あ
る
。
こ
の
第
二
の
目

標
を
前
に
し
た
著
者
の
着
眼
点
の
射
程
の
広
さ
に
は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
著
者
は
「
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
中
期
文
学
論
」
の
射
程
を
測
る
為
に
、

単
に
『
知
覚
の
現
象
学
』
等
で
の
「
初
期
言
語
論
」
に
着
目
す
る
だ
け
で
は
な

い
。
以
下
で
示
す
よ
う
に
、
著
者
が
提
示
す
る
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
解
釈
の
独
自

佐
野
泰
之
著
﹃
身
体
の
黒
魔
術
、
言
語
の
白
魔
術 

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
に

お
け
る
言
語
と
実
存
﹄                           

（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版 

二
〇
一
九
年
）

池　

田　

裕　

輔
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性
は
、
そ
の
「
反
省
」
概
念
へ
の
着
目
に
あ
り
、
こ
の
概
念
を
中
心
と
し
た
メ
ル

ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
像
を
確
立
す
る
点
に
こ
そ
あ
る
。

著
者
に
従
う
と
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
が
自
身
の
哲
学
の
積
極
的
な
方
法
概
念

と
し
て
語
る
「
反
省
」
は
、
心
理
学
的
な
内
観
と
も
、
意
識
内
容
の
全
面
的
な
対

象
化
を
企
て
る
「
主
知
主
義
的
」
な
反
省
と
も
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

こ
れ
ら
の
意
味
で
の
「
反
省
」
を
「
よ
り
深
い
と
こ
ろ
か
ら
条
件
づ
け
て
い
る
」

よ
う
な
主
体
の
「
自
己
形
成
（B

ildung

）」
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
が
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
「
反
省
」
概
念
で
あ
る
と
予
告
さ
れ
る
（pp.39-40

）。
本
書
の
第

一
部
「
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
と
方
法
の
問
題
」
は
、
こ
の
テ
ー
ゼ
を
敷
衍
す
る
こ

と
を
具
体
的
課
題
と
し
て
い
る
。
様
々
な
現
象
を
解
釈
す
る
両
極
端
な
哲
学
的
立

場
と
し
て
の
（『
行
動
の
構
造
』
や
『
知
覚
の
現
象
学
』
で
い
う
と
こ
ろ
の
）「
実

在
論
／
観
念
論
」
や
「
自
然
主
義
／
批
判
主
義
（
主
知
主
義
）」
と
い
っ
た
一
連

の
理
論
の
（
弁
証
法
的
な
）
対
立
群
、
な
に
よ
り
、
身
体
や
時
間
性
と
い
う
暗
い

「
領
野
」
に
内
在
す
る
様
々
な
「
矛
盾
」
や
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
を
「
統
合
」
す

る
こ
と
が
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
独
自
の
「
反
省
」
概
念
に
負
わ
さ
れ
た
役
割
で
あ

り
、
こ
れ
が
『
知
覚
の
現
象
学
』
で
「
根
本
的
反
省
（réflexion radicale

）」
と

呼
ば
れ
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
（
第
三
章
）。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
「
根
本
的
反
省
」
と
は
そ
も
そ
も
何
を

意
味
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
様
々
な
「
矛
盾
」
や
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
を
「
統

合
」
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
著
者
は
、「
根
本
的
反
省
」
が
「
反
省

す
る
主
体
が
反
省
さ
れ
る
も
の
と
完
全
に
融
合
す
る
こ
と
を
目
指
す
」、
い
わ
ば

「
融
合
」
的
な
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
直
観
」
と
も
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
が
批
判
す
る

「
主
知
主
義
」
に
お
け
る
よ
う
な
、
経
験
か
ら
そ
の
「「
暗
さ
」
を
追
放
し
、
あ

ら
ゆ
る
も
の
を
己
の
眼
前
に
繰
り
広
げ
る
「
純
粋
意
識
」
に
な
ろ
う
と
す
る
態

度
」
に
と
も
な
う
「
離

デ
ガ
ジ
ュ
マ
ン
脱
」
的
な
も
の
と
も
異
な
る
点
を
丁
寧
に
確
認
し
、
む
し

ろ
「
融
合
」
の
挫
折
や
「
全
面
的
反
省
の
不
可
能
性
」
を
前
に
し
て
「
反
省
不
可

能
な
も
の
を
引
き
受
け
る
具
体
的
な
行
為
」
こ
そ
が
「
根
本
的
反
省
」
の
意
味
す

る
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
す
る
（pp.164-167

）。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
行
為

（faire

）」
の
具
体
的
あ
り
方
と
し
て
著
者
が
着
目
す
る
の
が
他
な
ら
ぬ
言
語
表
現

で
あ
る
。「
融
合
」
的
な
反
省
が
、「
原
初
的
沈
黙
」
―
あ
ら
ゆ
る
制
度
化
さ
れ
た

言
語
表
現
の
根
源
に
あ
る
「
固
有
身
体
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
知
覚
世
界
の
経
験
」、

そ
の
「「
領
野
」
の
経
験
」（p.187

）
―
に
沈
潜
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
を
語
る
言

葉
を
持
ち
え
な
い
も
の
で
あ
る
限
り
で
、
そ
し
て
、「
離

デ
ガ
ジ
ュ
マ
ン
脱
」
的
な
反
省
が
「
原

初
的
沈
黙
の
存
在
を
忘
却
な
い
し
否
認
し
、
言
葉
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
た
世
界

の
内
部
で
反
省
を
完
結
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
込
む
態
度
」
で
あ
る
限
り

で
、
両
者
の
統
合
を
目
指
す
「
根
本
的
反
省
」
は
、
む
し
ろ
、「
原
初
的
沈
黙
」

と
「
制
度
化
さ
れ
た
言
語
」
の
緊
張
関
係
―
そ
の
殆
ど
︿
弁
証
法
的
﹀
な
緊
張
関

係
―
を
語
ろ
う
と
す
る
言
語
行
為

4

4

、
創
造
的
な
「
語
る
言
葉
」
で
あ
る
と
さ
れ
る

（pp.190-191

）。

こ
の
よ
う
な
︿
言
語
行
為
と
し
て
の
根
本
的
反
省
﹀
と
い
う
着
想
を
具
体
的
に

展
開
す
る
の
が
「
文
学
的
用
法
」
の
読
解
を
お
こ
な
う
本
書
第
二
部
の
内
実
に
他

な
ら
な
い
。
ま
ず
、『
知
覚
の
現
象
学
』
出
版
以
降
の
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
に
お
け

る
言
語
に
関
す
る
思
索
の
深
ま
り
や
サ
ル
ト
ル
の
『
文
学
と
は
何
か
』
へ
の
彼
の

独
特
な
態
度
を
簡
潔
に
確
認
し
た
う
え
で
（
第
四
章
）、
著
者
は
「
文
学
的
用
法
」

と
い
う
主
に
ヴ
ァ
レ
リ
ー
と
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
関
す
る
「
断
片
的
な
メ
モ
の
集

積
」
を
丹
念
に
読
み
解
く
作
業
に
取
り
掛
か
る
（
第
五
章
お
よ
び
第
六
章
）。
著

者
に
よ
る
驚
く
ほ
ど
明
晰
な
そ
の
再
構
成
に
従
う
と
、「
文
学
的
用
法
」
は
ヴ
ァ

レ
リ
ー
と
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
い
っ
た
作
家
の
実
存
の
物
語

4

4

4

4

4

を
描
き
出
す
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
の
言
語
実
践
は
、
彼
ら
が
自
身
の
「
人
生

4

4

」
の
な
か
で
直

面
し
て
い
た
「
意
識
と
自
然
、
精
神
と
身
体
、
対
自
と
対
他
、
あ
る
い
は
知
性
と
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感
性
」
と
い
っ
た
「
実
存
の
分
裂
」
を
統
合
す
る
試
み
で
あ
り
、『
文
学
的
用
法
』

は
、
こ
れ
を
「
言
葉
に
よ
る
「
自
己
形
成
（B

ildung

）」
の
物
語
」
と
し
て
描
き

出
す
も
の
だ
と
さ
れ
る
（pp.233-237

）。
そ
の
具
体
的
な
内
実
は
（
評
者
の
稚
拙

な
要
約
な
ど
で
は
な
く
）
著
者
自
身
に
よ
る
極
め
て
活
き
活
き
と
し
た
叙
述
の
一

読
を
願
う
も
の
と
し
た
い
が
、「
文
学
的
用
法
」
読
解
を
通
じ
て
著
者
が
引
き
出

し
た
幾
つ
か
の
結
論
の
な
か
で
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
思
想
展
開
に
対
し
て
特

に
重
要
な
も
の
は
次
の
二
点
と
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
語
る
「
錯

綜
体
（l'im

plexe

）」
や
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
根
本
的
な
文
学
的
態
度
・
手
法
と
し

て
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
が
摘
出
す
る
「
間
接
的
言
語
」
や
「
半
沈
黙
」
と
い
っ
た

概
念
は
、
右
に
述
べ
た
「
根
本
的
反
省
」
の
具
体
的
な
「
や
り
方
」
と
し
て
解
釈

さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
限
り
で
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
文
学
論
は
、（
特
殊

な
一
主
題
に
過
ぎ
な
い
ど
こ
ろ
か
）
そ
の
思
想
形
成
の
根
幹
に
位
置
す
る
も
の
と

さ
れ
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
第
二
に
、「
文
学
的
用
法
」、
特
に
そ
の
ス
タ
ン
ダ
ー

ル
論
を
紐
解
く
こ
と
で
、
サ
ル
ト
ル
の
文
学
・
作
家
論
へ
の
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ

の
応
答
が
再
構
成
で
き
る
と
さ
れ
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
メ
ル
ロ

＝ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
は
、
サ
ル
ト
ル
の
文
学
論
か
ら
は
抜
け
落
ち
て
い
る
と
さ

れ
る
「
離

デ
ガ
ジ
ュ
マ
ン
脱
」
と
い
う
契
機
に
焦
点
を
あ
て
、
こ
れ
が
も
つ
「
参

ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン
加
」
と
の
弁
証

法
的
緊
張
関
係
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
（
特
に pp.314-316 
お
よ
び 

pp.329-330 

を
参
照
）。

し
か
し
、
本
書
全
体
の
主
張
と
し
て
最
も
注
目
す
べ
き
な
の
は
、「
文
学
的
用

法
」
の
作
家
論
が
「
根
本
的
反
省
」
の
具
体
的
展
開
と
し
て
理
解
で
き
る
と
い
う

解
釈
か
ら
、
そ
れ
ら
が
「
哲
学
そ
の
も
の
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
わ
る
議

論
」（p.331

）
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
に
こ
そ
あ

る
。
と
い
う
の
も
、『
知
覚
の
現
象
学
』
以
降
の
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
思
想
展
開

が
、
本
来
は
哲
学
者
の
仕
事
で
あ
る
「
根
本
的
反
省
」
の
内
実
の
具
体
化
を
目
指

す
も
の
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
そ
の
具
体
化
と
い
う
も
の
を
ヴ
ァ
レ
リ
ー
や
ス

タ
ン
ダ
ー
ル
と
い
っ
た
作
家
の
言
語
実
践
に
求
め
る
と
い
う
（
あ
る
い
は
ち
ぐ

は
ぐ
な
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
）
著
者
の
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
解
釈
の
基
本
方
針

は
、
む
し
ろ
、
作
家
も
哲
学
者
も
「
人
間
存
在
の
弁
証
法
な
い
し
両
義
性
を
引
き

受
け
、
表
現
し
よ
う
」
と
す
る
限
り
で
「
秘
密
の
血
縁
関
係
」
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
「
生
き
方
」
の
相
違
は
、
あ
く
ま
で
、
そ
れ
ら
の
「
表
現
」
の
「
や
り
方
」

の
相
違
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
著
者
が
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
と
共
に
獲
得
し
た
洞
察

に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
（p.343

）。
あ
る
い
は
、
哲

学
者
と
い
う
「
生
き
方
」
は
、「
真
理
」
へ
と
神
秘
的
に
「
融
合
」
し
よ
う
と
す

る
の
で
も
、「
主
知
主
義
的
」
な
全
面
的
反
省
を
通
じ
た
対
象
化
に
よ
っ
て
「
真

理
」
か
ら
「
離

デ
ガ
ジ
ュ
マ
ン
脱
」
し
よ
う
と
す
る
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
、
作
家
が
そ
う
す
る

よ
う
に
、
常
に
「
離

デ
ガ
ジ
ュ
マ
ン
脱
」
と
の
緊
張
関
係
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
も
あ
く
ま
で

「
参

ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン
加
」
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
者
や
作
家
の
「
生

き
方
」
に
お
け
る
「
参

ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン
加
」
と
「
離

デ
ガ
ジ
ュ
マ
ン
脱
」
と
い
う
も
の
が
「
言
語
」
と
密
接
に
結

び
付
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
情
は
、
現
象
学
者
の
生
き
方
の
場
合
も
同
様
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
著
者
は
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
反
省
お
よ
び
言
語
論
は
、

フ
ィ
ン
ク
が
『
第
六
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
等
で
論
じ
て
い
る
「
超
越
論
的
言
語
」

の
問
題
―
超
越
論
的
現
象
学
の
分
析
が
エ
ポ
ケ
ー
と
現
象
学
的
還
元
の
遂
行
（
い

わ
ば
「
離

デ
ガ
ジ
ュ
マ
ン
脱
」）
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
エ
ポ
ケ
ー

も
現
象
学
的
還
元
も
遂
行
し
て
い
な
い
他
人
に
そ
の
成
果
を
言
語
を
通
じ
て
伝
達

す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
そ
の
遂
行
へ
と
呼
び
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と

い
う
（
い
わ
ば
「
参

ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン
加
」
の
）
問
題
―
へ
の
回
答
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
メ
ル
ロ

＝ポ
ン
テ
ィ
に
あ
っ
て
「
超
越
論
的
言
語
の
問
題
は
現
象
学
者
の
参

ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン
加
の
問
題
へ

と
変
容
す
る
」
の
で
あ
る
（p.335

）（註
）。

こ
の
よ
う
に
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
作
家
・
文
学
論
と
い
う
、（
少
な
く
と
も
問
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題
漢
に
と
っ
て
は
）
一
見
す
る
と
特
殊
で
、
と
も
す
る
と
周
辺
的
な
も
の
に
映
り

か
ね
な
い
論
点
に
着
目
す
る
本
書
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
思
想

全
体
に
対
し
て
果
た
す
決
定
的
な
役
割
を
明
確
に
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
だ

だ
け
で
な
く
（
本
書
の
研
究
書
と
し
て
の
目
標
の
達
成
）、「
哲
学
者
の
生
き
方
」

と
い
う
問
題
設
定
へ
と
読
者
を
誘
う
と
い
う
成
果
を
も
た
ら
す
好
著
で
あ
る
と
い

え
る
（
本
書
の
書
物
と
し
て
の
成
功
）。
後
者
の
点
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
実
際
、

少
な
く
と
も
評
者
は
、
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
「
実
存
的
」
な
作
家
論
や
「
哲
学

者
の
生
き
方
」
と
い
う
著
者
独
自
の
問
題
設
定
の
示
唆
を
通
じ
て
、（
そ
の
多
く

は
と
て
も
合
理
的
な
も
の
と
は
思
え
な
い
）
様
々
な
制
度
や
慣
習
、
そ
し
て
「
矛

盾
」
や
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
に
ま
み
れ
た
普
段
の
教
師
生
活
あ
る
い
は
そ
う
い
え

る
の
で
あ
れ
ば
哲
学
研
究
者
生
活
を
恥
ず
か
し
な
が
ら
ほ
ん
の
少
し
で
も
反
省
す

る
さ
さ
や
か
な
き
っ
か
け
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
感
じ
て
い
る
が
、
本
書
の

著
者
や
あ
る
い
は
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
自
身
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
根
本
に
あ
る

の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
何
か
を
変
え
て
ゆ
く
為
に
ど
う
し
て
も
必
要
な
も
の
と

は
、
そ
の
よ
う
な
個
々
人
の
「
反
省
」
と
「
行
為
（faire
）」
―
こ
れ
が
「
ベ
ル

ク
ソ
ン
的
」
な
「
融
合
」
で
も
、「
主
知
主
義
的
」
な
「
離
脱
」
で
あ
っ
て
も
な

ら
な
い
し
、
積
極
的
な
「
参

ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン
加
」
は
常
に
「
離

デ
ガ
ジ
ュ
マ
ン
脱
」
と
の
緊
張
関
係
に
あ
る
と
い

う
の
が
著
者
と
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
呼
び
か
け
で
あ
る
こ
と
は
既
に
自
明
で
あ

る
―
で
し
か
な
く
、
そ
の
（
主
な
）
媒
体
は
や
は
り
（「
身
体
」
と
の
弁
証
法
的

緊
張
関
係
に
あ
る
）「
言
語
」
な
の
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の

よ
う
な
個
々
の
主
体
の
「
自
己
形
成
（B

ildung

）」
の
可
能
性
へ
の
信
頼
と
再
生

へ
の
誠
実
あ
る
い
は
愚
直
と
も
い
え
る
呼
び
か
け
は
、
下
手
を
す
る
と
時
代
錯
誤

と
い
う
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
普
段
の
具
体
的
な
個
人
の
生
活
に
あ
っ
て
は
、
や
は
り
説
得
力
と
重
み

を
持
ち
続
け
る
訴
え
で
あ
る
よ
う
感
じ
ら
れ
た
次
第
で
あ
る
。

本
書
評
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
最
後
に
一
点
だ
け
大
き
な
問
い
を
投
げ
か
け

る
も
の
と
し
て
み
た
い
。
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
と
「
現
象
学
」
の
関
係
、
そ
し
て
、

そ
も
そ
も
「
現
象
学
」
と
は
結
局
ど
の
よ
う
な
哲
学
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
で

あ
る
。「
生
活
世
界
へ
の
還
帰
」
と
い
っ
た
多
く
の
モ
チ
ー
フ
や
概
念
を
メ
ル
ロ

＝ポ
ン
テ
ィ
が
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
獲
得
し
た
限
り
で
、
そ
の
哲
学
が
「
現
象

学
」
に
由
来
を
も
つ
こ
と
自
体
は
疑
い
え
な
い
。
し
か
し
、
著
者
は
、
こ
の
こ
と

か
ら
「
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
＝
現
象
学
者
」
と
い
う
結
論
を
引
き
出
そ
う
と
す
る

の
か
否
か
（
あ
る
い
は
、「
現
象
学
者
と
し
て
の
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
」
と
い
う
側

面
を
積
極
的
に
評
価
す
る
の
か
否
か
）。
評
者
に
は
、
本
著
は
こ
の
点
を
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
保
留
し
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
よ
う
に
問
う
理
由
は
、
一
方
で
、
歴
史
を
振
り
返
る
と
「
現
象
学

者
」
達
の
運
動
が
そ
の
最
初
期
か
ら
常
に
「
現
象
学
と
は
何
か
？
」
と
い
う
問
題

に
直
面
し
続
け
て
い
た
（
そ
し
て
直
面
し
続
け
て
い
る
）
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

と
い
う
一
般
的
な
点
に
あ
る
。
他
方
で
、
本
書
で
示
さ
れ
た
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ

の
思
想
展
開
は
、「
現
象
学
的
」
で
あ
る
以
上
に
（
あ
る
い
は
「
現
象
学
的
」
で

あ
る
だ
け
で
は
な
く
）、「
両
義
性
」
や
（
最
晩
年
の
表
現
を
乱
暴
に
転
用
し
て
よ

け
れ
ば
）「
総
合
な
き
弁
証
法
」
と
で
も
呼
ば
れ
る
べ
き
彼
固
有
の
方
法
と
そ
の

運
動
に
貫
か
れ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
般
に
、
メ
ル
ロ

＝
ポ
ン
テ
ィ
の
初
期
か
ら
晩
年
へ
の
思
想
展
開
は
「
現
象
学
（
フ
ッ
サ
ー
ル
）
か

ら
存
在
論
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
）
へ
」
と
い
っ
た
図
式
で
理
解
さ
れ
て
き
た
だ
け
に
、

初
期
か
ら
中
期
へ
の
思
想
展
開
を
極
め
て
丁
寧
に
追
跡
し
終
え
た
著
者
の
率
直
な

感
想
を
（
雑
駁
な
質
問
で
恐
縮
だ
が
）
尋
ね
て
み
た
く
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。

 （
註
）
フ
ィ
ン
ク
の
い
う
「
超
越
論
的
言
語
」
や
「
再
世
界
化
」
の
問
題
を
「
現
象
学

者
の
実
践
」
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
る
先
行
研
究
そ
の
も
の
は
数
多
く
あ
る
の
だ
が



149 佐野泰之著『身体の黒魔術、言語の白魔術 メルロ=ポンティにおける言語と実存』

（Sepp: Praxis und Theoria, 1997, Luft: Phänom
enologie der Phänom

enologie 

2002 
等
）、
こ
の
問
題
系
に
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
を
通
じ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を

提
唱
す
る
点
に
本
書
の
独
自
性
が
認
め
ら
れ
る
。

（
池
田
裕
輔
・
い
け
だ　

ゆ
う
す
け
・
釧
路
工
業
高
等
専
門
学
校
）
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二
〇
一
九
年
七
月
、
北
海
道
大
学
に
「
人
間
知
×
脳
×
A
I
研
究
教
育
セ
ン

タ
ー
」
が
設
立
さ
れ
た
。
同
セ
ン
タ
ー
は
、「
新
し
い
人
間
知
の
創
成
」
と
い
う

理
念
の
も
と
、
①
哲
学
や
心
理
学
を
は
じ
め
と
す
る
人
文
社
会
科
学
、
②
神
経

科
学
（
脳
科
学
）、
③
人
工
知
能
（
A
I
）
と
い
う
三
つ
の
学
問
群
が
互
い
に
交

差
す
る
地
点
で
、
学
際
的
な
研
究
・
教
育
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
す

で
に
多
数
の
学
術
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
、
今
年
度
か
ら
は
、
大
学
院
教
育
プ
ロ

グ
ラ
ム
も
開
始
し
て
い
る
。
英
語
名
は C

enter for H
um

an N
ature, A

rtificial 
Intelligence, and N

euroscience 

で
、
略
称
は C

H
A

IN
 

で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
同
セ
ン
タ
ー
の
設
立
に
準
備
段
階
か
ら
関
わ
っ
た
者
と
し
て
、
同

セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
経
緯
や
設
立
の
意
図
・
目
的
、
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら
の
活

動
な
ど
に
つ
い
て
書
き
記
し
て
み
た
い
。

セ
ン
タ
ー
設
置
の
経
緯
と
沿
革

二
〇
一
七
年
三
月
、
北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
（
当
時
、
現
在
は
文
学

研
究
院
へ
と
改
組
）
で
「
卓
越
大
学
院
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
へ
の
応
募
が
検
討
さ
れ
始

め
た
の
が
、
本
セ
ン
タ
ー
設
立
の
出
発
点
で
あ
る
。
そ
の
後
、
卓
越
大
学
院
プ
ロ

グ
ラ
ム
応
募
は
諸
般
の
事
情
で
断
念
さ
れ
た
が
、
人
文
社
会
科
学
・
脳
科
学
・
人

工
知
能
を
組
み
合
わ
せ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ア
イ
デ
ア
は
総
長
と
大
学
本
部
に
高

く
評
価
さ
れ
、
学
長
裁
量
経
費
で
の
セ
ン
タ
ー
設
立
を
目
指
す
こ
と
に
な
っ
た
。

二
〇
一
九
年
、
北
大
内
で
セ
ン
タ
ー
設
置
が
承
認
さ
れ
、
同
年
七
月
、
セ
ン

タ
ー
が
発
足
し
た
。
学
内
九
部
局
か
ら
二
三
名
の
教
員
が
兼
務
教
員
と
し
て
参
画

し
、
準
備
段
階
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
筆
者

が
、
セ
ン
タ
ー
長
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

設
置
準
備
段
階
で
は
、
膨
大
な
作
業
が
必
要
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
文
科
省
へ

の
組
織
整
備
概
算
要
求
に
よ
り
（
こ
れ
が
ま
た
膨
大
な
作
業
を
必
要
と
し
た
が
）、

さ
ら
な
る
予
算
措
置
が
認
め
ら
れ
、
あ
る
程
度
安
定
し
た
財
政
的
基
盤
が
確
保
で

き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
二
〇
一
九
年
か
ら
二
〇
二
〇
年
に
か
け
て

三
名
の
特
任
教
員
を
採
用
し
、
二
〇
二
〇
年
度
は
さ
ら
に
二
名
の
特
任
教
員
を
採

用
す
る
予
定
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
目
的
と
し
て
掲
げ
た
学
際
的
な
研
究
・
教

育
を
強
力
に
推
進
し
て
い
く
体
制
が
整
い
つ
つ
あ
る
。

二
〇
一
九
年
七
月
に
は
三
名
の
講
演
者
を
招
い
て
開
所
式
を
行
い
、
一
六
八
名

の
参
加
者
が
あ
っ
た
。
同
年
一
一
月
に
は
、「
意
識
の
科
学
の
冒
険
│
│
哲
学
・

脳
科
学
・
A
I
・
ロ
ボ
ッ
ト
研
究
の
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
」
と
題
し
て
、
設
立
記
念

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
っ
た
。
講
演
者
と
し
て
、
シ
ョ
ー
ン
・
ギ
ャ
ラ
ガ
ー
教

人
間
知
×
脳
×
Ａ
Ｉ
研
究
教
育
セ
ン
タ
ー（CH

A
IN

）の
設
立
と
最
近
の
活
動

田　

口　
　
　

茂
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授
（
メ
ン
フ
ィ
ス
大
学
）、
ゲ
オ
ル
ク
・
ノ
ル
ト
フ
教
授
（
オ
タ
ワ
大
学
）、
下

條
信
輔
教
授
（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
工
科
大
学
）
な
ど
、
国
内
外
か
ら
八
名
の
研

究
者
を
招
き
、「
意
識
」
研
究
を
め
ぐ
っ
て
学
際
的
な
議
論
を
展
開
し
た
。
延
べ

二
〇
八
名
の
参
加
者
が
あ
り
、
熱
心
な
討
論
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、C

H
A

IN
 

セ
ミ
ナ
ー
と
呼
ば
れ
る
セ
ミ
ナ
ー
シ
リ
ー
ズ
を
不
定
期
に
開
催
し
て
い
る
。
設
立

以
来
、
二
〇
二
〇
年
八
月
現
在
ま
で
に
、
計
一
二
回
開
催
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
二
〇
年
度
か
ら
は
、
大
学
院
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
開
始
し
て
い
る
（
後

述
）。ボ

ッ
フ
ム
大
学
（
ド
イ
ツ
）、
ト
レ
ン
ト
大
学
（
イ
タ
リ
ア
）、
沖
縄
科
学
技
術

大
学
院
大
学
な
ど
、
国
内
外
の
大
学
・
研
究
機
関
と
の
連
携
、
株
式
会
社
ア
ラ

ヤ
、
N
T
T 

デ
ー
タ
経
営
研
究
所
を
始
め
と
す
る
企
業
と
の
連
携
も
進
め
ら
れ

て
お
り
、
大
手
企
業
と
の
共
同
研
究
も
準
備
中
で
あ
る
。

セ
ン
タ
ー
設
立
の
背
景
と
目
的

近
年
、
神
経
科
学
（
脳
科
学
）、
人
工
知
能
（
A
I
）、
人
文
社
会
科
学
の
間

の
壁
が
ま
す
ま
す
低
く
な
り
、
相
互
に
深
く
交
差
し
合
う
場
面
が
増
え
て
き
た
。

一
九
九
〇
年
代
以
降
、fM

R
I 

な
ど
の
脳
イ
メ
ー
ジ
ン
グ
技
術
の
発
展
に
よ
り
、

人
間
の
「
心
」
や
「
意
識
」
と
脳
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
非
侵
襲
的
に
詳
細
な
研

究
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
人
間
が
何
ら
か
の
タ
ス
ク
を

こ
な
し
た
り
何
か
を
意
識
し
た
り
し
て
い
る
と
き
に
、
脳
の
ど
の
部
位
が
ど
の
よ

う
に
活
動
し
て
い
る
か
を
詳
細
に
観
察
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
心

理
学
と
神
経
科
学
は
ほ
と
ん
ど
地
続
き
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
哲
学
的

問
い
を
も
誘
発
す
る
。
続
々
と
発
表
さ
れ
る
研
究
成
果
は
、
哲
学
に
も
イ
ン
パ
ク

ト
を
も
た
ら
し
、
逆
に
、
神
経
科
学
者
た
ち
も
哲
学
的
問
い
に
コ
ミ
ッ
ト
せ
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
国
際
意

識
学
会
（A

SSC

）
と
ツ
ー
ソ
ン
会
議
（TSC

）
と
い
う
意
識
に
関
す
る
二
つ
の

大
規
模
な
学
際
的
国
際
学
会
が
開
催
さ
れ
、
神
経
科
学
者
、
心
理
学
者
、
哲
学

者
、
認
知
科
学
者
、
人
工
知
能
研
究
者
な
ど
が
活
発
な
議
論
を
繰
り
広
げ
て
い

る
。
Ｄ
・
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
の
「
意
識
の
ハ
ー
ド
プ
ロ
ブ
レ
ム
」
な
ど
も
こ
こ
か
ら

生
ま
れ
て
き
た
概
念
で
あ
る
。

他
方
、
神
経
科
学
と
人
工
知
能
と
の
関
わ
り
も
ま
す
ま
す
密
接
に
な
り
つ
つ
あ

る
。
そ
も
そ
も
近
年
の
人
工
知
能
ブ
ー
ム
は
、
脳
の
構
造
や
機
能
に
ヒ
ン
ト
を
得

た
「
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
呼
ば
れ
る
数
理
モ
デ
ル
を
ベ
ー
ス
に
し
て

い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
も
多
層
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
よ
る
機
械
学
習
手
法
で
あ
る
。
他
方
、
情
報
処
理
的
な
観
点
か
ら
脳
の
機
能

を
研
究
す
る
「
計
算
論
的
神
経
科
学
」（com

putational neuroscience

）
と
い
う

分
野
も
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
こ
の
分
野
で
は
機
械
学
習
も
研
究
に

用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
神
経
科
学
研
究
と
人
工
知
能
研
究
は
、
深
く

交
差
し
つ
つ
新
し
い
次
元
の
研
究
を
切
り
拓
き
つ
つ
あ
る
。

こ
う
し
た
研
究
は
、「
人
間
」
に
つ
い
て
の
探
究
と
し
て
長
い
歴
史
と
伝
統
を

も
つ
人
文
社
会
科
学
的
研
究
に
、
新
た
な
問
い
を
提
起
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
現
在
の
人
工
知
能
開
発
に
お
い
て
、
A
I
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
「
好
奇

心
」
を
実
装
す
る
と
い
う
の
は
、
ご
く
普
通
の
手
法
と
な
っ
て
い
る
（
た
と
え

ば B
urda et al. 2018 

を
参
照
）。
ま
た
最
近
で
は
、「
退
屈
」
で
き
る
エ
ー
ジ
ェ

ン
ト
の
方
が
環
境
を
探
索
す
る
上
で
優
秀
な
成
績
を
示
す
と
い
っ
た
研
究
成
果
も

出
て
い
る
（Yu et al. 2019

）。
こ
う
し
た
研
究
は
、「
好
奇
心
」
や
「
退
屈
」
と

い
っ
た
一
見
茫
漠
と
し
た
人
間
の
性
質
に
、
実
験
的
な
仕
方
で
具
体
的
な
分
析
を

加
え
る
可
能
性
を
生
み
出
し
て
い
る
（「
退
屈
」
と
い
う
一
見
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
性

質
が
、
人
間
の
進
化
の
歴
史
の
な
か
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
可
能
性
も

考
え
ら
れ
う
る
）。
逆
に
、
人
文
社
会
科
学
に
お
い
て
研
究
さ
れ
て
き
た
概
念
が
、
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人
工
知
能
研
究
に
お
い
て
重
要
な
ヒ
ン
ト
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
人
文
社
会
科
学
・
神
経
科
学
・
人
工
知
能
が
三
つ
巴
と
な
っ
て

新
た
な
研
究
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
形
成
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、「
人
間
」
を

め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
と
は
一
段
次
元
の
違
う
探
究
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ

る
。
人
間
知
×
脳
×
A
I
研
究
教
育
セ
ン
タ
ー
が
追
求
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う

な
可
能
性
で
あ
る
。
本
セ
ン
タ
ー
は
、
と
り
わ
け
「
意
識
」「
自
己
」「
社
会
性
」

「
合
理
性
」
と
い
う
四
つ
の
テ
ー
マ
に
焦
点
を
当
て
、
学
際
的
な
研
究
・
教
育
を

行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

セ
ン
タ
ー
の
共
同
研
究
１

右
記
の
よ
う
な
背
景
か
ら
生
ま
れ
た
セ
ン
タ
ー
の
学
際
的
共
同
研
究
を
い
く
つ

か
ご
紹
介
し
た
い
。
セ
ン
タ
ー
設
立
の
背
景
に
は
、
卓
越
大
学
院
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

準
備
の
過
程
で
生
ま
れ
た
、
文
学
研
究
科
お
よ
び
情
報
科
学
研
究
科
の
教
員
間

の
学
際
的
連
携
が
あ
る
。
二
〇
一
七
年
か
ら
、
文
学
研
究
科
の
竹
澤
正
哲
准
教
授

（
社
会
心
理
学
）、
小
川
健
二
准
教
授
（
認
知
神
経
科
学
）、
情
報
科
学
研
究
科
の

飯
塚
博
幸
准
教
授
（
人
工
知
能
・
人
工
生
命
）
と
田
口
に
よ
る
共
同
研
究
が
開
始

さ
れ
、
そ
の
後
こ
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
と
し
て
「
課
題
設
定
に
よ
る
先
導
的
人
文

学
・
社
会
科
学
研
究
推
進
事
業
（
領
域
開
拓
プ
ロ
グ
ラ
ム
）」
に
研
究
課
題
が
採

択
さ
れ
た
。
課
題
名
は
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
内
的
多
元
性
│
│
哲
学
と
経
験

科
学
の
協
同
に
よ
る
実
証
研
究
の
展
開
」
で
あ
る
。

こ
の
共
同
研
究
は
、
竹
澤
准
教
授
が
ま
と
め
役
（
代
表
者
）
と
な
り
、
各
メ
ン

バ
ー
の
研
究
内
容
を
摺
り
合
わ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
の
過
程
で
、
田

口
が
前
か
ら
暖
め
て
い
た
自
己
と
間
主
観
性
に
関
す
る
ア
イ
デ
ア
が
、
竹
澤
の
関

心
を
引
い
た
。
自
他
の
間
主
観
的
関
わ
り
に
お
い
て
、
自
己
は
、
必
ず
し
も
い
わ

ゆ
る
「
一
人
称
的
視
点
」
か
ら
他
者
を
眺
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

そ
こ
に
は
「
自
他
の
重
ね
合
わ
せ
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
、
原
初
的
な
意
識
状
態
が
成

り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
自
己
と
他
者
の
表
象
が
成
立
し
た
後

で
、
そ
れ
ら
を
重
ね
合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
明
確
な
自
己
意
識
と
他
者

意
識
の
成
立
に
先
立
つ
よ
う
な
、
原
初
的
な
受
動
的
レ
ベ
ル
で
成
り
立
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
（Taguchi 2006, 2019

）。
あ
る
い
は
、
原
初
的
な
置
き
換
え
関

係
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
ア
イ
デ
ア
を
聴
い
た
竹
澤
は
、
こ
れ
を
実
験
的
研
究

に
落
と
し
込
む
こ
と
が
可
能
だ
と
考
え
た
。
こ
の
共
同
研
究
か
ら
は
、
二
つ
の
実

証
的
研
究
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
１
）
一
つ
は
、
脳
情
報
デ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
手
法
を
用
い
た
神
経
科
学
・
心

理
学
実
験
に
よ
る
研
究
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
普
通
に
世
界
を
見
て
い
る
と
き
の

視
点
は
、
い
わ
ゆ
る
一
人
称
の
視
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ

は
、
実
は
一
人
称
の
自
己
視
点
で
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
他
者
視
点
で
も
な
い
よ

う
な
、
特
有
の
視
点
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
仮
説
の
も
と
、
以
下
の
よ

う
な
実
験
を
行
っ
た
。
映
像
を
指
示
無
し
で
見
る
・
自
己
視
点
で
見
る
・
他
者
視

点
で
見
る
と
い
う
三
つ
の
刺
激
を
与
え
、
そ
の
際
の
脳
の
状
態
を fM

R
I 

で
記
録

し
、
ヴ
ォ
ク
セ
ル
・
パ
タ
ー
ン
（voxel pattern

）
を
解
析
す
る
。
そ
し
て
、
自

己
視
点
・
他
者
視
点
の
判
別
器
を
作
り
、
次
い
で
、
漫
然
と
映
像
を
見
て
い
た
と

き
（
指
示
無
し
）
の
脳
状
態
を
こ
の
判
別
器
に
か
け
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
ご
く
普

通
に
世
界
を
見
て
い
る
と
き
の
視
点
が
、
自
己
視
点
に
近
い
の
か
、
他
者
視
点
に

近
い
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
の
か
を
判
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
現
在
比
較
的
よ
い
結
果
が
出
て
お
り
、
今
後
追
加
実
験
を
行
う
予
定
で
あ

る
。（

２
）
も
う
一
つ
の
実
験
は
、
A
I
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
よ
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
実
験
で
あ
る
。
田
口
に
よ
る
「
自
他
の
重
ね
合
わ
せ
」
の
ア
イ
デ
ア
を
も
と

に
、C

H
A

IN
 

の
野
口
渉
・
博
士
研
究
員
と
飯
塚
博
幸
准
教
授
が
A
I
実
験
を
考
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案
し
た
。
仮
想
環
境
中
を
動
く
A
I
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
、
重
ね
合
わ
せ
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
（superposition netw

ork

）
と
呼
ば
れ
る
単
純
な
シ
ス
テ
ム
を
実
装
す

る
。
そ
の
上
で
、
自
己
の
視
覚
デ
ー
タ
と
運
動
デ
ー
タ
の
予
測
を
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー

ニ
ン
グ
で
学
習
す
る
。
す
る
と
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、（
他
者
視
点
か
ら

の
デ
ー
タ
は
一
切
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
に
）
他
者
視
点
か
ら
の
視
覚
像
も
予
測

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
一
の
重
ね
合
わ
せ
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
自
己
視
点

の
視
覚
像
も
他
者
視
点
の
視
覚
像
も
予
測
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
成
果
は
、EC

A
L 

と A
LIFE 

の
合
同
学
会
（2018

）
で
発
表
さ
れ
（N

oguchi 
et al. 2019

）、
現
在
学
術
誌
に
投
稿
中
で
あ
る
。

セ
ン
タ
ー
の
共
同
研
究
２

二
〇
一
九
年
に
本
セ
ン
タ
ー
は
三
名
の
特
任
教
員
の
公
募
を
行
っ
た
が
、
予
想

よ
り
は
る
か
に
多
数
の
応
募
が
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
三
名
の
研
究
者
が
セ
ン
タ
ー

に
着
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
〇
二
〇
年
一
月
に
吉
田
正
俊
・
特
任
准
教
授
、

同
年
四
月
に
島
崎
秀
昭
・
特
任
准
教
授
と
宮
原
克
典
・
特
任
講
師
が
着
任
し
た
。

こ
の
三
名
の
セ
ン
タ
ー
専
任
教
員
に
よ
り
、C

H
A

IN
 

の
共
同
研
究
が
現
在
さ
ら

に
積
極
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。

吉
田
准
教
授
は
、
シ
ス
テ
ム
神
経
科
学
を
専
門
と
す
る
。
マ
ー
モ
セ
ッ
ト
（
新

世
界
ザ
ル
の
一
種
）
を
用
い
た
動
物
実
験
と
、
計
算
論
的
神
経
科
学
を
組
み
合
わ

せ
、
さ
ら
に
哲
学
や
認
知
科
学
等
の
知
見
を
も
生
か
し
た
意
識
研
究
を
行
っ
て
い

る
。
島
崎
准
教
授
は
、
理
論
神
経
科
学
を
専
門
と
し
、
数
理
・
統
計
を
駆
使
し
た

神
経
科
学
研
究
、
と
り
わ
け
意
識
の
研
究
で
知
ら
れ
る
。
情
報
理
論
・
統
計
物
理

学
・
熱
力
学
・
ベ
イ
ズ
統
計
学
に
加
え
、
機
械
学
習
の
手
法
も
用
い
て
い
る
。
き

わ
め
て
人
工
知
能
と
親
和
性
の
高
い
神
経
科
学
研
究
を
行
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ

い
。
宮
原
講
師
は
、
哲
学
を
専
門
と
し
、
現
象
学
・
心
の
哲
学
・
認
知
科
学
の
分

野
、
と
り
わ
け
身
体
性
認
知
に
造
詣
が
深
い
。
各
国
の
研
究
者
と
多
彩
な
共
同
研

究
を
展
開
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
シ
ョ
ー
ン
・
ギ
ャ
ラ
ガ
ー
と
の
共
著
論
文
な
ど

で
知
ら
れ
る
。
神
経
科
学
者
や
認
知
科
学
者
と
の
共
同
研
究
も
す
で
に
行
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
教
員
が
渦
の
中
心
と
な
り
、
北
大
各
部
局
に
在
籍
し
て
い
る 

C
H

A
IN

 

の
コ
ア
メ
ン
バ
ー
・
兼
務
教
員
も
交
え
て
、
現
在
新
た
な
共
同
研
究
が

様
々
な
形
で
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。

吉
田
と
島
崎
は
、
こ
れ
ま
で
も
神
経
科
学
分
野
に
お
け
る
様
々
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
、
と
り
わ
け
意
識
研
究
に
関
連
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
連
携
し
て
き
た
。
吉

田
と
田
口
は
、
こ
れ
ま
で
も
意
識
に
関
す
る
共
同
研
究
を
進
め
て
お
り
、「
自

由
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
理
と
視
覚
的
意
識
」
と
題
す
る
共
著
論
文
を
発
表
し
て
い

る
（
吉
田
・
田
口 2018

）。
こ
の
論
文
は
、
島
崎
が
編
集
し
た
『
日
本
神
経
回
路

学
会
誌
』
の
「
自
由
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
理
」
特
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の 

C
H

A
IN

 

加
入
に
よ
り
、
こ
う
し
た
相
互
連
携
が
さ
ら
に
加
速
し
て
い
る
。
宮
原

と
の
間
で
は
、
吉
田
・
田
口
も
身
体
性
・
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
へ
の
関
心
を
共

有
し
て
い
る
。
以
上
か
ら
見
て
、
現
在
の C

H
A

IN
 

の
共
同
研
究
を
と
り
わ
け
特

徴
づ
け
て
い
る
の
は
、「
意
識
」「
計
算
論
的
神
経
科
学
」「
自
由
エ
ネ
ル
ギ
ー
原

理
」「
身
体
性
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
最
近
行
わ
れ
た
公
募
に
よ
っ
て
、
鈴
木
啓
介
氏
と
マ
ー
ク
・
ミ
ラ
ー

（M
ark M

iller

）
氏
が
特
任
教
員
と
し
て
着
任
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。
鈴
木

氏
は
、
現
在
サ
セ
ッ
ク
ス
大
学
研
究
員
で
あ
り
、
V
R
（
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア

リ
テ
ィ
）
を
用
い
た
心
理
学
実
験
や
身
体
性
認
知
の
研
究
、
と
り
わ
けA

nil Seth
教
授
と
の
共
同
研
究
な
ど
で
知
ら
れ
て
い
る
。
ミ
ラ
ー
氏
は
、
偶
然
で
あ
る
が
、

鈴
木
氏
と
同
じ
く
サ
セ
ッ
ク
ス
大
学
の
博
士
研
究
員
（
部
局
は
異
な
る
）
で
あ

り
、A

ndy C
lark 

教
授
の
チ
ー
ム
で
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
心
の
哲
学
、
神
経

科
学
の
哲
学
、
現
象
学
、
認
知
科
学
を
専
門
と
し
、
と
り
わ
け
４
E
認
知
（4E 
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cognition

）
に
詳
し
い
。
人
工
知
能
（
A
I
）
の
哲
学
お
よ
び
倫
理
、
神
経
倫
理

学
の
研
究
も
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
新
規
着
任
教
員
は
、C

H
A

IN

の
共
同
研

究
に
ご
く
自
然
に
参
入
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
上
で C

H
A

IN
 

の
研
究

を
V
R
や
A
I
倫
理
な
ど
新
た
な
分
野
へ
と
拡
張
し
、
か
つ
国
際
的
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
な
か
に
組
み
込
ん
で
い
く
た
め
に
活
躍
し
て
く
れ
る
と
期
待
さ
れ
て
い

る
。

セ
ン
タ
ー
の
大
学
院
教
育

次
に
、C

H
A

IN
 

の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
本
セ
ン
タ
ー

で
は
、
二
〇
二
〇
年
度
か
ら
大
学
院
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
始
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
北
大
の
各
大
学
院
に
所
属
す
る
正
規
学
生
か
ら
参
加
希
望
学
生
を
募
り
、
一

学
年
二
〇
名
の
登
録
学
生
に
対
し
て
提
供
す
る
特
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
基
本

的
に
は
、
修
士
・
博
士
課
程
一
貫
で
五
年
間
の
履
修
を
想
定
し
て
い
る
が
、
集
中

す
れ
ば
博
士
課
程
三
年
間
で
も
終
了
で
き
る
よ
う
に
設
定
し
て
あ
る
。
各
学
生

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
属
大
学
院
で
専
門
と
す
る
学
問
を
学
び
つ
つ
、
本
セ
ン
タ
ー

の
開
講
す
る
科
目
を
履
修
し
、
人
文
社
会
科
学
・
神
経
科
学
・
人
工
知
能
の
い
ず

れ
に
つ
い
て
も
、
基
礎
的
な
知
識
と
技
能
を
身
に
つ
け
、
学
際
的
な
共
同
研
究
の

や
り
方
を
学
ん
で
い
く
。
そ
の
た
め
に
、
以
下
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
用
意
さ

れ
て
い
る
。

（
１
）
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
ベ
ー
ス
ド
・
ラ
ー
ニ
ン
グ　

ま
ず
、
自
分
の
専
門
外
の

学
問
に
つ
い
て
、
入
門
的
な
講
義
・
演
習
に
よ
り
、
基
礎
的
な
知
識
や
ス
キ
ル
を

身
に
つ
け
て
い
く
。
必
修
科
目
と
し
て
、
人
間
知
序
論
I
、
人
間
知
序
論
II
の
2

科
目
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
人
間
知
序
論
I
は
オ
ム
ニ
バ
ス
講
義
で
、C

H
A

IN

の
各
教
員
に
よ
る
学
際
的
研
究
の
紹
介
・
導
入
が
行
わ
れ
る
。
次
い
で
人
間
知
序

論
II
で
は
、
専
門
分
野
を
異
に
す
る
学
生
同
士
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
に
よ
り
、
学

際
的
共
同
研
究
の
ア
イ
デ
ア
を
、
具
体
的
な
実
験
計
画
や
研
究
プ
ラ
ン
に
ま
で
高

め
て
い
く
実
践
的
な
演
習
を
行
う
。
そ
こ
で
は
、
異
分
野
の
研
究
者
に
自
分
の
分

野
の
知
見
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
、
異

な
っ
た
分
野
の
知
見
や
技
術
を
組
み
合
わ
せ
て
目
的
を
達
成
し
て
い
く
実
践
的
な

ス
キ
ル
な
ど
を
学
ぶ
。

同
時
に
、
各
学
生
が
自
分
に
欠
け
て
い
る
知
見
や
技
術
を
補
う
た
め
に
、「
哲

学
概
論
」「
脳
科
学
入
門
」「
入
門
ベ
イ
ジ
ア
ン
・
モ
デ
リ
ン
グ
」「
デ
ィ
ー
プ

ラ
ー
ニ
ン
グ
演
習
」「
脳
と
機
械
の
理
論
入
門
」「
身
体
と
認
知
の
哲
学
入
門
」

「
意
識
と
心
の
神
経
科
学
入
門
」
な
ど
の
科
目
か
ら
、
自
由
に
科
目
を
選
ん
で
受

講
し
て
い
く
。
こ
れ
に
よ
り
、
人
文
社
会
科
学
・
神
経
科
学
・
人
工
知
能
の
う

ち
、
自
分
が
専
門
と
し
て
い
な
い
分
野
に
つ
い
て
も
、
あ
る
程
度
「
目
星
が
つ

く
」
程
度
の
知
識
は
身
に
つ
け
て
お
く
よ
う
に
す
る
。

（
２
）
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
・
ラ
ー
ニ
ン
グ　

次
い
で
、
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
柱

と
な
る
科
目
と
し
て
、C

H
A

IN
 

サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
と C

H
A

IN
 

ウ
ィ
ン
タ
ー
ス

ク
ー
ル
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
毎
年
開
講
し
、
国
内
外
か
ら
第
一
線
で

活
躍
す
る
研
究
者
を
招
聘
し
て
、
最
先
端
の
学
際
的
な
議
論
を
展
開
す
る
。
学
生

た
ち
も
こ
の
議
論
に
参
加
し
、
最
先
端
の
知
見
・
ト
ピ
ッ
ク
・
問
題
に
触
れ
る
。

学
生
た
ち
は
、
こ
う
し
た
体
験
を
元
に
し
て
、
グ
ル
ー
プ
毎
に
共
同
作
業
を
行

い
、
共
同
研
究
の
ア
イ
デ
ア
に
つ
い
て
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
。
サ
マ
ー

ス
ク
ー
ル
は
日
本
語
で
行
う
が
、
ウ
ィ
ン
タ
ー
ス
ク
ー
ル
は
海
外
の
講
師
を
招
い

て
英
語
で
行
う
。
学
生
た
ち
に
と
っ
て
は
、
英
語
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

も
鍛
え
る
機
会
と
な
る
。

（
３
）
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
・
ラ
ー
ニ
ン
グ　

最
後
に
、
博
士
課
程
の
学
生
は
、

所
属
研
究
室
外
の
他
の
研
究
室
ま
た
は
企
業
で
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
行
う
。
こ

れ
に
は
様
々
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
北
大
内
の
他
研
究
室
、
国
内
他
大
学
の
研
究
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室
で
の
研
究
、
海
外
の
大
学
・
研
究
機
関
へ
の
留
学
、
国
内
外
の
企
業
で
の
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
な
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
本
セ
ン
タ
ー
で
学
ん
だ
知
識
や
ス
キ

ル
を
、
実
際
の
研
究
現
場
・
企
業
の
開
発
現
場
な
ど
に
適
用
し
、
学
際
的
研
究
の

生
か
し
方
を
実
地
に
学
ぶ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
す
べ
て
に
関
し
て
必
要
な
単
位
を
修
得
し
た
学
生
に
は
、
デ
ィ
プ
ロ
マ

が
付
与
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
人
間
知
×
脳
×
A
I
研
究
教
育
セ
ン
タ
ー
の
概
要
に
つ
い
て
書
い
て
き

た
。
本
セ
ン
タ
ー
は
設
立
後
ま
だ
一
年
少
々
で
あ
り
、
様
々
な
活
動
は
ま
だ
ス

タ
ー
ト
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
幸
い
、
各
方
面
か
ら
注
目
さ
れ
る
こ
と
も

多
く
、
滑
り
出
し
と
し
て
は
ま
ず
ま
ず
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
今
後
、
研
究
面

で
成
果
を
出
し
て
い
く
と
と
も
に
、
教
育
面
で
は
学
際
的
研
究
の
能
力
を
身
に
つ

け
た
独
創
的
な
人
材
を
各
方
面
に
送
り
出
し
て
ゆ
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
日

本
の
知
的
・
学
問
的
風
土
の
な
か
に
、
今
後
生
い
育
っ
て
ゆ
く
一
つ
の
種
を
蒔
く

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
本
セ
ン
タ
ー
の
重
要
な
目
的
が
達
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
と

思
わ
れ
る
。

文
献

B
urda, Y., Edw

ards, H
., Storkey, A

., and K
lim

ov, O
. (2018). Exploration by random

 

netw
ork distillation. IC

LR
 2019. 

N
oguchi, W

., Iizuka, H
., Taguchi, S., Yam

am
oto, M

. (2019). Spatial R
epresentati-

on of Self and O
ther by Superposition N

eural N
etw

ork M
odel. A

rtificial Life 

C
onference Proceedings 2019, 531-532.

Taguchi, S. (2006). D
as Problem

 des ,U
r-Ich’ bei Edm

und H
usserl. D

ie Frage nach 

dem
 selbstverständlichen ,N

ähe’ des Selbst, D
ordrecht: Springer. 

Taguchi, S. (2019). Extrem
e obviousness and the "zero-person" perspective: W

hy is 

the problem
 of the "prim

al I" fundam
ental for transcendental phenom

enology? 

M
etodo: International Studies in Phenom

enology and Philosophy s1.3, 15-37 .

吉
田
正
俊
・
田
口
茂
（2018

）「
自
由
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
理
と
視
覚
的
意
識
」『
日
本
神
経

回
路
学
会
誌
』Vol. 25, N

o. 3, 53-70. 

Yu, Y., C
hang, A

.Y.C
., K

anai, R
. (2019). B

oredom
-D

riven C
urious Learning by H

o-

m
eo-H

eterostatic Value G
radients. Frontiers in N

eurorobotics.  

（
田
口　

茂
・
た
ぐ
ち　

し
げ
る
・
北
海
道
大
学
）



157 「事象そのものへ！」を目指した運動

昨
年
、
二
〇
一
九
年
は
、
日
本
現
象
学
会
の
設
立
に
直
接
つ
な
が
る
試
み
で

あ
っ
た
「
日
本
現
象
学
研
究
会
議
」
が
は
じ
め
て
開
催
さ
れ
て
か
ら
四
〇
年
に
な

る
。
い
ま
で
は
、
そ
の
当
時
の
状
況
を
知
る
会
員
も
ず
い
ぶ
ん
少
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
を
か
ん
が
み
て
か
、
編
集
委
員
会
か
ら
、
現
象
学
会

設
立
の
経
緯
や
当
時
の
雰
囲
気
な
ど
に
つ
い
て
、
当
時
を
知
る
も
の
の
証
言
に
な

る
よ
う
な
も
の
を
書
い
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
を
受
け
た
。
わ
た
し
よ
り
も
適
任

の
方
が
お
ら
れ
る
と
は
思
っ
た
が
、
個
人
的
な
思
い
出
の
よ
う
な
も
の
で
も
か
ま

わ
な
い
か
ら
と
い
う
こ
と
な
の
で
お
引
き
受
け
す
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
、『
現

象
学
年
報
１
』（
一
九
八
四
年
）
に
金
田
晉
さ
ん
（
広
島
大
学
、
現
象
学
的
美
学
）

が
「
日
本
現
象
学
会
活
動
報
告
」
と
い
う
文
章
を
寄
稿
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
、
学

会
の
設
立
の
経
緯
や
第
五
回
ま
で
の
研
究
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
を
詳
し
く
紹
介

さ
れ
て
い
る
の
で
是
非
ご
ら
ん
い
た
だ
き
た
い
。
わ
た
し
も
金
田
さ
ん
の
文
章
を

大
い
に
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
金
田
さ
ん
へ
の
感
謝
の
念
と
と
も
に
こ

こ
に
記
し
て
お
き
た
い
。

１　

時
代
背
景

さ
て
、
わ
た
し
が
属
し
て
い
る
世
代
は
、
日
本
で
は
団
塊
の
世
代
と
呼
ば
れ

て
い
る
が
、
国
際
的
に
は
、
六
八
年
世
代
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
一
九
六
八
年
、

六
九
年
は
、
世
界
的
に
学
生
運
動
が
盛
ん
に
燃
え
上
が
っ
て
い
た
時
期
で
あ
り
、

日
本
で
も
例
外
で
は
な
く
、
各
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
、
処
分
問
題
な
ど
に
端

を
発
す
る
「
大
学
批
判
」
を
超
え
て
、
学
問
批
判
、
あ
る
い
は
近
代
科
学
批
判
に

ま
で
発
展
す
る
議
論
が
学
生
か
ら
若
手
研
究
者
、
そ
し
て
教
員
ま
で
も
が
参
加
し

て
、
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
議
論
の
背
景
に
は
、
時
代
状
況

の
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
や
哲
学
の
流
れ
が
影
響
し
て
い
た
が
、
そ
の
な
か

で
、
既
存
の
枠
組
み
へ
の
徹
底
的
な
懐
疑
と
そ
の
変
換
を
強
調
す
る
ラ
デ
ィ
カ
リ

ズ
ム
と
「
事
象
そ
の
も
の
へ
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
も
つ
現
象
学
と
い
う
言
葉
が
大

学
へ
入
り
た
て
の
学
生
に
も
魅
力
的
に
響
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
が
で
き
る
に
は
、
す
で
に
、
た
と
え
ば
、
立

松
弘
孝
先
生
に
よ
る
『
現
象
学
の
理
念
』（
一
九
六
五
年
）
を
は
じ
め
と
す
る

フ
ッ
サ
ー
ル
の
諸
著
作
の
翻
訳
や
、
新
田
義
弘
先
生
の
『
現
象
学
と
は
何
か
』

（
一
九
六
八
年
）、
木
田
元
先
生
の
『
現
象
学
』（
一
九
七
〇
年
）、
木
田
元
・
滝
浦

静
雄
先
生
ら
に
よ
る
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
著
書
の
翻
訳
、
さ
ら
に
は
、
こ
う
し

た
方
々
を
含
め
、
せ
り
か
書
房
に
集
ま
っ
て
い
た
研
究
者
の
方
々
に
よ
る
『
現
象

学
研
究
』（
一
九
七
二
年
に
第
一
号
、
一
九
七
四
年
に
第
二
号
、
せ
り
か
書
房
）

「
事
象
そ
の
も
の
へ
！
」
を
目
指
し
た
運
動

│
│
日
本
現
象
学
会
設
立
期
の
思
い
出

村　

田　

純　

一
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と
名
づ
け
ら
れ
た
雑
誌
に
結
実
す
る
よ
う
な
研
究
の
「
運
動
」
が
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
か
な
り
あ
い
ま
い
な
仕
方
で
時
代
の
「
雰
囲
気
」
と
い
う
言

葉
で
表
現
し
た
な
に
か
が
、
学
生
運
動
が
退
潮
し
た
あ
と
に
も
、
そ
の
後
大
学
院

に
進
学
し
て
哲
学
を
専
攻
す
る
よ
う
に
な
っ
た
学
生
た
ち
の
な
か
に
残
り
続
け
て

お
り
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
雰
囲
気
」
が
現
象
学
会
設
立
の
背
景
と
し
て
も

働
き
続
け
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

２　
「
精
神
研
」
の
現
象
学
ゼ
ミ

一
九
七
九
年
の
五
月
に
上
智
大
学
で
「
日
本
現
象
学
研
究
会
議
」
と
名
づ
け
ら

れ
た
研
究
会
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
会
で
は
、
立
松
弘
孝
先
生
に
よ
る
研
究
会
の

趣
旨
説
明
を
含
む
挨
拶
か
ら
始
ま
り
、
野
家
啓
一
さ
ん
（
当
時
南
山
大
学
）
と
鷲

田
清
一
さ
ん
（
当
時
関
西
大
学
）
に
よ
る
「
行
為
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を

テ
ー
マ
に
し
た
共
同
討
議
、
そ
し
て
、
箱
石
匡
行
さ
ん
（
岩
手
大
学
）
に
よ
る

「
フ
ラ
ン
ス
の
現
象
学
研
究
の
現
状
に
関
す
る
報
告
」
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
研
究
会
議
招
集
と
開
催
の
事
務
仕
事
を
担
っ
た
の
は
、
東
京
都
精
神
医
学

総
合
研
究
所
（
通
称
、
精
神
研
）
の
精
神
病
理
研
究
室
で
あ
っ
た
。
こ
の
研
究
室

の
責
任
者
は
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
ー
な
ど
の
翻
訳
者
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
研
究
者
で
も

あ
っ
た
精
神
病
理
学
者
の
宇
野
昌
人
先
生
だ
っ
た
。
読
者
の
多
く
は
な
ぜ
こ
の
よ

う
な
研
究
所
が
現
象
学
会
設
立
へ
の
動
き
を
担
っ
た
拠
点
と
な
っ
た
の
か
と
ふ
し

ぎ
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
こ
の
点
の
説
明
を
か
ね
て
、
わ
た
し
の
現

象
学
と
の
出
会
い
の
一
齣
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

わ
た
し
は
、
東
京
大
学
教
養
学
部
の
教
養
学
科
に
属
す
る
科
学
史
・
科
学
哲
学

分
科
を
卒
業
し
、
こ
の
分
科
の
上
に
で
き
た
ば
か
り
の
大
学
院
で
科
学
哲
学
と
現

象
学
を
研
究
課
題
と
し
て
い
た
。
東
京
大
学
文
学
部
の
哲
学
科
に
は
渡
辺
二
郎
先

生
が
お
ら
れ
、
わ
た
し
は
時
々
、
渡
辺
先
生
の
授
業
に
も
顔
を
出
さ
せ
て
も
ら
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
科
学
哲
学
と
現
象
学
の
両
立
が
な
か
な
か
し
っ
く
り
せ
ず
に

中
途
半
端
な
感
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
気
が
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
著
作
か
ら
大
き
な

影
響
を
受
け
て
い
た
新
田
先
生
に
手
紙
を
出
し
て
、
新
田
先
生
の
授
業
に
出
席

さ
せ
て
も
ら
い
た
い
と
願
い
出
る
こ
と
に
し
た
。
わ
た
し
の
願
い
に
対
し
て
先
生

は
、
大
学
の
授
業
で
は
な
く
、
当
時
始
め
ら
れ
て
い
た
精
神
研
で
の
現
象
学
ゼ
ミ

に
顔
を
出
し
た
ら
ど
う
か
、
と
誘
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
一
九
七
四
年
頃
だ
っ
た
と

思
う
。

こ
の
ゼ
ミ
は
、
当
時
話
題
に
な
り
始
め
て
い
た
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
の
十
三
巻
か

ら
十
五
巻
を
し
め
る
「
間
主
観
性
の
現
象
学
」
の
な
か
か
ら
テ
キ
ス
ト
を
選
ん
で

読
ん
で
い
く
と
い
う
仕
方
で
進
ん
で
い
っ
た
。
新
田
先
生
が
内
容
を
読
解
し
て
分

か
り
や
す
く
説
明
し
、
そ
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
参
加
者
が
議
論
す
る
と
い
う
ゼ
ミ

で
あ
っ
た
。
参
加
者
と
し
て
は
、
精
神
研
の
研
究
者
を
は
じ
め
、
ほ
か
の
組
織
に

属
す
る
精
神
科
医
の
方
々
、
そ
し
て
哲
学
側
か
ら
の
熱
心
な
参
加
者
の
ひ
と
り
と

し
て
、
M
・
ブ
ー
バ
ー
の
研
究
者
で
も
あ
っ
た
児
島
洋
先
生
が
お
ら
れ
た
。

参
加
者
か
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
経
験
を
踏
ま
え
た
質
問
な
ど
が
出
さ
れ
、
大

学
の
ゼ
ミ
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
っ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
趣
を
も
っ
て
い
た
。
時
々
は
、
こ

の
ゼ
ミ
に
外
部
か
ら
研
究
者
を
呼
ん
で
話
を
し
て
も
ら
う
機
会
が
設
け
ら
れ
て
お

り
、
た
と
え
ば
、
立
松
弘
孝
先
生
や
渡
辺
二
郎
先
生
、
そ
し
て
、
金
田
晉
さ
ん
な

ど
が
参
加
さ
れ
た
。

わ
た
し
が
新
田
先
生
や
宇
野
先
生
か
ら
聞
い
た
か
ぎ
り
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ゼ

ミ
が
行
わ
れ
始
め
た
の
は
、
新
田
先
生
と
宇
野
先
生
が
、
同
時
期
に
（
西
）
ド
イ

ツ
の
フ
ン
ボ
ル
ト
財
団
の
研
究
資
金
を
得
て
ド
イ
ツ
滞
在
中
に
ご
一
緒
さ
れ
る
機

会
が
あ
っ
た
こ
と
に
機
縁
を
発
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
こ

と
も
あ
っ
て
か
、
お
二
人
と
話
を
し
て
い
る
と
、
し
ば
し
ば
ド
イ
ツ
滞
在
時
の
話

題
が
出
て
き
た
し
、
ま
た
、
こ
う
し
た
事
情
か
ら
か
、
新
田
先
生
は
し
ば
し
ば
、
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ド
イ
ツ
の
研
究
者
た
ち
の
こ
と
を
話
題
に
さ
れ
、
日
本
の
現
象
学
研
究
の
発
展
の

た
め
に
国
際
交
流
の
必
要
性
を
こ
と
あ
る
ご
と
に
強
調
さ
れ
て
い
た
。

ち
な
み
に
、
わ
た
し
は
こ
の
よ
う
な
事
情
の
な
か
で
、
新
田
先
生
が
フ
ラ
イ
ブ

ル
ク
や
ケ
ル
ン
の
フ
ッ
サ
ー
ル
文
庫
か
ら
持
ち
帰
っ
て
こ
ら
れ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の

草
稿
群
の
コ
ピ
ー
の
一
部
を
見
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
わ
た
し
は
そ
の

な
か
の
お
も
に
空
間
論
を
扱
っ
た
D
草
稿
の
な
か
の
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
の
転

覆
」
と
題
さ
れ
た
小
論
に
興
味
を
も
ち
、
そ
の
翻
訳
を
試
み
て
、
そ
れ
を
新
田
先

生
に
お
見
せ
し
た
り
し
て
い
た
。

こ
う
し
て
わ
た
し
に
と
っ
て
遠
い
国
の
話
と
思
わ
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
と
ド
イ
ツ

で
行
わ
れ
て
い
る
現
象
学
研
究
が
次
第
に
身
近
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。
わ
た
し
が
真
剣
に
ド
イ
ツ
留
学
を
考
え
始
め
た
の
も
、
こ
の
ゼ
ミ

に
参
加
し
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
た
し
は
、
ド
イ
ツ
語
学
校
に
通
い
始
め

た
り
、
宇
野
研
究
室
で
「
ド
イ
ツ
学
術
交
流
会
（D
A

A
D

）」
の
奨
学
金
を
得
る

た
め
の
書
類
作
り
を
行
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
宇
野
先
生
は
な
ん
と
、
応

募
書
類
の
わ
た
し
の
へ
た
な
ド
イ
ツ
語
を
添
削
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、

研
究
室
に
あ
る
当
時
珍
し
か
っ
た
電
動
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
使
用
を
許
可
し
て
く

だ
さ
っ
た
。
研
究
室
に
は
無
縁
の
人
間
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
た
し
は
あ

た
り
ま
え
の
よ
う
に
、
夜
遅
く
ま
で
、
誰
も
い
な
く
な
っ
た
研
究
室
で
書
類
作
り

を
行
っ
た
り
し
て
い
た
。
わ
た
し
の
振
る
舞
い
は
宇
野
先
生
の
好
意
に
甘
え
き
っ

た
も
の
で
あ
り
、
い
ま
か
ら
考
え
る
と
冷
や
汗
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
か
い

あ
っ
て
、
わ
た
し
は
一
九
七
七
年
か
ら
一
九
七
九
年
ま
で
の
二
年
間
、
ド
イ
ツ
ケ

ル
ン
大
学
へ
留
学
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
意
味

で
、
わ
た
し
に
と
っ
て
は
精
神
研
の
現
象
学
ゼ
ミ
と
宇
野
研
究
室
は
、
真
の
意
味

で
の
現
象
学
研
究
の
拠
点
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ず
い
ぶ
ん
個
人
的
な
思
い
出
話
に
な
っ
て
し
ま
い
恐
縮
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
研

究
室
か
ら
始
ま
っ
た
の
が
、
日
本
で
現
象
学
研
究
の
拠
点
と
な
る
研
究
組
織
を
作

ろ
う
と
い
う
動
き
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
構
想
さ
れ
て
い

た
研
究
組
織
と
し
て
は
、
た
ん
な
る
既
存
の
哲
学
研
究
者
の
集
ま
り
と
し
て
の
組

織
で
は
な
く
、
最
初
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
研
究
者
の
集
ま
り
と
い
う
性
格

を
も
ち
、
ま
た
、
日
本
だ
け
に
閉
じ
る
の
で
は
な
く
、
国
際
交
流
の
拠
点
と
も
な

り
う
る
よ
う
な
組
織
が
目
指
さ
れ
て
い
た
。

３　

現
象
学
会
の
設
立
と
そ
の
運
営

以
上
の
よ
う
な
事
情
も
あ
っ
て
、
わ
た
し
は
第
一
回
「
日
本
現
象
学
研
究
会

議
」
が
開
催
さ
れ
た
一
九
七
九
年
五
月
に
は
ド
イ
ツ
滞
在
中
で
あ
り
、
そ
の
現
場

に
立
ち
会
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
帰
国
し
て
か
ら
、
そ
の
時
の
様
子
を
聞
く

こ
と
が
で
き
た
だ
け
だ
っ
た
が
、
百
名
以
上
の
参
加
者
が
集
ま
り
、
ま
た
、
共
同

討
議
の
議
論
も
大
変
活
発
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
こ
の
会
議

へ
の
呼
び
か
け
の
た
め
に
使
わ
れ
た
文
章
の
一
部
が
先
に
ふ
れ
た
金
田
さ
ん
の
報

告
文
に
載
っ
て
い
る
。
念
の
た
め
に
一
部
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　
「
日
本
現
象
学
研
究
会
議
（
仮
称
）
開
催
に
つ
い
て

現
在
、
現
象
学
は
今
日
の
学
問
と
し
て
ま
す
ま
す
切
迫
し
た
課
題
に
立
ち
向
っ

て
い
ま
す
。
我
が
国
に
お
い
て
も
現
象
学
の
研
究
は
年
を
追
っ
て
活
潑
化
し
、
す

で
に
多
く
の
現
象
学
研
究
者
の
活
動
が
み
ら
れ
ま
す
が
、
同
時
に
こ
れ
ら
研
究

者
相
互
間
の
交
流
を
深
め
る
こ
と
が
強
く
要
望
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
ま
す
。
今

後
、
積
極
的
に
研
究
上
の
交
流
を
密
に
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
共
同
主
題
を
め
ぐ
っ
て

学
問
的
討
議
を
深
め
、
さ
ら
に
海
外
の
研
究
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
い
る
研
究
の
交

換
や
共
同
研
究
の
提
案
な
ど
に
対
応
す
る
た
め
に
も
、
研
究
会
議
を
開
催
す
る
こ

と
が
是
非
と
も
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。︹
以
下
略
︺」
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こ
の
文
章
は
、
た
ぶ
ん
、
十
人
の
発
起
人
の
方
々
が
目
を
通
さ
れ
て
出
来
上

が
っ
た
も
の
だ
と
は
思
わ
れ
る
が
、
わ
た
し
に
は
、
い
か
に
も
新
田
先
生
が
常
日

頃
お
話
し
に
な
っ
て
い
た
通
り
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
と
思
わ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
わ
た
し
の
お
ぼ
ろ
げ
な
記
憶
で
は
、
わ
た
し
は
帰
国
直
後
に
新
田
先
生
か

ら
こ
の
文
章
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き
に
、
こ
う
し
た
印
象
を
口
に
し
た
と

こ
ろ
、
新
田
先
生
は
否
定
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
こ
の
文
章
に
は
、
学

問
の
世
界
の
な
か
で
現
象
学
研
究
者
が
集
ま
っ
て
一
定
の
位
置
を
確
保
す
る
た

め
に
学
会
を
作
る
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
微
塵
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
ひ
た
す

ら
、
国
内
外
の
研
究
者
同
士
が
研
究
交
流
を
通
し
て
、
現
象
学
研
究
の
推
進
を

め
ざ
す
こ
と
の
み
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
精
神
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
現
象
学
研

究
を
「
運
動
」
と
し
て
と
ら
え
、
事
象
か
ら
の
問
い
か
け
に
答
え
る
「
作
業
哲
学

（A
rbeitsphilosophie

）」
と
呼
ん
で
い
た
精
神
を
現
代
に
お
い
て
あ
ら
た
め
て
実

現
し
た
い
と
い
う
希
望
の
表
現
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ま
の
若
い
方
々
に
は
ど
の

よ
う
に
映
る
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
の
第
一
回
の
研
究
会
議
の
場
で
、
こ
の
会
議
の
継
続
が
承
認
さ
れ
、

第
二
回
の
会
議
以
降
は
、
事
務
局
が
南
山
大
学
の
立
松
研
究
室
に
設
け
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
第
二
回
の
研
究
会
議
が
一
九
八
〇
年
五
月
に
南
山
大
学

で
開
催
さ
れ
、
そ
の
総
会
に
お
い
て
、「
日
本
現
象
学
会
」
と
い
う
名
称
が
正
式

に
採
択
さ
れ
、
同
時
に
、
会
則
も
承
認
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
正
確
に
い
え

ば
、
今
年
二
〇
二
〇
年
が
現
象
学
会
誕
生
か
ら
四
〇
周
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
皆
さ
ん
は
、
最
近
、
現
象
学
会
の
会
則
を
ご
覧
に
な
っ
た
こ
と
が
お

あ
り
だ
ろ
う
か
。
会
則
は
、
一
九
八
〇
年
五
月
三
〇
日
、
つ
ま
り
、
現
象
学
会
が

成
立
し
た
第
二
回
研
究
会
議
の
と
き
に
採
択
さ
れ
た
も
の
か
ら
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ

て
い
な
い
。
最
近
に
な
っ
て
会
計
年
度
の
規
定
が
十
四
条
と
し
て
付
け
加
わ
っ
た

点
を
除
く
と
、
付
則
と
し
て
「
会
費
は
昭
和
六
二
年
度
よ
り
『
年
報
』
代
を
含
め

三
〇
〇
〇
円
に
改
訂
」
と
い
う
文
が
付
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
い
ま
で
も

採
択
さ
れ
た
当
時
の
会
則
を
反
映
し
て
十
二
条
に
は
会
費
一
〇
〇
〇
円
と
記
載

さ
れ
て
い
る
。
い
く
ら
四
〇
年
前
と
は
い
え
、
現
象
学
会
の
よ
う
な
学
会
の
会
費

を
一
〇
〇
〇
円
と
決
め
た
こ
と
の
意
味
を
ご
理
解
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
か
。
し
か

も
、
会
則
三
条
に
は
行
う
べ
き
事
業
と
し
て
、
年
一
回
以
上
の
研
究
大
会
の
開
催

の
ほ
か
、
会
報
お
よ
び
研
究
業
績
の
編
集
発
行
ま
で
謳
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
会
費
で
は
、
学
会
誌
の
発
行
は
た
だ
ち
に
は
不
可
能
だ
っ
た

が
、
一
九
八
四
年
に
は
北
斗
出
版
か
ら
『
現
象
学
年
報
１
』
が
発
行
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
試
み
が
実
現
し
た
の
は
、
年
報
の
編
集
を
出
版
社
が
担

う
と
同
時
に
、
年
報
を
市
販
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
定
数
の
売
り
上
げ
が
確
保
さ

れ
る
と
期
待
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
期
待
は
残
念
な
が
ら
、
す
ぐ
に

失
望
へ
と
変
わ
り
、
三
年
目
で
こ
の
形
式
で
の
年
報
出
版
は
打
ち
切
り
と
な
っ

た
。
丁
度
そ
の
と
き
に
、
年
会
費
を
三
〇
〇
〇
円
に
値
上
げ
す
る
こ
と
が
決
ま

り
、
年
報
は
四
号
か
ら
純
粋
に
学
会
の
機
関
誌
と
し
て
再
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
後
、
年
報
に
載
せ
る
原
稿
の
種
類
は
大
き
く
変
化
し
、
ま
た
、
体
裁
も

変
化
し
た
が
、
お
お
む
ね
こ
の
形
式
で
今
日
ま
で
年
報
発
行
は
続
け
る
こ
と
が
で

き
て
い
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
会
員
が
四
百
名
規
模
に
ま
で
拡
大
し
た
学
会
で
、
会
費

三
〇
〇
〇
円
で
機
関
誌
を
毎
年
発
行
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
現
在
で
は
驚
く
べ
き
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
を
理
解

す
る
に
は
、
学
会
設
立
時
か
ら
一
五
年
に
わ
た
っ
て
事
務
局
の
仕
事
を
献
身
的
に

担
わ
れ
た
立
松
先
生
の
功
績
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
立
松
先
生
は
、
学

会
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
務
仕
事
を
引
き
受
け
ら
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
年
報
出
版
の
た

め
に
安
価
で
良
質
な
印
刷
所
を
見
つ
け
、
出
版
ま
で
の
連
絡
の
仕
事
ま
で
も
担
わ

れ
た
。
そ
の
上
、
一
五
年
の
あ
い
だ
に
は
、
乏
し
い
予
算
か
ら
毎
年
繰
り
越
し
を
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作
り
、
預
金
を
積
み
重
ね
る
こ
と
ま
で
行
っ
て
く
だ
さ
り
、
事
務
局
の
仕
事
を
後

進
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
す
る
と
き
に
は
か
な
り
の
繰
越
額
を
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
何
度
か
、
会
費
の
値
上
げ
が
委
員
会
で
話
題
に

な
っ
た
が
、
そ
の
た
び
に
、
貯
金
の
取
り
崩
し
な
ど
で
、
値
上
げ
を
回
避
す
る
こ

と
が
で
き
て
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

話
が
現
象
学
会
設
立
の
時
期
か
ら
ず
い
ぶ
ん
進
ん
で
し
ま
っ
た
が
、
も
う
ひ
と

つ
だ
け
、
事
務
局
体
制
の
変
化
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
す
で
に
書
い
て
き

た
よ
う
に
、
設
立
時
期
か
ら
の
事
務
局
体
制
は
立
松
先
生
に
「
お
ん
ぶ
に
だ
っ

こ
」
状
態
で
続
い
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
立
松
先
生
も
大
学
で
の
お
仕
事
が
忙
し

く
な
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
体
制
を
維
持
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
た
。
そ

こ
で
、
た
し
か
一
九
九
四
年
頃
だ
っ
た
と
思
う
が
、
立
松
先
生
の
住
ん
で
お
ら
れ

た
名
古
屋
の
お
宅
に
、
金
田
晉
さ
ん
、
野
家
啓
一
さ
ん
、
鷲
田
清
一
さ
ん
と
わ
た

し
が
集
ま
っ
て
、
事
務
局
体
制
の
交
代
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
か
に
つ
い
て
話

し
合
う
機
会
を
も
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
事
務
局
に
仕
事
を
一
極

集
中
し
た
の
で
は
誰
も
引
き
受
け
手
に
は
な
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
で

き
る
だ
け
仕
事
を
分
担
す
る
体
制
に
す
る
こ
と
を
計
画
し
た
。
そ
の
結
果
決
ま
っ

た
の
が
、
事
務
局
、
編
集
委
員
会
、
企
画
実
行
委
員
会
と
い
う
三
つ
の
組
織
が
、

そ
れ
ぞ
れ
連
携
を
取
り
合
い
な
が
ら
も
独
立
に
仕
事
を
担
う
と
い
う
ト
ロ
イ
カ
体

制
で
あ
る
。
こ
う
し
て
事
務
局
は
、
最
初
の
四
年
間
は
金
田
さ
ん
、
そ
し
て
古
東

哲
明
さ
ん
が
お
ら
れ
た
広
島
大
学
が
引
き
受
け
、
続
い
て
、
野
家
さ
ん
の
東
北
大

学
か
ら
順
繰
り
に
二
年
ご
と
に
交
代
す
る
と
い
う
体
制
に
な
り
、
そ
の
後
は
多
く

の
会
員
が
こ
の
仕
事
を
引
き
受
け
て
く
だ
さ
っ
た
お
か
げ
で
今
日
ま
で
続
い
て
き

た
の
で
あ
る
。

以
上
は
、
現
象
学
会
の
特
色
の
ひ
と
つ
で
あ
る
会
費
の
安
さ
に
つ
い
て
の
話
と

も
い
え
る
が
、
さ
ら
に
二
点
だ
け
、
現
象
学
会
の
特
色
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た

い
。ひ

と
つ
は
、
学
会
で
あ
る
の
に
会
長
職
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
あ
り
え
た
と
は
思
う
が
、
研
究
会
議
の

開
催
の
趣
意
書
に
書
か
れ
た
よ
う
な
研
究
組
織
に
は
、
会
長
を
擁
す
る
よ
う
な

ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
は
不
要
だ
と
い
う
の
が
大
方
の
一
致
し
た
意
見
だ
っ
た
よ
う
に
思

う
。
も
う
ひ
と
つ
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
現
象
学
会
の
毎
年
開
か
れ
る
大
会

は
「
研
究
大
会
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
由
来
も
こ
れ
ま
で
の
話
で
お
分
か
り
に

な
っ
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

４　

そ
の
ほ
か
の
研
究
会
と
の
連
携
な
ど

最
後
に
、
残
さ
れ
た
枠
で
、
ほ
ん
の
少
し
だ
け
、
現
象
学
会
の
設
立
以
来
、
並

行
し
て
行
わ
れ
て
き
た
研
究
活
動
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

ひ
と
つ
は
、
現
象
学
・
解
釈
学
研
究
会
で
あ
る
。
こ
の
会
は
、
新
田
先
生
が

一
九
七
七
年
に
八
王
子
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
で
開
か
れ
た
現
象
学
の
ゼ
ミ
を
き
っ
か

け
と
し
て
、
そ
の
参
加
者
が
中
心
と
な
っ
て
、
ゼ
ミ
終
了
後
も
毎
年
三
月
に
八
王

子
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
に
集
ま
っ
て
、
合
宿
し
な
が
ら
現
象
学
の
議
論
を
集
中
的
に

行
う
研
究
会
で
あ
っ
た
。
こ
の
会
の
運
営
は
、
わ
た
し
の
年
代
よ
り
も
若
い
世
代

の
方
々
が
主
に
担
っ
て
く
だ
さ
り
続
け
ら
れ
た
。
発
表
時
間
が
現
象
学
会
よ
り
も

長
く
取
っ
て
あ
り
、
議
論
を
徹
底
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
若
手
に
は
お
互

い
に
切
磋
琢
磨
す
る
一
種
の
道
場
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
も
の
だ
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
の
研
究
会
は
『
現
象
学
と
解
釈
学
』
上
下
（
一
九
八
八
年
）
の
出

版
な
ど
を
成
果
に
も
た
ら
し
た
後
に
終
了
し
た
。
そ
の
後
、
直
接
の
連
続
性
は
な

い
が
、
そ
の
精
神
は
、
浜
渦
辰
二
さ
ん
が
二
〇
〇
二
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
フ
ッ

サ
ー
ル
研
究
会
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
よ
う
に
わ
た
し
に
は
思
わ
れ
る
。

二
つ
目
は
、
現
象
学
・
社
会
科
学
会
と
い
う
学
会
で
あ
る
。
こ
の
学
会
は
、
一
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方
で
は
、
社
会
学
の
分
野
で
A
・
シ
ュ
ッ
ツ
を
は
じ
め
と
す
る
現
象
学
的
社
会
学

の
流
れ
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
他
方
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
の
間
主
観

性
を
め
ぐ
る
巻
の
出
版
を
き
っ
か
け
に
盛
ん
に
な
っ
た
哲
学
側
か
ら
の
間
主
観
性

論
へ
の
関
心
を
受
け
て
成
立
し
た
研
究
会
で
あ
る
。
社
会
学
か
ら
は
慶
応
大
学
の

山
岸
健
先
生
、
哲
学
か
ら
は
新
田
先
生
が
重
要
な
役
割
を
担
わ
れ
、
東
洋
大
学
社

会
学
の
福
鎌
忠
恕
先
生
を
初
代
会
長
に
擁
立
し
て
始
ま
っ
た
。
設
立
の
会
は
丁
度

わ
た
し
が
新
田
先
生
と
一
緒
に
勤
務
し
て
い
た
東
洋
大
学
で
一
九
八
三
年
に
開
か

れ
た
。
そ
の
会
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
分
野
の
研
究
者
が
参
加
さ
れ
た
が
、
特
に
印

象
に
残
っ
て
い
る
の
は
廣
松
渉
先
生
が
顔
を
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
廣
松
先
生

は
そ
の
後
の
研
究
会
に
も
参
加
さ
れ
、
学
会
に
刺
激
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ

の
学
会
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
解
散
の
危
機
に
見
舞
わ
れ
た
が
、
現
在
は
、
世
代

交
代
を
果
た
し
て
若
手
を
中
心
に
新
た
な
仕
方
で
展
開
し
て
い
る
。

三
つ
目
は
、
国
際
交
流
に
関
す
る
活
動
で
あ
る
。
最
初
の
頃
は
お
も
に
欧
州
、

と
り
わ
け
ド
イ
ツ
語
圏
の
研
究
者
（
E
・
ホ
ー
レ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
B
・
ヴ
ァ

ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ス
、
K
・
ヘ
ル
ト
と
い
っ
た
方
々
）
と
の
交
流
が
多
か
っ
た
が
、

八
〇
年
代
の
後
半
か
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
と
の
交
流
が
活
発
に
な
っ
た
。

こ
の
動
き
の
き
っ
か
け
を
作
ら
れ
た
の
は
、
児
島
洋
先
生
で
、
八
九
年
一
〇
月

に
、
第
一
回
の
日
米
現
象
学
会
が
関
西
地
区
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
で
開
催
さ
れ
た
。

こ
の
学
会
は
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
各
地
で
行
わ
れ
、
日
米
の
現
象
学
者

の
交
流
に
多
大
の
影
響
を
も
た
ら
し
た
。
こ
う
し
て
国
際
交
流
は
、
最
初
は
も
っ

ぱ
ら
欧
米
を
中
心
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
世
紀
が
変
わ
る
頃
に
な
る
と
、
わ

た
し
た
ち
の
視
線
も
よ
う
や
く
自
分
た
ち
の
足
元
に
向
か
う
よ
う
に
な
り
、
近
隣

の
東
ア
ジ
ア
の
諸
地
域
と
の
交
流
が
盛
ん
に
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
活
動
は
、
現
象
学
会
と
メ
ン
バ
ー
は
か
な
り
重
な
っ
て
い
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
性
格
を
も
っ
て
お
り
、
幅
広
い
日
本
の
現
象
学
研
究
の
一
翼

を
担
う
と
と
も
に
、
現
象
学
会
の
活
動
に
厚
み
を
与
え
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
現
象
学
会
が
誕
生
し
て
か
ら
四
〇
年
が
経
ち
、
世
界
の
研
究
状
況
も
、

日
本
の
研
究
状
況
も
大
き
く
変
貌
し
た
。
は
た
し
て
現
代
の
よ
う
に
変
化
の
激
し

い
時
代
に
、
こ
こ
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
特
色
を
も
つ
現
象
学
会
が
今
後
も
続
い

て
い
け
る
の
か
ど
う
か
、
分
か
ら
な
い
。
学
会
の
形
が
ど
う
な
る
に
し
て
も
、
わ

た
し
と
し
て
は
、「
事
象
そ
の
も
の
へ
」
向
け
て
の
運
動
と
し
て
続
い
て
き
た
現

象
学
の
精
神
が
、
今
後
も
生
き
続
け
て
く
れ
る
こ
と
を
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
。最

後
に
一
言
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
現
象
学
会
の
設
立
に
ご
尽
力

さ
れ
た
新
田
義
弘
先
生
は
本
年
二
〇
二
〇
年
三
月
一
五
日
に
お
亡
く
な
り
に
な
ら

れ
た
。
三
月
初
旬
に
本
報
告
の
依
頼
を
受
け
た
と
き
に
、
わ
た
し
は
久
し
ぶ
り
に

新
田
先
生
に
お
会
い
し
て
、
あ
ら
た
め
て
現
象
学
会
設
立
を
め
ぐ
る
思
い
出
話
を

お
聞
き
す
る
い
い
機
会
に
な
る
の
で
は
と
思
っ
た
の
で
あ
る
が
、
事
態
は
急
変
し

て
思
い
は
か
な
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
痛
恨
の
極
み
で
あ
る
が
、
こ
の
場
を

借
り
て
先
生
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
た
い
。（

村
田
純
一
・
む
ら
た　

じ
ゅ
ん
い
ち
）
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Introduction
In the spring of 2014, Heidegger’s Black Notebooks received posthumous pub-

lication, sparking criticism. Passages dealing with ‘Judaism’ were labeled ‘anti-Semitic’ 
and the relation between Heidegger and Nazism has once again been called into question. 
In the midst of this, something of a sub-theme has quickly gathered attention: Heidegger’s 
discussion of race. In the texts available prior to the publication of the Black Notebooks, 
such a discussion of race hardly appears, and only to the extent verifiable in the materials 
from during and around the period of his rectorate, i.e. when he was a member of the Nazi 
party. Yet, in the record of the Black Notebooks, especially since the period of his rectorate, 
remarks on race appear not only frequently, but in conjunction with Judaism. Thus, with the 
aim of clarifying this newly discovered ‘anti-Semitism’, commentators are requestioning 
the Heidegger-Nazi issue while zeroing in on Heidegger’s discussion of race.

Nevertheless, it must be admitted that the present state of research on this problem 
of race is in considerable disarray. There is no clear consensus of opinion even on the basic 
matter of what Heidegger’s position was toward Nazi racism. For example, Heinz claims 
that, ‘Heidegger does not reject biologically based racism, but supplements and increases 
it’, and Lettow holds that Heidegger’s discussion of race ‘stabilizes the Nazi racial dis-
course’i. On the other hand, Di Cesare draws attention to the point that ‘Heidegger rejects 
biological racism’ii. It would seem that this difference of opinion is due to the fact that the 
relation between the ‘two concepts of “race”’iii indicated by Trawny, between, that is, the 
biological concept and the existential concept, has not yet been sufficiently straightened out. 
While I agree with Di Cesare and Trawny that Heidegger takes up a critical position toward 
the former, the interpretations they present are unclear, with Trawny saying that Heidegger 
‘does not doubt the biological significance’iv of the concept of race and Di Cesare saying 
that he ‘did not truly call [it] into question’v. This leaves their positions in the discussion 
somewhat ill-defined.

In this essay, I would like to try to dispel the confusion surrounding this problem. 
Relying on Heidegger’s thinking during the period of his rectorate, I will set out to organize 
and analyze his discussion of race. In preparation for that, I will begin by confirming how 
Heidegger saw Nazi racism (I). Next, I will examine the existential concept of race that he 
posed in critical response (II). Finally, putting Trawny’s position to some scrutiny, I will 
investigate the cause of the confusion surrounding Heidegger’s discussion of race and shed 



（2）

some light on its background.

I. The critique of racism
Heidegger began grappling with the problem of race after becoming university 

rector under the Nazi administration. What first comes to attention is his critique of the ra-
cism that formed the backdrop of the Nazi’s criminal racial policy. That said, this critique 
was not conducted from any humanitarian perspective, but was instead thoroughly focused 
on Nazi racism’s biological grounding. It goes without saying, Heidegger found such an 
understanding of the human being to be inadequate and instead believed that the analytic of 
Dasein ‘is prior to [...] biology’ (GA2, 60)vi. Even in the Black Notebooks of the rectorate 
period, Heidegger perceived a ‘turbid biologism’ within the ‘vulgar National Socialism’ 
propagandized by the day’s Mein Kampf-toting journalists. He goes on to describe biolo-
gism as the ‘insane opinion [...] that the spiritual-historical world (“culture”) would grow 
like a plant out of the “people”’ (GA94, 142f.). One can surmise that holding Nazism in 
such critical regard would have been quite dangerous at the time, yet Heidegger repeats this 
opinion publicly, going so far as to announce it from the lectern as rector. Most significant-
ly, Heidegger emphatically presents his position on the issue in a talk on Kolbenheyer in the 
1933/34 winter lecture course:

Kolbenheyer does not see and cannot see that man as people [Volk] is a 
historical essence, that to historical being there belongs the decision for 
a particular will to be and fate—engagement of action, responsibility in 
endurance and persistence, courage, confidence, faith, the strength for 
sacrifice.

All these fundamental attitudes of historical man are possible 
only on the basis of freedom.

But it is not enough to recognize, perhaps, these phenomena of 
human being (after all, they are hard to deny), merely in order then to 
distort them into biological functional capacities. One thereby perverts 
decision—engagement— freedom—the courage for sacrifice into a pro-
cess that is encumbered from the outside and fit into the biological reality 
which has been presupposed as the only definitive reality, without seeing 
and grasping that in engaging oneself and enduring and sacrificing, a 
way of being that is different in principle becomes powerful—different in 
principle from, say, the functioning of gastric juices and sexual cells and 
tending to the brood. (GA36/37, 210f.)

Here, ‘engagement of action, responsibility in endurance and persistence’ center 
upon human ‘decision’ and ‘freedom’. Yet, a biologism that tries to explain this way of 
being by reducing it to ‘the functioning of gastric juices and sexual cells and tending to 
the brood’, Heidegger declares, is one that ‘distorts’ and ‘perverts’. In no way are the hu-
man being’s own ‘fundamental attitudes’ captured by speaking of them in terms of internal 
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organs or their organic mechanisms, in terms of, say, the functioning of brain cells. This 
contrast between biological function and the human’s own way of being has some resem-
blance to the distinction in Being and Time between ‘categories’ and ‘existentials’. Indeed, 
even in this lecture Heidegger says, ‘Organism, procreation, propagation are categorial 
determinations. / In contrast, tradition, decision, struggle, insight, are determinations that 
pertain to existence: existential concepts’ (ibid., 219), thus following the distinction made in 
Being and Time. The latter ‘way of being that is different in principle’ is not grasped by the 
‘blindness of this biologism’ (ibid., 211). It is in this context that Heidegger points out the 
problem of ‘corporeality’:

[...] this being [way of being that is different in principle] does not, 
among other things, “also” play itself out in the bodily organism, but 
rather it is precisely bodily engagement and struggle that are dominated 
and gripped by authentically, historically responsible being (nobility!). 
The Prussian nobility—merely grown like an apple on a tree, or grown 
from historical experience in the spiritual-political reality of the world of 
Frederick the Great? (Ibid.)

The ‘way of being that is different in principle’ from biological function is here 
said to be ‘authentically, historically responsible being’. This, then, points us to Dasein’s 
historicity. Through ‘Volk’ and ‘fate’, terms dealing with ‘historical essence’, historicity 
was implied in the previous quote as well. Noteworthy is that the human’s historical way 
of being does not stem from the body’s biological functioning. On the contrary, the histori-
cal way of being dominates the fundamental attitude of ‘bodily engagement and struggle’. 
Here, Heidegger perceives a connection between the human’s historical way of being and 
bodily action, and as an example, he offers the ‘Prussian nobility’ cultivated by Frederick 
the Great. The conduct of the ‘authentically, historically responsible’ nobility was by no 
means grown like a plant, but, he seems to want to say, it is based in ‘historical experience’, 
that is, the historicity of Dasein. What we can glean from such wording is that, through his 
critique of biological racism and from the perspective of Dasein’s historicity, Heidegger is 
attempting to launch something of an existential theory of the body drawing on the nobili-
ty’s way of being as a model.

II. Race and the existential theory of the body
1. Race as an existential

During a treatment of spatiality in Being and Time, Heidegger points out that the 
body has ‘a problematic of its own’ (GA2, 145). Even so, there the issue remained under-
developed. In contrast, during his rectorate Heidegger perceived that a treatment of this 
problem must deal with Dasein’s existence and historicity. The body demands an existential 
treatment. On this point, the following remarks from the same 1933/34 winter lecture cour-
se are worthy of our attention.

The fundamental act in the human way of being is this, that man under-
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stands the being and essence of things in advance, that is, the fundamen-
tal happening of truth. If man were not put into this happening, then he 
would be unable to exist, to be as man.

From this point on, we must free ourselves from a centuries-old 
error, the error of saying that man is an animal with reason as a supple-
ment. We must rather define man from above, and then his character as 
a living thing is to be determined. Reason should not be a superstructure 
added to the human body; instead, corporeality must be transposed into 
the existence of man.

 This is why even an infant is not some sort of animal, but is 
immediately human. None of the utterances of a young human being may 
be grasped on the basis of animal biology; race and lineage, too, are to be 
understood on this basis, and are not to be represented by an antiquated 
biology based on liberalism. (GA36/37, 178) 

At the top of this passage, Heidegger takes the ‘understanding of being’ to be 
the human being’s ‘fundamental act’ and then restates this in terms of ‘the fundamental 
happening of truth’. Since ‘happening’ (Geschehnis) essentially means ‘history’ (cf. ibid., 
176), this view implies that the human understanding of being is historical. According to 
Heidegger, if the human being does not stand in an understanding of being as a fundamental 
happening, then the human being cannot exist. We can also find here a moment that breaks 
from the traditional view of the human being as a ‘rational animal’. Traditionally, it has 
been thought that while the human body is animal, what constitutes the eminence of the 
human being with respect to other animals is that human bodies have been ‘supplemented’ 
with reason. Against this, Heidegger claims that ‘corporeality must be transposed into the 
existence of man’. That means that if human existence belongs to history as the fundamen-
tal happening of truth, its corporeality, which is transposed into its existence, has an his-
torical way of being as well. In other words, here too the body is grasped existentially and 
treated as an issue pertaining to Dasein’s historicity. Further, from this same point of view it 
is claimed that ‘race’ must also be regrasped, and not from ‘an antiquated biology based on 
liberalism’, i.e. the ‘Darwinian doctrine of life’ (ibid., 210) on which Nazism depends, but 
as an existential problem that deals with human historicity.

To summarize the above we can say: (1) Heidegger perceives the traditional view 
of the human being as a rational animal lying in the background of Nazi biological racism; 
(2) the existential recovery of corporeality through the critique of racism supports a release 
from this traditional view. If that is so, then here we may even notice a part of Heidegger’s 
‘destructuring’ (Destruktion) of traditional ontology: for this attempt at an existential theory 
of the body tries to grasp the concept of race, not as a biological category, but as an existen-
tial concept, i.e. an existential.
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2. Race and thrownness
In any case, when race is grasped as an existential concept, it can no longer serve 

as some ‘definition’, as if one could apply the biological genus-species hierarchy to human 
beings. Much less could one seek in the existential concept of race discriminative scientific 
grounds for, say, classifying human beings according to bodily traits like skin color or cra-
nial size (cf. GA38, 44, 54). This point bears repeated emphasis given the sensitive nature 
of the word ‘race’. But then what can we say about race as an existential? The following is 
recorded in a ‘black notebook’ of 1934 (Ponderings III):

Race—that which is a necessary though indeed indirectly expressed con-
dition (thrownness) of historical Dasein is falsified into the unique and 
sufficient condition—not only this, it at the same time becomes what is 
spoken about. (GA94, 189) 

Here too Heidegger recognizes race as something historical, but further, considers 
it to be a ‘necessary condition’ of Dasein. This too can be taken as a critique of that current 
of thought that regarded race to be the ‘unique and sufficient condition’ or absolute ‘uncon-
ditioned’ (ibid.). Yet, what does it mean for race to be a necessary condition? What demands 
our attention here is that ‘thrownness’ is noted in parentheses in relation to race. From this, 
we see that Heidegger grasps race (and the body) as a problem of thrownness. Yet, in Being 
and Time, Dasein’s thrownness is determined primarily through mood. So then, with res-
pect to thrownness, how are race and mood related? We find a hint in the following remarks 
from the 1934 summer lecture course:

What we ascertain as body is not in-itself present at hand, is not that 
which is original of Dasein, but it is, as it were, suspended in the power 
of moods. [...]
In the claim that the body is born through mood, the body does not beco-
me fancifully spiritualized, but precisely in virtue of the interwovenness 
of mood, corporeality has for us that which is oppressive and relaxing, 
that which is confusing and preserving. (GA38, 153)

 We have already confirmed that the body is not ‘present at hand’, i.e. not the ob-
ject of biology, but poses an existential issue. Now, it is indicated, further, that the body is 
not ‘that which is original’. Heidegger’s claim is that the body is ‘suspended (aufgehängt)’ 
in moods. He is saying, in other words, that mood is a more original mode of existence than 
the body. While at first glance this view seems odd, it suggests a critique of taking moods 
as biological reactions of the body. Heidegger raises the example that ‘a mood can cause a 
stomachache’ and considers ‘illness’ not as a ‘disturbance of a biological process’, but as ‘an 
historical happening of the human being’ grounded in mood (ibid.). Moreover, he employs 
this idea, that mood bears the body, precisely to the issue of race:

Thus, blood and bloodline can also essentially determine the human 
being only when it is determined by moods, never from itself alone. 
The voice of the blood comes from the fundamental mood of the human 
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being. (Ibid.)
Just as with the body, ‘blood and bloodline’ too are said to be determined through 

mood. While the mentioned ‘voice of the blood’ brings to mind the racist Nazi slogan ‘blood and 
soil’, immediately prior to this, Heidegger makes the same point with regard to ‘soil’ as well: it is 
by virtue of moods that ‘soil, earth; in short: nature first bears, preserves, and threatens us.’ (Ibid., 
152) This is to say, Heidegger claims that for Dasein ‘race’, as symbolized by ‘blood and soil’, is 
like the body not that which is original but already determined through mood. Because this under-
standing of mood is existential, what’s said here about ‘blood’ should not be taken as belonging 
to or, much less, defending biological racism. Instead, one should understand ‘blood’, as it is dis-
cussed here, as a problem of the existential theory of the body, a theory that intentionally criticizes 
such a perspective on race.

3. Race and projection
From our considerations so far, it has become clear that Heidegger’s discussion of race 

in terms of the existential theory of the body is primarily oriented by the problems of thrownness 
and mood. Yet, two points remain unclear. Race is said to be (1) historical and (2) a necessary con-
dition. Here, I would now like for us to recall that the body’s historical way of being was related to 
action and an understanding of being. Bodily engagement was taken to be based on Dasein’s his-
toricity; and corporeality, when transposed into existence, belongs to the fundamental happening 
(history) as an understanding of being. So then, with regard to historicity, how do action and the 
understanding of being relate? And what role does race play here? In considering these questions, 
the following description from a ‘black notebook’ of the rectorate period (Ponderings III) is sugge-
stive.

The projection of being as time overcomes everything hitherto as regards being 
and thinking; not idea, but mission; not loosening, but binding.

The projection does not dissolve into pure spirit but instead first 
opens and binds blood and soil to a preparedness for action and to a capacity 
for activity and for work. (GA94, 127)

As a core term of Being and Time, ‘projection’ serves as the counterpart to thrownness. 
Interestingly, here projection is connected to the problem of race vis-à-vis ‘blood and soil’. That 
said, if we take into account the expression ‘projection of being as time’, which comprises the 
essence of the understanding of being, and ‘preparedness for action’, which overlaps with bodily 
engagement, then this wording too can be taken to express an existential perspective dealing with, 
not something biological, but the body’s historical way of being. If so, we can summarize this point 
by saying, ‘the projection of being opens race to a preparedness for action’, where this in some 
way expresses a historical matter. The following remark from the 1933/34 winter lecture course is 
immediately related to this issue:

Blood and soil are indeed powerful and necessary, but they are not sufficient 
conditions for the Dasein of a people [Volk].

Other conditions are knowledge and spirit, but not as an addendum 
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to a list [side by side with blood and soil]. Knowledge first brings a direction 
and path to the blood’s flow, first brings the soil to the fecundity of what it can 
bear. (GA36/37, 263)

Here it is again stated that race, or ‘blood and soil’, is a necessary, albeit not sufficient, 
condition for Dasein. In this passage, Heidegger singles out ‘knowledge and spirit’ as ‘other condi-
tions’. The role of knowledge is found to lie in giving direction to ‘the blood’s flow’ and bringing 
soil to ‘fecundity’. One can infer that through this phrasing Heidegger is trying to speak about the 
‘bloodline’ touched upon above. Nonetheless, even ‘bloodline’ must not be understood biologi-
cally, as if to suggest something akin to genetic determinism. Rather, to the extent that ‘bloodline’ 
concerns race as a necessary condition, we must understand it from the existential perspective on 
race. If so, I do not think it is too forced to say that Heidegger is trying to locate the historical way 
of being of race in the problem of ‘bloodline’ as it is discussed here. Then if ‘knowledge’ corres-
ponds here, not with something like biological engineering, but with the projection of being, then 
‘opening blood and soil to a preparedness for action’ can be rephrased as follows: an understanding 
of being determines the bloodline, as the historical way of being of race, to a definite existentiel 
possibility of action. To take the ‘authentically, historically responsible’ nobility as an example, the 
present discussion would offer an existential interpretation of the unbroken inheritance of a clan’s 
mode of conduct, norms, and comportment. Or perhaps we can find here a form of the ‘handing 
down of a heritage’ presented in Being and Time.

It thus becomes clear that race is determined not only by a thrown mood but also by an 
understanding of being as projection. This means that we have support for the claim that race is not 
original for Dasein, not only in terms of thrownness, but also with respect to projection. Dasein’s 
way of being as thrown projection determines race and corporeality, and not vice versa. It appears 
then that we can turn here to understand the meaning of the claim that race is only one necessary 
condition for Dasein and not at all an absolutely sufficient condition. During this period Heidegger 
held authentic Dasein to be, not in any sense race, but a people [Volk] who have resolved them-
selves and a nation which takes over their fate (cf. GA36/37, 3; G38, 97). In the seminar of the 
1933/34 winter semester, the ‘people in arms [Volk im Waffen]’ are referred to as ‘something even 
more strongly tied than clan community or race’ and are called ‘the nation, that is, a way of being, 
raised under a communal fate and impressed within a single state’vii. Even the ties of blood fall 
short of the unity belonging to the people of a nation. One might even say, this point amounts to 
one tiny achievement of the existential inquiry Heidegger dared under the Nazi administration.

III. Conclusion
In this paper, I have examined Heidegger’s thoughts on race during the period of his 

rectorate. Heidegger not only criticized the Nazi’s biological racism but also tried to regrasp the 
concept of race in terms of an existential theory of the body. The term ‘race’ was viewed from two, 
principally different and distinguishable perspectives. Accordingly, the claim that Heidegger ‘did 
not reject’ or ‘brought in’ Nazi racism overlooks and blurs this distinction. As touched upon at the 
beginning, this distinction was pointed out by the editor of the Black Notebooks, Peter Trawny. Yet, 
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oddly enough Trawny too writes that Heidegger ‘does not doubt the biological significan-
ce’ of the concept of race. Why is that? I will conclude by examining this point in order to 
dispel the present confusion regarding Heidegger’s concept of race. To begin, I will need to 
confirm Trawny’s claim:

In his lecture course of summer 1934, Logic as the Question concerning 
the Essence of Language, he comes to speak about “race.” The concept 
would mean “not only that which is racial [Rassisches], as in the blood-
line [Blutmäßige] in the sense of heredity, of hereditary blood connecti-
on, and of the drive to live,” but also “at the same time, often that which 
is racy [das Rassige].” [...] 

Heidegger does not doubt the biological significance of the con-
cept. “Race” is “not only that which is racial as in the bloodline.” That 
there is this “bloodline” is not put into question. Much more, the philoso-
pher speaks in the same lecture course of the “voice of the blood” in its 
relation to the “fundamental mood of the human being.”viii

By putting particular weight on the ‘not only’ of Heidegger’s remark that race is 
‘not only that which is racial’, Trawny concludes that he ‘does not doubt’ the biological 
significance of race. From this perspective, the discussion of the ‘voice of the blood’ serves 
as evidence that Heidegger consented to the Nazi concept of race. In this essay, we have 
examined Heidegger’s discussion of the body, thrownness, and projection as they pertain 
to race; Trawny too considers these notions but draws them together with the racist concept 
of ‘body of the people’. The view he accepts is thereby at odds with the standpoint I have 
presented, which reads Heidegger’s discussion of race as an attempt at a critique of racism. 
What, then, are we to make of this?

Trawny draws on a remark appearing in the 1934 summer lecture course, so the 
first thing we must confirm is the context of this claim. Although Trawny does not mention 
it, in this passage Heidegger is grappling with the question, ‘What is a people [Volk]?’Ad-
dressing this question, Heidegger first raises several usual usages of the word ‘Volk’ and 
then, in order to secure a unifying perspective, he groups the meanings of the word through 
the perspectives of ‘body’, ‘soul’, and ‘spirit’ (cf. GA38, 64). The mention of race appe-
ars in ‘Volk as body’. After touching on the senses of Volk as ‘census [Volkszählung]’ and 
‘population politics [Bevölkerungspolitik]’, he writes, ‘Often, we use the word “Volk” also 
in the sense of “race” (for example, also in the phrase “racial movement [völkische Bewe-
gung]”). What we name “race” has a relation to the corporeal, bloodline connection of the 
members of the Volk, their lineages’ (ibid., 65), and it is from there that the remark Trawny 
quotes begins.

What Heidegger has in mind here, as made clear by the supplementing parent-
hetical, is the concept of race tied to the ‘racial movement’, that is, Nazi racist ideology or 
precisely what Trawny finds in the expression ‘body of the Volk’. That said, as we have seen 
in this paper, for Heidegger that is a thoroughly biological concept and is not to be confused 
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with an existential. As we saw, in the background of this distinction, there is a critique of 
the traditional perspective on the human being as a rational animal. Here too, after grou-
ping the meanings of Volk, Heidegger writes that the view that takes the human being as a 
rational animal, as ‘the composition of body, soul, spirit’, and the essential determination of 
Volk that depends on this view, are ‘dubitable in the highest degree’ (ibid., 68, cf. also 109). 
Therefore, the claim that Heidegger does not doubt the biological significance of race, to 
say nothing of the claim that he accepted Nazi racism, is unconvincing, at least to the extent 
that it looks to find evidence in this passage.

I believe that the above audit should dispel some of the confusion surrounding 
Heidegger's discussion of race. Even in the passage Trawny cites as evidence, Heidegger 
doubts the biological significance of the concept of race to ‘the highest degree’. While 
this is quite clear so long as we pay heed to the surrounding context, how could a resear-
cher of Trawny’s standing make such a mistake? Moreover, why wasn’t the mistake ever 
pointed out? The reason might have to do with the fact that Trawny initially characterized 
‘being-historical anti-Semitism’ as something ‘including a being-historical concept of 
“race”’.iv In Europe (and especially Germany), thought branded as anti-Semitic is regarded 
as ‘irrelevant’ and its value as a topic for positive research is held to be lost.v This may be 
why the passage in question was not carefully read. That Trawny and his followers don’t 
treat, for example, Heidegger’s critical perspective on Kolbenheyer also seems to be related 
to this. Now, if their mistake in understanding Heidegger’s discussion of race is taken as 
evidence in narrating a ‘being-historical anti-Semitism’, then an appropriate examination of 
this argument’s validity becomes necessary. I would be satisfied if this paper proves helpful 
to that end.vi
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A Phenomenological Ethics Dealing with 
Literature

Tadashi KAWASAKI
(Kumamoto University)

The purpose of this article is to examine the possibilities of a phenomenological 
ethics that deals with literary works. In contemporary ethics, many researchers have argued 
for the importance of describing the circumstances and contexts surrounding moral judg-
ments. Phenomenological ethics is an attempt to reveal the values and norms that secretly 
operate behind moral acts and judgments, and can contribute to the revival of descriptive 
ethics. An ethical reading of literature is an important task of descriptive ethics. In this ar-
ticle, I shall demonstrate that phenomenological ethics can engage in ethical readings of 
literary works.

  This paper examines two phenomenological studies dealing with literary works: 
Maurice Merleau-Ponty’s “Metaphysics and the Novel” and Simone de Beauvoir’s The Se-
cond Sex. According to Merleau-Ponty, the purpose of phenomenology is to revise philoso-
phical and ethical concepts that are not in line with our experience. In “Metaphysics and the 
Novel” he analyzes de Beauvoir’s novel, She Came to Stay, and revises the ethical concept 
of the meaning of action by focusing on the intersubjective context and the emotional aspect 
of action. In a similar manner, de Beauvoir addresses the question of what it means to be a 
woman. She criticizes the myths about the Woman created by men by analyzing the experi-
ences of women portrayed in various texts including novels. I shall conclude by discussing 
the contemporary significance of their phenomenological description about moral problems.
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Reconsidering the Philosophical Value of Literature: 
From Knowledge to Understanding

Atsushi TAKADA

This paper addresses the philosophical value of literature. The aim of this paper is 
to explore a response to the anti-cognitivist’s skepticism about the philosophical value of 
literature. I examine the challenge that the emphasis on the philosophical value of literature 
makes literature a tool of philosophy. In response to this challenge, I suggest that by focu-
sing on understanding rather than knowledge, we can address the philosophical value of 
literature without separating it from the artistic value of literature.
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When the Meaning Stands Out: 
Aspects of the Theory of Narrative

Shuichi NYUYA
(Ryukoku University)

The word meaning has various connotations. It is said that meaning is a reason, a 
sense, a content, an implication of something, and a performance. Corresponding to these 
“meanings,” there are expressions such as “I understand the meaning,” “it is meaningful,” “it 
means something,” and so on. In this study, however, I use a rather unorthodox expression, 
“the meaning stands out,” to consider what are its peculiar implications for storytelling. “To 
stand out” in this instance does not mean to correspond precisely to a certain state of affairs 
and a meaning which determines it is assigned. In principle, a meaning is a genus; thus, the 
meaning of the word rabbit applies to any rabbit in most cases. On the other hand, there are 
cases in which the meaning of a certain state of affairs stands out with a peculiar weight and 
nuanced intricacies that could only be understood by the relevant individual or that are even 
beyond comprehension. For example, in the life history of an individual, the death of so-
meone close to him or her is not a mere biological annihilation. There, the meaning stands 
before the individual as a mysterious specter. 

Therefore, for an individual living an irreplaceable story of life history, the me-
aning is not a mundane, fixed entity. What supports this irreplaceability is obviously the 
existence of others, who for better or worse affect the individual’s personally. I will repe-
atedly describe my relationship with them. In this storytelling, how does the meaning of 
my life history change, and what it is about the storytelling that prompts this change? In 
the course of retelling, how can I face the meaning that has never been told before? In this 
study, I worked on these problems in view of how storytelling is treated in contemporary 
philosophy (particularly the Frankfurt School), psychoanalysis, feminism, and life-writing 
research.
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Workshop for Gender Equality and Early Career 
Researcher Support
Theme “The Future of Foreign Academic Stay of Phenomenology 
Researchers”

Speakers: Shintaro AKASAKA, Yuko ISHIHARA
Commentator: Maiko SAKAI 
Organizer: Takashi IKEDA

Takashi IKEDA
(Meiji University)

The Working Group for Gender Equality and Early Career Researcher Support has organi-
zed a workshop at the annual meeting of the Phenomenological Association of Japan since 
its formation in 2013. In 2019, the workshop was focused on the foreign academic stay for 
early career researchers working in the field of phenomenology. The main purpose of the 
workshop was to offer an opportunity to exchange information about the current situations 
of foreign institutions and share research experiences in those institutions both among early 
career researchers and across generations. The basic reasons for deciding on this purpose 
were 1) that international research activities have become more and more important for 
career advancement, 2) that destinations and aims of foreign academic stay have become 
diverse, and 3) that, however, there seems to be a gap between young researchers and older 
professors in their views on where and why to have a research stay. 

In the first part of the workshop, Yuko Ishihara first talked about her Ph.D. expe-
rience at the Center for Subjectivity Research at the University of Copenhagen and how it 
helped her to gain her current assistant professorship in Japan. The second speaker, Shintaro 
Akasaka, presented his experience of a short study program in France as a steppingstone 
for achieving his Ph.D. in Japan. These two talks were followed by comments from Maiko 
Sakai who was considering a foreign academic stay in the near future. Finally, a general dis-
cussion was held to exchange information related to phenomenological research at overseas 
institutions and share research experiences at different times in different countries.
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The Temporality of Ethics by Levinas: 
On the Precedence of I and the Other

Masami ISHII
(Keio University)

Totality and Infinity (1961) contains seemingly contradictory claims about prece-
dence. On the one hand, Levinas describes that “an alterity... is prior to every initiative, to 
all imperialism of the same,” but on the other hand, he also writes, “Alterity is possible only 
starting from me.” How should we interpret this order and the relation between I and the 
Other? 

This paper first summarizes what each passage means and clarifies the question 
in the context within the work. Second, Levinas’s reading of Descartes is discussed as a 
subsidiary line to provide a consistent interpretation of the passages under discussion. Next, 
the issue of the dissimilarity between Descartes’s God and Levinas’s Other is examined to 
show how Levinas embalmed Descartes’s argument and incorporated its peculiar mecha-
nisms of argumentation. Finally, the paper points out how the question of time and order in 
the relations of the Other is by no means recognized only in Totality and Infinity but is also 
inherited in the so-called late thought around Levinas’s second main book, Otherwise than 
Being or Beyond Essence (1974). Overall, it is argued that the two precedences are not con-
tradictory but instead reveal a different order of dimensions that are compatible, as well as 
the provisions required for ethical relationship.
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La phénoménologie chez Jean-Luc Marion de 
« la volonté » d’Augustin
― Pour le fondement de la possibilité du « phénomène de 

révélation » ―

Hiroko ISHIDA
(Sophia University)

Jean-Luc Marion montre, radicalisant le lieu de l’apparition du phénomène, que 
c’est la phénoménologie de la donation qui peut convoquer « le phénomène de révélation » 
comme son dernier sujet. Cette étude reprend les articles suivants à propos d’Augustin pour 
le fil d’Ariane servant de lien entre Dieu et soi et ouvrant la possibilité du « phénomène de 
révélation ». 

En premier lieu, marchant la dissertation “Distance et béatitude” (1968), on peut 
comprendre que la distance est le lieu de réception de Dieu (capax Dei), avant soi, donc, 
avant Dieu. Pour trouver la manière par laquelle on peut dépeindre cette voie contradictoire, 
on atteint un état où le désir devient le phénomène qui rend l’homme à recevoir. Ensuite, on 
poursuit avec l’ouvrage Au lieu de soi (2008), ici le chemin de la réduction de la Confession 
se pose en question essentielle : d’où cette confession même vient-elle ? Finalement, on dé-
couvre que la possibilité universelle de confesser se fonde sur la volonté, c’est-à-dire, ce le 
fil d’Ariane, puisque elle peut confirmer non pas « que je suis », mais « qui je suis », avant 
la foi en Dieu.

Au lieu de soi, apparaît le lieu de soi avant soi suivant la confession, selon Au-
gustin : « sine confessione non simus », où mènera « le statut non métaphysique de saint 
Augustin » qui est ouvert par l’entreprise non philosophique, ni même théologique, mais 
seulement phénoménologique.



（17）On the Concept of the Aesthetic: Thinking through Kant and Merleau-Ponty

On the Concept of the Aesthetic: Thinking 
through Kant and Merleau-Ponty

Nobuyuki KOBAYASHI
(Waseda University)

In “Analytic of the Beautiful,” which is thought to make up the core of Kant’s 
Critique of Judgment, the logical “quantity” of the judgment of taste, as its second moment, 
is thematized, and its peculiar universality in the aesthetic dimensions is discussed. Further-
more, what is judged to be “beautiful” in that respect cannot be fully derived either from 
concepts or from bodily and sensuous sensations, and is considered to be something ambi-
guous, or something that can be considered as a medium between the two.

Themes related to this kind of ambiguity and mediation have passed down and be-
come integrated in the present-day awareness of philosophical problems. It can be said, for 
instance, that they are connected to the phenomenological subject of pursuing the origin of 
ideas in the dimension of inter-corporeality. Here, I would like to address this by focusing, 
in particular, on the studies of Merleau-Ponty. For example, one can compare the Kantian 
concept of subjectivity in what is only a tacit dimension —– subjectivity that responds to 
the finality of Nature —– with the “silent cogito” in Merleau-Ponty’s terminology of Phen-
omenology of Perception.

Taking the above into account, in this essay, I would like to discuss the relation 
between Kant’s concept of the aesthetic and Merleau-Ponty’s concept of sensibility, and ba-
sed on this discussion, identify the point of contact with phenomenological themes related 
to ambiguity and chiasms.
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Merleau-Ponty and phenomenology as a way 
of life

Yasuyuki SANO
(Ritsumeikan University)

In his series of studies on ancient Greek and Latin philosophy, Pierre Hadot famously sho-
wed that philosophy was not originally a system but a way of life. He also pointed out that 
ancient philosophy had things in common with phenomenology and Bergson’s philosophy. 
According to Hadot, all of these philosophies are characterized as an effort to disclose an 
original perception of the world that is concealed by our habitual understanding of it.

In this paper, I attempt to highlight a significant difference between Merleau-Ponty 
and the other philosophers with whom Hadot claimed Merleau-Ponty had affinity, interpre-
ting Merleau-Ponty’s philosophy as a way of life in accordance with Hadot’s characteriza-
tion. In light of Merleau-Ponty’s criticism of Bergson, I argue that Hadot’s comparison of 
Merleau-ponty to ancient philosophy and Bergson represents an inadequate understanding 
of Merleau-Ponty’s conception of philosophical practice. While other philosophers aim to 
merely perceive the original world, Merleau-Ponty requires it to be expressed in language in 
front of others. It is this insight into the central role of language and others in our thinking 
that distinguishes Merleau-Ponty’s philosophy as a way of life from others’.
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Heidegger’s theory of “the Man”

Hiroshi TAKAI
(National Cancer Center)

In this study, we aim to explicate the difficult argument about “the Man” in Hei-
degger’s Being and Time. What makes it difficult to interpret this argument is the complexi-
ty in the argument itself along with its apparent incoherency with previous sections in Being 
and Time. The first problem comes from some enigmatic passages about the Man, such as 
“we are ordinarily dominated by the Man.” The second point appears when we are remin-
ded that Heidegger analyzes our ordinary agency before he picks up the topic of the Man. 
Heidegger then characterizes the Man as “no specific person is so; at the same time, everyo-
ne is so.”

We resolve these problems through rereading the sections referred to as Umwel-
tanalyse, where Heidegger analyzes our ordinary actions. While he sees our being able to 
be someone as the core of our agency, he also explains that this ability is always acquired in 
certain societies and thus it depends on our getting familiar with the entities and institutions 
designed for certain ways of life as “ordinary” people. Just by coping with and struggling 
in a given condition, we will be familiar with the normative way of life and be able to be 
normative persons in society. This normative way of life is the very way of being when Hei-
degger uses the concept of the Man. Thus, the “domination by the Man” doesn’t combat our 
agency because the latter is partially dependent on our getting to be normative people (the 
Man) in our own society.
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Identity of the Object in Gurwitsch: 
Responding to Drummond’s Criticism

Tadashi TAMURA
(The University of Tokyo)

Drummond strongly criticized Aron Gurwitsch’s understanding of noemata, not 
only in the context of Husserl studies but also in terms of its consistency intrinsically. Gur-
witsch holds that a perceptual noema is different from the object itself, which can be iden-
tified through diverse perceptual experiences. Still, the object, which transcends any indivi-
dual experience, is considered as a harmonic system, formed by myriad perceptual noemata.

Drummond makes the following two criticisms. (1) Gurwitsch’s account lacks 
temporality. (2) Gurwitsch’s description of the horizon does not include the moment of 
synthesizing actual experience within an understanding of the object itself. To achieve syn-
thesis, it is necessary instead to encompass different types of diversities within the horizon, 
beyond the diversity of manifestations.

This paper proceeds as follows. In Section 1, I describe Gurwitsch’s account of 
the consciousness of identity. In Section 2, I report Drummond’s critique of Gurwitsch’s 
interpretation. In Section 3, using Gurwitsch’s text, I propose a response to Drummond. I 
conclude that Gurwitsch has grounds to dismiss some of Drummond’s criticisms, but he 
cannot be defended from all. However, on behalf of Gurwitsch, I can offer another option to 
evade Drummond’s criticism. That would be to reject the premise of the critique altogether, 
namely, that a lawful diversity such as causality cannot be given directly in experience.
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La dialectique du temps : l’interprétation des 
Leçons sur le temps chez Picard et Derrida

Tomohiro MATSUDA
(Ritsumeikan University)

Yvonne Picard, disciple de Merleau-Ponty et de Wahl, rédige en 1941 un texte 
intitulé « Le temps chez Husserl et chez Heidegger ». Elle y développe une lecture selon 
laquelle l’analyse husserlienne de la conscience du temps dans Leçons pour une phénomé-
nologie de la conscience intime du temps explicite la « dialectique du temps » en tant que 
coappartenance temporelle de l’impression originaire, de la rétention et de la protention. 
Cette lecture anticipe l’interprétation de la doctrine husserlienne sur le temps telle qu’elle 
apparaît dans l’après-guerre chez Derrida. En effet, dans Le problème de la genèse dans la 
philosophie de Husserl, celui-ci s’engage dans une relecture dialectique des Leçons. Pour 
avoir compris comme dialectique la conscience du temps dans les Leçons, Picard est sou-
vent considérée comme précurseur de Derrida. Or, les vues et les stratégies de ces deux au-
teurs diffèrent sur des points qui n’ont sans doute pas été suffisamment élucidés.

Nous proposons ici une réflexion sur ces différences à travers le problème de la 
relation entre temporalité immanente et temps objectif, tel qu’il figure dans les Leçons. Pour 
ce faire, nous essayons de montrer que si Picard, en s’appuyant sur ce que Husserl appelle 
l’intentionnalité transversale, associe la dialectique à la synchronie de la conscience et de la 
chose, Derrida la comprend, quant à lui, comme genèse historique à travers les notions de 
« hylé » et de « synthèse passive ».
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The Belonging of World-time to Temporality 
in Heidegger’s Being and Time

Kiminari MINEO
(Waseda University)

The aim of this paper is to show that world-time is not derived from temporality, 
but temporalizes itself equiprimordially with temporality. We would like to show this th-
rough the interpretation of Heidegger’s claim of the belonging of world-time to temporality 
in Being and Time.

According to Heidegger, world-time is the time that Dasein is concerned with 
every day, and as such it is also the basis for the ordinary conception of time. Therefore, 
in previous research, this world-time was interpreted as being derived from fundamental 
temporality in the same way that the ordinary conception of time is derived from funda-
mental temporality. On the other hand, Heidegger’s claim of the belonging of world-time to 
temporality repeated in Being and Time, to be precise, declares that world-time belongs to 
temporality essentially, not accidentally. Therefore, it is indicated that temporality always 
temporalizes itself equiprimordially with world-time. At the same time, it also means that 
temporality never temporalizes itself independently of world-time.
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Heidegger on Race: The Rectorate Years

Yoshiomi TANABE
(Otani University)

“Anti-Semitism,” as is widely known, has become the focal point of conversation 
for the posthumous manuscript of Heidegger’s Black Notebooks. In the process, the relati-
onship between Heidegger and Nazism, which has been regarded as a problem in the past, 
is being questioned again. Moreover, what is often referred to as a new subtheme of this 
problem is his philosophical consideration of “race” or “racism.”

However, the current state of research on Heidegger’s discussion of race is percei-
ved to be slightly perplexed. Further, Heidegger’s viewpoint on the biological racism of 
Nazism, which forms the basis for understanding this issue, has not been acknowledged. 
Therefore, in this paper, I will try to resolve the confusion encompassing this issue by ana-
lyzing Heidegger’s discussion of race on the basis of the data collected during his rectorship 
at the University of Freiburg. 

In the beginning, we confirm how Heidegger perceived the overt racism of Nazism 
and then examine the existential and physical notions of race that Heidegger raised in a way 
that criticized it from the viewpoints of “historicity (Geschichtlichkeit),” “thrownness (Ge-
worfenheit),” and “projection (Entwurf).” Finally, by examining Peter Trawny’s viewpoints 
on the so-called “being-historical racism (seinsgeschichtlicher Rassismus),” we seek the 
cause of confusion over Heidegger’s discussion of race given the lack of a strong enough 
distinction between the biological notion of race—on which Nazism rests—and the existen-
tial notion of race raised in its opposition.
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日
本
現
象
学
会
会
則

第
一
条　

本
会
は
日
本
現
象
学
会
（The Phenom

enological A
ssociation of Japan

）

と
称
す
る
。

第
二
条　

本
会
は
現
象
学
の
研
究
を
進
め
、
そ
の
発
展
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

第
三
条　

本
会
は
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
左
の
事
業
を
行
う
。

１　

年
一
回
以
上
の
研
究
大
会
の
開
催

２　

国
内
お
よ
び
国
外
の
関
係
学
術
団
体
と
の
連
絡

３　

会
報
お
よ
び
研
究
業
績
の
編
集
発
行

４　

そ
の
他
必
要
な
事
業

第
四
条　

本
会
の
会
員
は
現
象
学
に
関
心
を
も
つ
学
術
研
究
者
と
す
る
。
入
会
に

は
委
員
会
の
承
認
を
要
す
る
。

第
五
条　

本
会
は
左
の
役
員
を
お
く
。

委　
　

員　

若
干
名

会
計
監
査　

二
名

第
六
条　

総
会
は
年
一
回
定
期
的
に
開
き
、
そ
の
他
必
要
が
あ
れ
ば
、
委
員
会
の

決
議
に
よ
っ
て
臨
時
に
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
総
会
は
会
の
活
動
の
根

本
方
針
を
決
定
し
、
会
員
の
中
よ
り
委
員
お
よ
び
会
計
監
査
を
選
出
す

る
。
ま
た
、
総
会
は
一
般
報
告
な
ら
び
に
会
計
報
告
を
受
け
る
。

第
七
条　

委
員
の
任
期
は
四
年
と
す
る
。

第
八
条　

会
計
監
査
の
任
期
は
四
年
と
す
る
。
会
計
監
査
は
他
の
役
員
を
か
ね
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

第
九
条　

役
員
は
す
べ
て
重
任
を
さ
ま
た
げ
な
い
。

第
十
条　

委
員
は
委
員
会
を
構
成
し
、
総
会
の
決
定
に
従
っ
て
会
の
運
営
に
つ
い

て
協
議
決
定
す
る
。

第
十
一

条　

会
計
監
査
は
年
一
回
会
計
を
監
査
す
る
。

第
十
二

条　

会
員
は
会
費
と
し
て
年
一
〇
〇
〇
円
を
納
入
す
る
。

第
十
三

条　

本
規
則
は
委
員
会
の
決
議
を
経
て
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、

総
会
の
承
認
を
要
す
る
。

（
昭
和
五
五
年
五
月
三
〇
日
制
定
）

（
会
費
は
昭
和
六
二
年
度
よ
り
『
年
報
』
代
を
含
め
三
〇
〇
〇
円
に
改
定
）



研
究
奨
励
賞
に
つ
い
て

二
〇
一
二
年
度
よ
り
設
け
ら
れ
ま
し
た
若
手
研
究
者
を
対
象
と
し
た
「
研
究
奨

励
賞
」
第
八
回
（
二
〇
一
九
年
度
）
受
賞
論
文
は
、
田
鍋
良
臣
氏
「
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
人
種
論
―
―
総
長
期
の
思
索
を
中
心
に
」
で
し
た
。
田
鍋
氏
に
は
、
昨
年
一
一

月
二
三
日
の
第
四
一
回
研
究
大
会
総
会
（
於
岡
山
大
学
）
に
て
、
表
彰
状
お
よ
び

副
賞
が
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
、
受
賞
者
は
受
賞
論
文
の
英
語
版
を
翌
年
の『
現

象
学
年
報
』
に
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
規
定
に
基
づ
き
、
同
論
文
の
英
語
版
が

掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

編
集
後
記

『
現
象
学
年
報
』
第
三
六
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

今
号
の
特
集
は
「
文
学
を
通
じ
て
の
哲
学
―
―
現
象
学
の
可
能
性
を
探
る
」
で

す
。
二
〇
一
九
年
一
一
月
に
岡
山
大
学
津
島
キ
ャ
ン
パ
ス
で
開
催
さ
れ
た
第
四
一

回
研
究
大
会
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
提
題
に
基
づ
く
ご
論
考
を
、
川
崎
唯
史
先
生
、

高
田
敦
史
先
生
、
入
谷
秀
一
先
生
に
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
先
生
方
、
ど
う

も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
同
研
究
大
会
に
北
欧
現
象
学
界
か
ら
派

遣
さ
れ
た
二
人
の
研
究
者
、
グ
ス
タ
フ
・
ア
ド
ル
フ
・
ベ
ル
ク
マ
ン
・
シ
ー
グ
ル

ビ
ョ
ン
ソ
ン
先
生
お
よ
び
グ
ー
ビ
ョ
ル
ク
・
ラ
ン
ヴ
ェ
イ
ク
・
ヨ
ハ
ネ
ス
ド
ッ

テ
ィ
先
生
に
よ
る
特
別
講
演
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
佐
野
泰
之
先
生
と
酒
井
麻

依
子
先
生
に
よ
る
翻
訳
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
遠
く
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
か
ら
岡
山

に
お
越
し
い
た
だ
い
た
両
先
生
、
そ
し
て
お
忙
し
い
な
か
翻
訳
を
お
引
き
受
け
い

た
だ
い
た
翻
訳
者
の
先
生
方
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

岡
山
で
の
研
究
大
会
の
記
録
と
し
て
、
男
女
共
同
参
画
・
若
手
研
究
者
支
援

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
現
象
学
者
の
留
学
は
今
度
ど
う
な
る
？
」
の
報
告
を
池
田
喬

先
生
に
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
の
状
況
は
現
象
学
者
の
留
学
だ
け
で

な
く
も
う
な
ん
か
い
ろ
い
ろ
「
今
後
ど
う
な
る
？
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
感
じ

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
報
告
を
よ
り
現
実
味

の
あ
る
話
と
し
て
役
立
て
ら
れ
る
日
が
は
や
く
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み

ま
せ
ん
。

個
人
研
究
発
表
は
、
投
稿
論
文
全
二
二
編
か
ら
厳
正
な
審
査
に
よ
っ
て
選
考
さ

れ
た
優
秀
論
文
八
編
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

書
評
欄
で
は
長
坂
真
澄
先
生
と
池
田
祐
輔
先
生
に
、
そ
れ
ぞ
れ
峰
尾
公
也
氏
著

『
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
時
間
性
の
哲
学
』
と
佐
野
泰
之
氏
著
『
身
体
の
黒
魔
術
、
言
語



の
白
魔
術
』
を
評
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

本
号
に
は
、
田
口
茂
先
生
に
よ
る
研
究
動
向
紹
介
と
村
田
純
一
先
生
に
よ
る
特

別
寄
稿
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
現
象
学
に
関
心
を
寄
せ
る
研
究
者
た
ち
が
学

会
を
設
立
す
る
に
い
た
っ
た
経
緯
と
そ
の
時
代
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
後
者
を
、
そ

う
し
て
で
き
あ
が
っ
た
日
本
現
象
学
会
を
拠
点
の
ひ
と
つ
と
す
る
研
究
者
が
立
ち

上
げ
た
学
際
的
な
研
究
セ
ン
タ
ー
を
紹
介
す
る
前
者
と
合
わ
せ
て
読
め
ば
、
現
象

学
の
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。

本
号
の
準
備
を
本
格
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
二
〇
二
〇
年
七
月
、
こ
れ
ま
で

『
現
象
学
年
報
』
の
版
下
作
成
と
印
刷
を
破
格
の
値
段
で
お
引
き
受
け
い
た
だ
い

て
き
た
協
和
印
刷
株
式
会
社
が
同
年
九
月
末
を
も
っ
て
廃
業
す
る
と
い
う
お
知
ら

せ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
編
集
委
員
会
に
衝
撃
を
あ
た
え
、
本

号
よ
り
編
集
委
員
長
を
務
め
は
じ
め
た
私
は
と
り
わ
け
う
ろ
た
え
た
の
で
す
が
、

同
社
で
『
現
象
学
年
報
』
の
案
件
を
ご
担
当
い
た
だ
い
て
い
た
宮
田
末
男
氏
に
救

い
の
手
を
差
し
伸
べ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
宮
田
氏
に
移
籍
先
の
大
阪
書
籍
印
刷

を
紹
介
い
た
だ
き
、
い
つ
も
通
り
の
迅
速
で
正
確
な
お
仕
事
を
し
て
い
た
だ
く
こ

と
で
、
本
号
は
遅
延
す
る
こ
と
な
く
み
な
さ
ま
に
お
届
け
で
き
る
は
こ
び
と
な
り

ま
し
た
。
編
集
員
会
を
代
表
し
て
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

印
刷
所
の
変
更
に
と
も
な
い
、『
現
象
学
年
報
』
は
い
く
つ
か
の
変
化
を
求
め
ら

れ
る
状
況
に
接
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
遠
く
な
い
将
来
に
、
研
究
大
会
に
お
け
る

総
会
で
み
な
さ
ま
に
詳
し
い
こ
と
を
お
伝
え
し
、
必
要
な
承
認
を
い
た
だ
く
こ
と

に
な
る
は
ず
で
す
。
編
集
委
員
会
一
同
、
こ
れ
を
『
現
象
学
年
報
』
を
さ
ら
に
優

れ
た
雑
誌
に
す
る
た
め
の
機
会
と
捉
え
準
備
を
進
め
ま
す
の
で
、
会
員
の
み
な
さ

ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
た
く
存
じ
ま
す
。

（
植
村
玄
輝　

記
）

日
本
現
象
学
会
へ
の
入
会
方
法

　

本
会
へ
入
会
を
希
望
さ
れ
る
方
（
入
会
資
格
は
大
学
院
生
を
含
む
現
象
学
研

究
者
）
は
、
左
記
の
学
会
事
務
局
に
ご
照
会
く
だ
さ
い
。
学
会
費
は
、
年
間

三
〇
〇
〇
円
（『
現
象
学
年
報
』
の
代
金
を
含
む
）
で
す
。
ま
た
非
会
員
の
方
で

本
誌
を
購
読
な
さ
り
た
い
場
合
も
、
左
記
事
務
局
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

日
本
現
象
学
会
事
務
局
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東
京
都
目
黒
区
駒
場
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京
大
学
総
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文
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研
究
科
石
原
孝
二
研
究
室

　

E-m
ail:… paj-offi
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公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://paj-j.jp/

　
（
入
会
申
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書
は
こ
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ホ
ー
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ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手
可
能
で
す
。）
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